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一
表層地 質 （地層分布）

一

稲 垣 秀 輝 （い なが き ひ で き）

　　　　   環 境 地質 　代表取締役

9．1 は じ め に

　私 達 が 地質調査 を行 う場合，まず，調 査 の 場所 は ど こ

か，調 査 の 時期 は い つ か い うこ と を気 に す る こ とが 多い
。

なぜ 気 に するか とい うと 日本 の 場合 地 層分布 が 複雑なう

え，地 層 が 土 壌 や 植 生 に 覆 わ れ，そ の 地 層分 布 を正 確 に

把握す る こ と が た い へ ん 難 しい か ら で あ る。

　し たが っ て ， で きる 限 り植生の 少ない 時期 を選 び 調 査

した い し，地 層の 表層分 布 の 複雑 さの 度合 をあらか じめ

予 測 し， そ れ に 対応 した 調査 準備 を行 う必 要 が あ る。

　海外 で の 調 査 で も，日本 の 地 層 分 布 や 植生状況 と 類似

した 地 域 もあ るが ，総 じ て 地 層分 布 が 単 純 で あ っ た り，

地 層の 露出状 況 が 良好な地域 が 多 い よ うで ある。こ こ で

は，日 本 で の 表層 地 質 の 分布 状 況 の 特徴を述 べ る と と も

に ，土 木地 質に 役 立 つ 地質
・地 形情報 を ど の よ うに 入 f，

活用 した か に つ い て 述 べ る。

9．2　 日本の 地層分布の 特徴

　　　（湿潤変動帯 の 表層地 質）

　 日 本の 表層地 質 の 分 布 は ，
1 ） プ レ

ー
トテ ク トニ クス

で の 変動帯 に 位置す る こ と， 2）気 候 区 分 上 温 暖 湿 潤 帯

に 属す る こ とで 特徴づ け られ ，
さ らに ，地 質調査 で の 障

害 と して ，3 ）土 地 利用 が 進 ん で い る こ とが あげちれ る。

　まず，変動帯 で の 地層分布 を簡単に 述 べ る と，日本 は

海洋 プ レ
ー

トが 大陸プ レ ートの 下 に 沈 み 込 む 地域 に 位置

する。こ の た め ， 地層 が 堆積す る際お 互 い に 混 じ り合 っ

た り，地 層形成後断層等 に よ り切 られ た りして ，地 層の

横 の つ なが りが 少な くな る こ と が 多い 。図一9．1は ユ ネ

ス コ に よ り編 集され た世 界の 地質図 の
一

部 を と り出 した

もの で 縮 尺 は 1 ；10000000 で あ る。日本 と 同様 に 変動

帯 に 位 置する ヨ ーロ ッ パ ア ル プ ス と，安定地 域 に 位 置 す

るパ リ盆地付近 の 地層分 布 を比 較 す る と ， きわ め て 小縮

尺 で あ るが 変動帯 で の 地質分布 が 複雑で あ る こ とが わ か

る、また ，後 で 述 べ る が，こ れ ら の 地 層分布 の 複雑 さ は ，

