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国道229号第 2 白糸 トン ネル に おけ る岩盤崩落

　 1997年 8 月 25 日 午後 2 時 30分頃 ，北 海 道 後志管内島

牧村 で 発生 した大規模岩盤崩落 に よ っ て 第 2 白糸 トン

ネ ル の 巻 出 し部 が 崩壊 した （ロ 絵 写真
一 1，2）。 第 2

白糸 トン ネル は 国道229号の 積丹半島南西部の 島牧村 と

桧 山 管 内 瀬棚 町 の 間 の 日 本 海沿岸 に 位置 し，1976年 11

月 に 完成 し た 総延長741m （巻 出 し部 を含 む）の トン ネ

ル で あ る （図一 1，2）。 大規模 な崩落岩盤 の 直撃を 受け

て 崩壊 したの は トン ネル 南側 （瀬棚町側） の 鉄筋 コ ン ク

リ
ート製の 巻出 し部で ，坑 口 か ら約 100m の 区間 が 崩

壊 した 。25 日に 崩落 した 土 量 は約 2 万 ln3 と推 定 さ れ，

1996年 2 月 に や は り岩盤崩落 に よ っ て 巻 出 し部 が 崩壊

した豊浜 トソ ネル の 約 2 倍 の 規模 に 達 し て い る。わ ず

か 10数秒 とい う き わ ど さ で 6 人 が 分乗 し た 自動車 2 台

が トン ネ ル と土 砂 の 下 敷 きに な るの を逃 れ ，ま た，当 初

北海道警察 に連絡 され て い た 未帰宅者 の 所在 もその 後確

認 さ れ （8 月30 日），幸 い に も被災者 が い る可 能性 は 極

め て 低 い 状態に あ る。8月28日 午後 1時30分頃 に 発生

し た 約3800m3 の 岩 塊 崩落 を 始 め ，中 小 規模 の 岩 盤 崩

壊が 断 続 的 に 発生 して い る状況で ，二 次災害の 危険 に 直

面 しながら崩落土砂 の 撤去作業が進 め られて い る。土砂

の 完全 撤去 まで に は 3箇月近 くを要 す る 見込 み で あ る。

　後志管内余市町 と桧山管内江差町を 日本海沿 い に結 ぶ

国 道 229 号 は ，こ の 地 域 の 海岸 に特 有 な 急峻 な 地 形 を 縫

うよ うに 建設され ，積丹半島を 回 る最後 の 不 通区 間 が 完

成 した の は 昨年秋で あ る 。 第 2 白糸 トン ネ ル は ， こ の

路線の 中で も特 に急峻な箇所 に連続す る 断崖をくり貫 く

よ うに掘 られ て い る
一

連の トン ネ ル の
一

つ で あ る。 トン

ネル 周辺 の 岩盤は 水冷破砕岩 で 構成 さ れ て お り，海底火

山 の 噴出物 が 海水 で 冷や され て 固結 し堆積 した もの で あ

る。こ の 種 の 岩は脆 くて 風化 しや す く，ま た，岩質が
一

様で は無い た め 選択的 な 侵食 を受 け や す い の を特徴 と し

て い る。1972年 7 月 に 供 用 開 始後 ま もな く崩 壊 した 石

狩管内浜益村雄冬 トン ネル ， お よび，記憶 に 新 しい 豊浜

トン ネル の 岩盤崩落 も 同 じ種類 の 岩盤 が 関連 し て い

る 1ト 3｝。こ の トン ネ ル は 1993年 7 月 に 発生 した 北海道

南 西 沖地 震 で も被災 して い る が ，こ の 時 は 2500m3 の

曹浜 トン ネノレ
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図
一 1　 北海道南 西部に お け る第 2 白糸 トン ネル の 位置

