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特 殊 土

Special　Soils

柳 澤 栄 司 （や なぎ さわ え い じ）

　 　 　 　八 戸⊥ 業高等専門学校校 艮

　地 ngT．学会の 「±質工 学 用 語辞典」
1｝で は，特殊 土 と

は r在来 の 土 質工 学 の 手法 だ け で は，設計施⊥ が で き な

い よ うな土 を い い ，外 国 で い う 普 通 で な い 土，あ るい は

問題土 の こ とで ある 」 と定義 して い る。粘土や砂 に 代表

さ れ る通常の 土 の特性 に 比 べ て特異 な 性 質を持つ 土，つ

ま り基準化 され た試験方法や 常識的な 地盤 工 学的手法 が

適 用 で きな い よ うな．Lを 総 称 す る 術 語 で あ り，特定 の 土

を 指す 分類 上 の 名称 で は な い。特殊 とい う用語の 語感 の

た め もあ っ て，一
般的で な い 土 ，非常 に変 わ っ た 挙動を

す る土 ， 珍 し い 土 だ け を 指す よ うに 思 わ れ が ち で あ る が ，

火山 灰 質粘性土 の よ うに 日本全 国 に 広 く分布 し，か つ ，

地 盤 技術 者 が し ば しば 遭遇 す る土 で あ っ て も特殊土 と呼

ばれ る て い る。普通 で な い 土 とい う定義 は 意味が 茫漠 と

して い て 不 明確 で あ り，む し ろ設 計
・施 工 に際して 問題

とな る土 とい う定義 の 方が概念 として 判 りやすい 。元来，

土 は，そ の 産す る場 所 や 堆積環境に よ っ て 組 成 や 性質が

異な り，地盤工 学的な特性 は千変 万 化 で あ っ て ，特殊 な

土 とい う表現は 必 ず し も妥当な表 現 で は な い
。 特殊土 の

英訳 は special 　soil か unusual 　soil で あ る が ，上 記 の よ

うな 理 由 も あ っ て，1998年 に 仙台 で 開催 さ れ た 特殊土

に 関 す る 国 際会議
2〕の 名称 の 選定 に あた っ て は proble−

matic 　soil や local　soil の 方が 妥当で あ る との 意見 が 多か

っ た。仮 に 分類名 が 同じで あ っ て も土 に は 地域性 が あ り，

例 え ば 同 じ 火 山灰 質粘性 圭 で あ っ て も関東 ロ
ー

ム や 八 戸

ロ ー
ム の よ うに 特性 の 異な る 土 が 存在 す るの で，ロ ーカ

ル な 土 local　soil とす る の が 妥当で は な い か 考え て い る。

　 土 質 工 学用語集 に は ， 特殊 土 と い う名称 は 「昭和 27

年公布の 「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 」

に 始ま っ て い る が，こ の 法律 の 対象 は，し らす，ぼ ら，

こ ら，赤 ほ や な ど，特殊な 火 山 噴出物 お よ び 花崗岩風化

土 ，そ の 他 ，侵 食 を 受 け や す い 性 質 の 土 を 指 す と して い

る 」 と記 さ れて い る。地 盤材料 の 工 学的分類
3）の 解説 で

は，特殊 土 の 例 と して，高有機質土 ，火 山 灰質粘性 土 ，

まさ L，しらす，温泉余土，さん ご砂利，ぼ ら，黒 ぼ く

な どを 挙 げ，ま た，こ の ほ か に 分 類上 注 意 を要 す る土 と

して ，珪 藻 土 ，くさ り礫 な どを 挙 げ て い る。国外 で は，

ラ テ ラ イ ト，テ ラ ・ロ
ッ サ ，レ ス ，ア ドベ ，モ レ

ー
ン，

エ ス カ ー
， ブ ラ ッ ク コ ッ トン 土 ， ピート， ク イ ッ ク ク レ

イなどが，特殊土 の 例 として よく引用 され て い る
4）。

　 こ こ で は ，日 本 の 代 表的 な 特 殊 ⊥ と して ，泥炭，火 山

灰質粘性土 ，ま さ土 ，し ら す の 4 種 の 土 の 特性 に つ い

て概略 を述 べ る 。

　 D　泥炭

December ，2002

写 真
一 1　 北海 道美 唄市 の 低湿地 か ら素掘 りで 採 取 した ヨ

　 　 　 　 シ 泥炭 （十質試験の 方法 と解説〜：1
に よる）

　地盤材料 の 工 学的分類 で は ， 高有機質土 に分類 さ れ る

植物起源の 土 で あ る。ミズゴ ケ ，ヨ シ，ス ゲ ，ガマ な ど

の 植物 の 遺体や そ の 分解物 か らな る 圭 で ，植物 の 分解度

に よ っ て，繊維質が 残存 して い る泥炭 と，分解 の進 ん だ

黒泥 とに 分類 さ れ る 。 日 本全国 に広 く分布す る が，北海

道 ・東北 の 泥炭が有名で あ る （写 真
一 1参照）。一

般 に

土 粒子 の 密度 も単位堆積重 量 も小 さ く，自然含水 比 が高

く，1000 ％ を越 え る こ と もあ る。間隙比 が 高い の で 圧

縮性 が非常 に高 く， 強度 も小 さ い た め ， 盛 土 に 際 して は

沈下やすべ りに 対 し て 細 心 の 注意 が 必要 で ある。圧密試

験で は，載荷直後に生 じ る初期圧縮 が か な り大 き く，粘

土 の圧縮 曲線 で