例 え縮尺 を変化 さ せ て も変 わ る こ との な い 難 点 を も っ て

お り，地 質調査 を よ り困 難 に して い る。図
一9．2に は，

こ れ らの 二 つ の 地域 で 土 木 工 事 の 際作成 され た地質断而

図 を トン ネル を例 と して 示 した 。変動帯 で ある 日本の 青

函 トン ネ ル で は 地 層 の 横 へ の 連 続 性 が 少 な く断層が 頻 繁

に 入 っ て く る。こ の た め
，

TBM （トン ネ ル 掘 削 機 械 ）

は 使用不可能 で あ っ た し， 多くの 出水事故が 発生 した。

そ れ に 対 して，安定地域 で ある英仏海峡 トン ネ ル で は 地

層 の 連続性 が よ く，地 質の 良好 なチ ョ
ークマ

ー
ル 層沿 い

に TBM に よ る トン ネル 掘削 を 行 い ，最 大 日進 40〜60

m の 急 ピ ッ チ の 施工 で 施工 中に も出水事 故等 は 生 じて

い ない 。また，英仏海峡 トン ネ ル で 図 示 した 断層 は その

規模 は 小 さ く，こ の 程 度 の 断層 は 青函 トン ネル で は数 万

箇所数えられ る と述 べ られ て い る
2｝。

　変動帯で地 層を複雑 に して い る 地 質構 造 と して，断 層 ，

褶曲構造 の ほ か に 後に 述 べ る メ ラ ン ジ ュ や オ リ ス トス ト

ロ
ー

ム 等 が あ り，加 えて ，地 殻変 動 に 伴 う地 震や 火 山活

動 が 多 く，地 盤 内に 大 き なひ ず み が 蓄積 して お り，多く

の 割れ 目や せ ん 断帯が 発達 して い る。ま た ， 火 山活動 に

伴 う陥 没 地 形 や 熱 水 変質に よ り地 盤 が 著 し く劣化 す る場

合 も多 く，地殻変動量 に つ い て も年 間 O．1〜数 mm の 隆

起 帯，沈 降帯が あ り，隆起量 の 著 しい 日本 ア ル プス 等 で

は 浸食作用 が 活発 とな り凹 凸 の 著 しい 地形を作 る ととも

に ， 多量 の 土 砂 を発生 させ ダ ム 貯水 池 の 堆 砂量 を増や す

一
因 と な っ て い る 。

　次 に ， 日本 は 気候区分上 温 暖湿潤気候
〜湿 潤 大陸 気候

に 属 し，東京 で の 年平均気 温 は 12℃，年平均降水 量 は

140   mm 程 度 の 値 を示 し て い る。した が っ て，植物 に

／ ：断層 〆 ・阯 断層 　／ ：地麟 界 　 その他i’dVtui；堆憤した賦 躰 してい る1・の 磯 明 は綿

　　　　　　　　図一9．1 変 動 帯 （左 ） と安定地 域 佑 ）の 地 層分 布 比較
1）
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図一9．2 青函 トン ネル （上 ） と英 仏 海峡 トン ネル （下 ） の 地 質 断面 図
2，