岩塊 が 同 じ巻出 し部を直撃 し，今回 の 被災箇所 の わ ず か

に 奥 （坑 口 か ら114m ） で 約46　m 区間 に お い て 巻出 し

部 が 被 災 し，こ の 内約 6m 区間が 破 損 した。こ の 際け

が 人等 は無 か っ た が，土 砂 の 撤去 と トン ネル の 復 旧 に 約

3 箇 月 を 有 し て い る 4：／・5）
。 ま た ， こ れ よ り 国道を 約 70

km 北上 した位置に あ る後志管内岩 内町の 刀 掛 トン ネル

で は ，北海道南西沖地 震後の 点検
・
調査 に よ っ て 斜面 上

に 約2　OOO　 m3 の 不 安定岩体 が 認 め られ，そ の 後発破 に

よ る岩塊除去作業が 行わ れ た 4）・6）。

　岩盤の 崩落原因 と して は，豊浜 トン ネル 事故の 岩盤崩

落 と同 じ く，脆くて 風化 しや す い 岩質，お よび 岩質の 不

均質 に起 因 す る選択的な 侵食等 に よ っ て 形成 さ れ る不 安

定 な 地形 を挙 げ な くて は な らない
。 こ の 様 な特質が 岩盤

内 に亀裂が発達 しや す い 条件 を 作 っ て い る と考 え られ る。

こ の 地域 に お け る近年 の 最 も大 き な 外力作用 は 1993年

北海道南西 沖地 震の 地 震動 で，こ れ を境 に崩落 した 岩盤

の 不 安定化 が急速 に 進行 した と想像 で き る。崩落箇所 の

こ の 時期 の 特殊性 と して は，8月 前半 に お け る北海道南

西地域 の 記録的 な 豪 雨 を 挙 げ な くて は な らな い 。 第 2

至島牧

図一2　 第 2 白糸 トン ネル の平 面線形
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図一3　 南西 沖地 震後に 実施 さ れ た 落石 に よ る 衝撃の 緩和

　 　 　 工
5  

白糸 トン ネル に最も近 い 後志管内寿都町 の 測候 所 で は

8月 上 旬の 降水量が平年 の 5 倍 に も達 して い る 。 崩落地

点の 背後 に は 定常的 に 地 下 水 を 供給す る よ うな 水源 は 見

当た らな い が，こ の 豪雨 に よ っ て 崩落岩体の 基部 が い く

ら か で も侵食 され た か も しれ な い し，岩盤 内の 含水量 が

か な り増 して い た で あろう （ロ 絵写真
一3，4，5か ら，

崩落直後 の 斜面は か な り湿 っ て い るの が 分 か る ）。 含水

量 の 増大は，岩体 の 重量 を 増大させ るだ け で な く，亀裂

面 に お け る水 圧 を上 昇 さ せ，岩 質 を 変 化 さ せ て 強度の 低

下 を 引 き起 こ した で あ ろ う。こ の 豪 雨 が ，今回 の こ の時

期 に おけ る岩盤崩落の 引き金 とな っ た と考 え られ る。

　1993年北海道南西沖地震を受け て 北海道開発局が 実

施 した急崖斜面 の 緊急点検の 評価で は，最も危険度 が 高

い 「A 」 ラ ソ ク と されて お り，ま た ，豊浜 トソ ネル の 崩

壊を 受 け て 実施 した 1996年 の 坑 口 部 の 緊急点検 で は，

危険度 は 高 く 「対策が必 要」 と評価 さ れ て い た 。 岩 盤 斜

面に は 落石 防止 の た め の ネ ヅ トが 張 られ て お り，南 西沖

地 震 に よ る 被災箇所 で 実施 さ れ た EPS （発 泡 ス チ ロ ー

ル ）を用 い た落石 に よ る衝撃緩和工 （図
一 3）を今 回 の

被災箇所 に も延長 して 実施す る 計画があ っ た よ うで あ る

が，今回 の 岩盤崩落の 規模 に対 して は こ れ らの 効果 が期

待で き な い と い うの は一
致 し た 見方 で あ ろ う 。 豊 浜 トン

ネル の 事故以来，岩盤崩落の予知 ・
予測 に 対す る調査 ・

研究は 各方面に お い て よ り
一

層精力的 に行 わ れ て い る が，

崩落時期 を 含め た 予測 の 困 難 さ を今回 の 岩盤崩落は 改め

て物 語 っ て い る 。

　崩 落地 点 に は ロ 絵写真一 1
，
2 が 示 す よ うに 依然 と し

て不 安定な 岩塊 が 残 っ て お り，岩盤崩落を防止す るため

の 対策 の 進め方や交通の 維持，ル
ー

トの 変 更 も含め た 復

旧の あり方は今後の 重要 な 検討課題 で あ る。こ れ ら につ

い て は
一

般国道229 号第2 白糸 トン ネ ル 岩盤崩落事故調

査委員会 （委員長 ， 北海道大学佐藤寿
一

教授）が 中心 と

な っ て 検討 され る こ とにな っ て い る。こ の地 域 の 住民に

とっ て は海岸線に お け る こ の 道路 は 生活の 動脈 で あ り，

道路の 開通 は 住民 の 悲願 で あ り，こ の 道路 が地域 の 発展

に 果た して きた 役割 は 大きい はずで あ る。こ の様な 災害

の 予知
・
予測，危険度 の評価， 防止 対策の 実施 に 際 して

は，地域 の 住民 の 積極的 な 参加 と理解が必 要で あ る と強

く感 じる 。
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訂 正

己昔聞

■ 平成 9年 9 月 号 （Vol．45，No ．9） 38ペ ー
ジ の

“
ニ ュ

ース

　山 本 哲 朗 ： 1997年 山 口 県北 部地 震 とそ の 被害
”

で誤 りがあ

　りま した。お わ び 申 し上 げ ま す と と もに ，右 記の ように訂正

　 い た しま す。
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