0　　　　20　　　　40　　　　60　　　　80　　　　10D
と っ て は 成育 しや す い 気 候 で あり，それに 伴 い 土 壌化 が

進 む た め 植物帯 と して は 温帯常緑広葉樹林〜落 葉広葉樹

林混合林帯，土 壌帯 と して は 赤黄色土 〜
褐色森林 土 帯 を

構成す る こ と とな る。

　国土 に 対す る森林 面 積 の 比 率 を求 め る と1988年 で は ，

図一9．3の と お り 日本 は 66．5％ の 値 を示 し，世界中 で 7

番 目の 高 さ とな る と と もに ， 森林 内で の 閉鎖林
if）

の 比 率

が 94．5％ と ア メ リ カ 合 衆国 の 65．5％ ，ヨ
ー

ロ ッ パ の

862 と比 較 して 大 きく，凪 ヒ内 を植生 が 密 に 分 布 して い

る こ と が 分 か る
3｝。した が っ て，調 査 した い 表層 地 質を

こ れ らの 土 壌や 植生 が 広 く覆 い ，地形 ・地質調査 の 妨 げ

とな る こ とが 多 い 。実際の 地 質調査 の 例 と して，ロ 絵写

真
一10に 示 した 箇所 で 防災池を建設す る計画で は ， 周辺

に は 岩盤 露頭が ほ と ん ど な く，立 体 的 な 地層分 布 を把 握

す る た め ボ
ー

リ ン グ 調 査 等数多 くの 事前調査 が 必要 とな

っ た。

　地形
・
地質調査の 障害 と して は ， こ れ ら 自然要因だ け

で な く， 日本 で は 土 地 利用が 進 ん で い るた め，建 設 途 中

注）閉 鎖 林 ：樹冠 の 投影面積 が か な りの 部分 を占め，連続 した 草地

　 が 林 床 を形 づ くる こ との ない 林地。
　 開 放 林 ：樹 木 が 間 隙を置 い て 生 えて い る林地 （疎 林 とも呼 ば れ

　 る）．

　 　 　日　本

　 i日ソ ビエ ト
ア メ リカ合衆国

　 　 中 国

　 　 イギ 11 ス

サ ウ ジ ア ラビア

　 　 　 　 　 0　　　20　　　4D　　　60　　　80　　　10D

図
一9．3 世 界 の 主要 国 の 森 林 面 積率

3 〕抜粋

64

の 切 土 箇所 は 別 と して ， 構造物や 農作物 が 地表 を覆 っ て

お り， 地層の 分布 は 把握 し難 い し，様 々 な原位 置 試 験 や

探査 （発破 を使用す る弾 性 波 探 査等）が 不可能な場合 も

多い 。また，変動 帯で あ る が ゆ えに 急峻な 山地 が 多 く，

こ れ らの 地 形が 大掛か D な探査や 調 査 の 障害 と な る こ と

も多 い 。地形解析上 で も，人工 改変 に よ り自然地形 が 失

わ れ て い る箇所が 多く，こ こ で は 地層や 地 盤 の 種 類 を示

す様 々 な地形要素 （リ ニ ア メ ン ト，段 丘面，地すべ り地

形 ， 微 高地 等）の 判読が 不可能 とな り，地 すべ り調 査 や

活断層調査 の 障害 とな っ て い る。

　次 に ， 変動帯 で の 地 質 の 特徴 で あ る，  断層，   メ ラ

ン ジ ュ ，と，こ れ らの 劣化 した 岩盤 で生 じ る こ との 多い

  大規模 岩盤す べ りに つ い て地 形
・地 質情報 を活用 した

例 を示 す。

土 と基 畷，44− 4 （459＞
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9 ．3 断 　層

　構 造 物 の 基礎調査 と して，表層地 質の 分 布を調査 し た。

　調査 に 先 立 っ て 既 往 文 献 を集め た と こ ろ図
一9．4の よ

うな 地 層分 布 が 推定 さ れ た 。表層地 質の 分布 が複雑 で あ

る と予想 され る た め，まず， 地 形解析 と 地 表地 質踏 査 に

よ り平 面 的な地層分布 を調べ た 。 図
一9，5の 空中写真 に

よる地 形解析で は 断層地形を示す地形要素 （傾斜遷 緩 線

鞍 部，三 角 末端面，急崖〉が 線状 に 連な り， 構造物付近

を通 過 す る こ とが わ か っ た。こ の た め ，地 表 踏 査 で は こ

の 付近 を特 に 念 入 りに 調べ た とこ ろ ， 今 まで 植 生 や 被覆

層に覆 わ れ て 見えなか っ た 断層露頭が 5箇所 で 認 め られ ，

それ も時代 の 古 い 古 生層が 新 しい 地層 で ある新第三 紀層

の 上 に 乗 り上げ た 低角度 の 逆 断層 （衝 上 断層）で，通常

の 地 層 の 重 な 「）方 か らす る と逆 の 接 し方を して い た。そ

A

構造物付 近 の 推 定地 質断面 図

A
’

　 　 　

　　　

　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0　 　　 　　 　 200m
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一

図
一9．4　調査 地 の 既 存 資料 に よる 地 層分 布図

〆4 ：水　系

人 ：陵 線

鐸轡
O 　；A 断層露頭

・：“fs　：沖積低地

’：i）　：緩傾斜地

cti 　：低位段丘両

盈
1
　：中位段 斤面

｛ワ　：高位段丘面

＝ ：剛 II

〕〔 500rn

こ で，構造物付近 で ボ
ーリン グ調 査 を計画 し，断層 の 上

盤 で あ る 古 生 層 の 地 山か ら掘削した と こ ろ，予 想 ど お り

深度60m 付近 か ら断層破 砕 帯と な り， 深度 80m 付近 で

新第三 紀 層が 確認 され た 。こ こ で は，そ れ 以 降数 多 くの

ボーリ ン グ調 査 や 物理 探査 が 行 われ，図
一9．6の 地層分

布 が 明 らか に な っ て い る 。特 に ，新第三 紀層の 地層 の 傾

きに つ い て は 通 常 の 緩や か な傾斜 の 地 層が 断層付近 で 引

きず られ急傾斜 を示 した り，逆 転層と な る よ うなめ くり

、llが る構造 が 認 め ら れ る こ とが 多 い が ，こ こ で は新第三

紀層内の 砂岩 の 堆 積 構造 を 露頭 や ボ
ー U ン グ コ ア で 詳細

に 観 察 し た と こ ろ 逆転 した 構造 は 認 め られ ず，単
一
傾斜

の 構造 （同斜 構 造 ）を 示 して い る こ と が わ か っ た 。

　こ れ ら の 調査 の 結果 は 構造物 の 設計 の 基 礎資料 と な っ

た。

ワ

April，1996

図一9．6 調査 後の 地 質断 面 図

9．4　 メ ラ ン ジ ュ

図
一9．5　断 層調 査 地 形解 析 図

　 メ ラ ン ジ ュ は 変動帯 に よ くみ られ る 地層分 布 で あ るが ，

従来 か ら連続 i生の 少 な い 地 層で あ るが ゆ えに 事前の 調査

結 果 が 施工 中の 地層分布 と 異 な る と い うこ と で 地 質屋 の

信用 を落 と して きた地 質 で あ る。しか しな が ら，こ こ 10

数年間 で変動帯 の 地質構造 の 研 究 が 進 み ， メ ラ ン ジ ュ の

地層分 布様式や そ れ に 伴 う工 学的 な取扱 い 方 もあ る程 度

対処 で き る ように な っ て きて い る。

　さ て ，
メ ラ ン ジ ュ と は ， 図

一9 ．7に 示 し た と お り，プ

レ
ー

トの 沈込 み に よ り海洋 底 の 地 殻 （玄武岩等）や 遠洋

性 の 堆 積物 （チ ャ
ー

トや石灰 岩等） と陸 か ら の 堆 積物

（礫
・
砂

・泥）が 混 じ り合 っ た も の と考 えられ て い る 。

明 らか に 断層や せ ん 断帯等 の 構造 運 動 に よ っ て 混合 した

もの を特 に 構造性 メ ラ ン ジ ュ と 呼 び ，図
一9J に 示 し た

とお り，海底の 大陸斜面の 大 規 模 地 すべ り等に よ り，こ

れ らの 地 層が 混 合 し た 場合 をオ リス トス トロ
ー

ム （堆 積

性 メ ラ ン ジ ュ ）と呼 ん で い る。ち なみ に，こ れ らの 区別

が つ か な い 成 因不 明 の 場合 は 単 に メ ラ ン ジ ュ と して
一

括

して い る。

　我 が 国に お い て は，西南 日本外 帯 （西南 日本 の 太平洋

側） に，こ れ らの 堆 積物が 特 に 多 く，泥質 なマ トリ ッ ク

ス の 中に チ ャ
ートや 玄 武岩，砂岩，等の 大小 の ブ ロ ッ ク

が 混 在 す る こ と を特徴 と して い る 。メ ラ ン ジ ュ の 露頭 状

況 を口 絵写真
一11に 示 し た が ，

こ れ ら を模式的 に 表 現 す

る と 図 一9．eに 示 した とお り，大 き さ 数 km 〜数10km65
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の ブ ロ ッ ク （ス ラブ ） か ら大 きさ 数 10cm
〜
数 m の ブ ロ ッ ク （小 岩塊）ま で 混 在 し

て い る こ とが わ か る。した が っ て
，

こ れ ら

メ ラ ン ジ ュ の 地 層 を地 質 図 で 表 現 す る場合，

使用 す る地 形 図 の 縮 尺 に より表現 で きる ブ

ロ ッ クの 大 きさを決め る 必要 が あ る。

　例 えば，図
一9．9に 示 し た 四 万 十 帯 （西

南 日本 外 帯 で の 四 万 十 層群 の 分布 す る地

帯） の 広域地 下 水 調 査 で は ，
メ ラ ン ジ ュ 層

を
一

括 し て表 現 しその 中 に 含 まれ る ブ ロ ッ

クは 記入 して い ない 。こ れ は，こ の ス ケ
ー

ル の 地形図 で は こ れ ら の ブ ロ ッ ク を記 入 で

きな い こ と もあ る が
， 広域 の 地 下 水 の 分 布

に つ い て は メ ラ ン ジ ュ を
一

括 して 表現 し，

0　 　　 　 5m
一 ［：：］・砂 岩 　 ［五 ］ ・CL 級岩盤

匡 ］徽 岩 　 ［CM ］・CM 耀

／ ：割れ 目
・
断層　［：互亘：】：CH 級岩盤

　 ．／ ：岩盤区分境界　　CM ，CH 級岩盤は
ノ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 メ ラン ジ ュ 中の

　 ，” ：地質境界　　　　岩塊である一’

図一9．10 砂 防 ダ ム サ イ トで の メ ラ ン ジ ュ の 分 布 （四 万十 帯 ）

そ の 平 均的 な風化 の 度合や水理定数 を決め て解析 し て も

問題 が ない ため で あ る。

　な お，こ の 図 で メ ラ ン ジ ュ 層が 砂岩泥 岩 互 層の 正 常 な

弧状列島［Hts列島〕

　

　
　

　　　 図一9．7　 メ ラ ン ジ ュ の 形 成 環境
4〕

（A ）堆積岩コ ン プ
．
レ ノクス

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （B ）混在岩

諺
　

拡人

一

勉
Φ ：〈9 ．

，sロ　　　　ロ　　　
コ

　　
ロ

。《一

　 　 　 一　

　 　 　 　 　 　 　 　 〜0 ＿

　迦 コ　OP ：ス ラプ

ー
・断層 匹三］・混在岩

　 図一9．8　 メ ラ ン ジ ュ の 内部 構 造模式 図
5〕

図一9．966

　 」L皿」泥質基質
  ：小岩塊

　 　 　 　 o
一

メ ラ ン ジ ュ で の 広 域水 分 地質調 査 例 〔四 万十帯）

贐 ：メラ・ ジ ・

　匚：玉：］：砂岩泥岩万層

匚歪コ ：貝 岩

　ノ
：断 層

　 ！
t ：推定断層　ノ

　 ／  　　
：地すベ リ地形

lkm

地層 の 中 に帯状 に 連続 して い る こ と に 注 目して い た だ き

た い 。こ れ は メ ラ ン ジ ュ 層に
一

般 に 認 め ら れ る こ とで あ

り，メ ラ ン ジ ュ 層そ れ 全体 が 不規則 に 分布 して い ない 点 ，

土 木地 質的 に み て その 分布 を把握す る た め の 要点 とな る。
次 に ，同 じ四万十帯内の 地 質調査 で も対象が 砂防ダム の

場合 で は ， 縮 尺 1 ：200の 大縮尺 で の 岩盤 ス ケ ッ チ を行

っ て い る。こ の 場合 に は 図
一9．10に 示 し た とお D，m

単位 の ブ ロ
ッ ク ま で 表現し，数 cm 単位 の 小岩塊 は 記 入

し て い な い 。こ れ は，構造物 の 大 き さ が 数10m で あ り

設計 ヒ数 cm の 小岩塊 は 無視 で き る た め で あ る。設 計上

問 題 と な る 数 m の ブ ロ ッ ク に つ い て は そ れ を 表 現 し，

岩 盤 分類す る こ と に よ り通常 の 設計 に生 か して い る。ち

な み に こ の サ イ トで はマ トリッ ク ス の 頁岩 が CL 級 岩盤

ブ ロ ッ クで あ る砂岩 が CM 〜CH 級 の 岩 盤 で あ る。

　 こ の よ うに，地 質図に 表現 で きる ブ ロ ッ クの 大 き さ と

地 質図 の 縮尺 との 関係 は 様 々 な地 質 現 象 と も考え合せ て

表一9．1に 示 し た程 度 と考 えて い る。

　また，メ ラン ジ ュ 層 が 分布す る 地 点 で の 構造物の 規模

と不均質 さの 規模 の 関係 に つ い て は 永 田 6）
が 図

一9．11に

示 した考え 方が あ り，参考 に で き る。

　 メ ラ ン ジ ュ 層内の 岩塊 ブ ロ ッ クや 断 層の 分 布 に つ い て

は ， 広域 調 査 か ら詳細調査 へ と調査密度が 増加す るに従
い ，確認され る ブ ロ ッ クや 断層の 数 量 が 増加す る た め，

調査地周辺 の 広域 地 質図中に 構造物近傍 の 詳細地質図を

コ ン パ イ ル す る と，あ た か も構造物 近 傍 の み に 断 層や 岩

塊 ブ ロ ッ クが 多 く認 め ら れ，構造 物付近 だ け が 地質が 不

良 な 印象を与え る こ とに な る。しか し ， 先 に も述 べ た メ

表一9．1 地 質 図 に 表 現 で き るブ ロ ッ クの 大 きさ と地形 図

　　　　 の 縮尺

地 質 図 の 縮 尺
表現 で き る ブ ロ

ッ クの 大 き さ
調　　査　　対　　象

1／5万一
数 100m一 広 域地質調 昏

1彑万
一1／5万 数10m 〜

数 100m 広 域 の 地 すべ り，水文，地質調査

1彑 000− 1／1万 数 m 〜
数 10m ダ ム 等構 造物 の 概 略地質調査

1／100− 1／1000 数 cm 〜数 m ダム 等構 造物の 詳 細 地 質調 査

〜1／100 〜
数 cm

露頭 ス ケ ノ チ，原位置 試験 面の

ス ケ ッ チ ほ か

土 と基 碇，44− 4 （459 ）
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魁

毒
尹

　 ヤ写

， 額

！靆

甲
諮
秘

「．　」　、

　　　　　蠶・
、

、灘鑾
（a ）　　　　　　　　　　　（b）　　　　　　　　　　　 （c ）

（a ） 構造物の 規模 〉 不均質さの規模 ；不均質さは無視できる

（b） 構造物の 規模＝不均質さの 規模 ：不均質さが問題 となる

　 （c ）廣造物の規模く イ・均質さの規模 ：プ ロ ／
tクの 内部の検討 となる

図一9．11 構 造 物 の 規模 と不 均質 さ の 規 模 との 関係
6）

ラ ン ジ ュ 層を代表 とする変動 帯で の 地質構造 の 性 格上 ，

断層や 岩塊 ブ ロ ッ クの 少 な い 表現 とな っ て い る調 査 地 周

辺の 地域 で も詳細 な調査 を追加す る と構造物近傍 の 地層

分 布と大 き く変 わ ら な い こ とが 多い 。こ れ は，土 木地質

上留意す べ き点 で あ る。

9．5　大規模岩盤すべ り

　先 に も述べ た とお り，変動帯 に属す る我 が 国に お い て

は ，破 砕 を受 け た 岩盤 が 多い うえ，大規 模 な 断層や 火 山

に 伴 う変質帯が 多 く， 加 え て
， 地殻変動 に よ る 急激な地

盤 の 上昇等 に よりこ れ らの 劣化 した 岩盤 の 周辺 で は 現在 ，

過去，未来 に お い て 大規模な岩盤すべ りが 発生す る こ と

が 多い 。

　 こ こ で は，そ の
一

例 と して ，我 が 国 で の 第
一

級の 大断

層で あ る 中央 構造線沿 い の 岩 盤すべ りに つ い て紹 介す る。

中央構造線 は 四国北部 か ら紀伊半島，三 河 湾を通 り長野

県諏 訪 湖 付近 に至 る 断層 で ， 地 下 で は 大規模な破砕帯 を

形成 し て い る が ，地 表部 で は 被覆層や こ こ で 述 べ る大 規

模 岩 盤 す べ りに覆 れ て い る こ とが 多く，断層露頭 自体 は

その 延 長 の 長 さ に 比 較 して 少 な い
。

　た だ し，中 央構 造 線 は，地 形 的 に 盆地 や 山麓 の 緩 斜 面

を作 る こ と が 多 く，大 規 模構 造 物 で あ る 高速 道 路 等 の 建

設が こ こ を通 る こ とが 多 くな っ て お り，規模 の 大 きな切

土 の 際 ， た び た び 切 土 斜 面 の 崩壊 が 生 じ て い る。長 谷

川
η

は，過去 に お い て も大規模 な岩盤すべ りの 発生 を指

摘 して お り，そ の 規 模 は，数 km の 地 す べ りブ ロ ッ ク

で あ る と して い る。図
一9．12は そ の 大 規 模岩盤 すべ りの

← N 　 S→ 　　　〈− N

地表物質境 界

　 　 　 MTL

  和泉層群の 岩盤すべ リと

　 三波川変成岩類との境 界

← N　　　　 　 S→

　 　 　 MTL

ぐ 一一N　 　　 　 　 S →

S→

  三波 II険 成岩類の岩盤すベ リ

　 と和泉層群 との境界

← N　 　 　 　　 S →

地

 
碧糠 鱗 鶴 鼻騨

 
認

i

！攤飜 櫞
端

　 　 　 MTL

← N　　　　　　S→

　 　 地表物質境界

　 　 　 MTL 　　　　　　　　　　　　　　　　 MTL

　  岩ttすベ リに よっ て移動 し   和泉層群の岩盤すベ リと三波fll

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 変成岩類の岩盤すベ リとの 境界　 　 た中央構造線の 断層破砕帯

　　　 飃 ：和泉層群〔異地性｝　匝 ］：三波川変成岩類〔異地性）

　　　 囮 ：和泉層群1現地性）　匿…ヨ：三波1［［変成岩類〔現地「生：1

　　　 匿互ヨ：第四紀層　　　　　MTL ：中央構造線

図
一9．12　中央構造 沿 い の 大規模 岩 盤 すべ りの 概要 図 7〕

｝

上位加11∫1

図
一9．13　切 幡丘 陵周 辺 の 地 質図 お よび 地 質断面 図η
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概要図 で あ る が ，中央構造線 の 北側 に 分 布す る 和泉層群

と 南側 に 分布す る 三 波 川 変成岩 類 の 地 川 か らそ の 構造発

達史に 応 じて，つ ま り，主 と して 北側が 隆起す る 時期 に

は 北側 の 和泉層群 の 地 山斜面か ら地すべ りが 発生 し，南

側 が 隆起す る時期 に は 南側 の 三 波 川 変成岩類 か ら地 すべ

りが 発 生 し，中央構造線 自体を覆 っ て しま っ て い る 。特

に徳島県の 吉 野 川左 岸の 切 幡丘 陵 （長 さ 3km 前後）で

は 図
一9．13に 示 した 地 表地質踏査を行 い ，岩盤 の 緩 み 具

合 や 地層の 走向の 違 い ，接す る 地層ど うしの 関係等を詳

細 に 観 察す る と と もに，地 形解析に よ り古 い 地 すべ り地

形 と地すべ り土 塊 の 認定 を行 っ て い る。そ れ に よ る と切

幡丘 陵 は 図
一9．14に 示 した とお り100万 年前 の 更新世前

期
〜

中期 に か け て 讃岐 山脈南麓 に 形成されて い た 父尾断

層 （中央構造線の
一

部）の 断層崖 で 発生 した岩盤すべ り

に よ り生 じた 地 すべ リブ ロ ッ ク で あ る。そ して，そ の 後

の 父 尾 断層の 右横ず れ 断 層 の 活 動 に よ り西 方 へ 2 〜3

km 移動 した と興味ある報告 を し て い る。

図一9 ．14　 切 幡 丘 陵 の 地 す べ り岩体 の 復 元
7 ♪

　　　　 （基 図は 100m 未 満の 谷埋 接峰面 図）

9．6 お わ り に

　本章 で は ， 地 形 ・地質情報の 活用 例 と して 表層地質の

地 層分布 の 特徴を，我 が 国の 湿 潤変動帯 で の 地 質 の 特異

性 と して ま とめ た。こ こ で は，変動帯 で の 地質現象 の 特

徴 と して，断層，メ ラ ン ジ ュ ，大 規 模 岩 盤 す べ りの 調 脊

68

例 の み をあげ た が ，そ の ほ か に，火 山活 動 に 伴 う陥没 地

形 や 変質帯等 ， 地層の 横 へ の つ な が りが 少 な い 地 質現 象

が 認 め られ る し，一般 的 な地 質現 象 で の 不整 合 や 玉 ね ぎ

状風化等が 多く地層や物性 が 横 へ つ なが りに くい こ と も

多い 。こ れ ら は 誌 面 の 都合 で 省略 した が ，土 木地質に お

け る 地 質調査 の 際に は ，対象 と な る 構造物や 調査 目的 に

応 じて 表 現する地 層規 模 を適 宜 選定 し た り， 表層地 質 の

分布 を変動帯 で の 地質構造発達史を頭 に 入 れ なが ら，調

査 して 行 く必要 が あ る。ま た ， 我 が 国の ように ど う して

も植 生 や 被覆層が 多く，表 層地 質 が 把 握 しが た い 場合 に

は ，
ボーリ ン グ調査や 物理 探査等 を多用 し，

立 体的な 地

質構造を確 認せ ざ る を得 な い こ と も多い が ， 何 に も増 し

て 土 木地質 に 従事する技術者 の 日 頃 の 勉強 と建設工 事 の

計画 ・工事段 階 か ら竣工 ，維 持管理 に い た る まで の 間 で

の 土 木技術者 と 地 質技術者 と の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 重

要 で あ る。
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