一

般的 に 見 ら れ る 正 規圧密 の 直線部分が

少 な い た め ，圧 密降伏応 力 や 圧 縮指数 を求 め る の が 困 難

で あ り，盛土 の 圧密沈 ド予測 が難 しい。未分解 の 繊維の

多 い 泥炭は，乾燥 し て燃料 と して 使用 す る こ とも，か つ

て は あ っ た。

　2）　 火 山灰 質粘性土

　火山灰質粘性土 は ， 地表面近 くに 堆積 して い る火山灰

や 火 山礫 な どの 火山噴出物が
一

部風化 して粘土化 したも

の を い う。俗に 赤土 とい わ れ る 関東 ロ ーム の よ うに 地 域

名を冠 し て ロ
ー

ム と 呼ぶ こ と が 多い 。多孔質の 粒子 を含

む こ とが 多 く，比 重 の 測 定 に際 して 脱 気 に 時 間 が か か る

こ と，粒度試験 に際 して 分散 が 難 しい こ と，液性限界や

塑 性 限 界 が 乾燥状態 （初期含水 比 ） や練返 しの 程 度 に よ

っ て 異なるこ とな ど，試験 が 難 しい 土 で ある。特 に 締固

め 試 験 に 際 して は，粒子 破 砕 が 起 こ りや す い の で，試料

の 繰返 し使用が で きな い こ と，また ，締 固 め 特性 が 初 期

含水 比 に よ っ て 変化す る こ とな ど，取扱 い の 難 し い 土で

あ る 。 特 に ， 高含 水 比 の 場合 には ，こね 返 し に よ る強度
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表
一 1　 地 盤工 学的性 質を評価 する 際 に特 に 留 意す べ き試

　 　 　 験 （土質試験 の 方法 と解説 5：1
に よる）

特殊 上

の 名称

高 有機
質　 ⊥

関　 東
ロ
ー・

ム

起 源
・
成囚

地 盤 L学 的 性 質を

支配す る主 な要 因

．
　 特 に 留意 すべ き試験

植物性 有機物
・
試料の 乱れ

・
試料 の 調製法

を主 体 と した

泥炭 と黒 泥
・有機物 含有量 ・強 熱減量 試験

・有機物 の 分解度 。有 機炭素 含有 量試験

・分解度試験．一一一
火山灰性 噴出 。アロ フ ェノ 粘土鉱 ・試料 調製法
物か ら成 る火
山灰質粘性⊥

物 含有量

。 試料 の 練返 し効果

・ア ロ フ ェソ 定 量試験

旨
・試料 の 乾燥 ・水浸
効果

oo
　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　　　　δo　　　　lσO　　　　l20

　 　 　 層当た ワ突固め固数 （3層）Nli

2 さ十

花 崗岩質岩 石 　・試 料 の 乱 れ

．縫鞠縫 ・風化度

　 　 　 　 　 　・粒 ∫の 破砕 性

　 　 　 　 　 　。浸水 効 果

図 一1 こ ね返 し （突 固 め 回 数 の 増加 〕 に よ る コ
ー

ソ 指数

　　　 q。 の 変化 （土 質工 学 ハ ン ドブ ッ ク
6）に よ る ）

物
分
砂

債
部
白

椎
結
る

流
溶
な

砕
非
ら

火

の

か
すらし

。
試料 の 乱れ

・風 化 度

・粒子 の 破砕 樽

，試 才斗び）採 取 と調製法

・風化 度の 評価試験
（比 表面 積 の 測 定 な ど ）

・浸水 せん断試験

・試料 の 調製法

・粒 ゴ破砕 試験

低下 が起 こ り，重機類 の 走行 に 際 して わ だ ち 掘 れ が 出来

て ト ラ フ ィ カ ビ リ テ ィ
ー

を 保 つ の が 困 難 に な っ た り，土

工 に際して 泥濘化 す る こ と に よ り掘削
・
積込み ・

運搬
・

締固め な どの 工 事 に支障を来す こ とがあ る （図
一 1参照 ）。

　 3） まさ土

　 ま さ土 は，花崗岩質 の 岩石が 風化 して 土 砂 化 した残 積

土 で あ る。中 国 地 方 に 多 く分 布 す る が，一般 に 花崗岩 地

帯 で あれ ば 多か れ 少な か れまさ化した土砂は存在す る。

まさ土は，締固め に よ り良 く締固 ま る特性 を有す る が ，

粒子破 砕 を起 こ しや す く，吸 水 した 場合の 強度低下 が 著

しい 。また ，風 化 の 度合 い に よ っ て 粒度 や組 成 が 異 な る

た め ，地 山 で も盛 土 で も不 均質な 場合 が あ り，不 同沈下

を起 こ す可 能性 もあ る。ま さ 土 は 水 に弱 い とい わ れ て お

り，特に集中豪雨 な ど に際 して，斜面崩壊や L石流など

の 自然災害が 発生 しや す い の で 注意が 必 要 な 土 で あ る 。

　 4）　 し らす

　 し らす は，溶結 して い な い 軽石質の 火砕流堆積物で，

南九 州に広 く分布して い る の で 有名で あ る が ， 他の 地域，

例 え ば北海道洞爺カル デ ラや青森県十和 田 カ ル デ ラ の 周

辺 に も存在 す る灰 白色の 砂質土 で あ る 。 火砕流が 自然 に

堆積物状態 の ま ま で 存在す る 場合を一
次 し らす と呼び ，

一
次 し らす が 侵食を受 け て 流下 し堆積 した もの を 二 次 し

らす と呼 ぶ こ と も ある。し らすは ガ ラ ス 片状 の 粒子 と軽

石 か らなる が，地山の乱 され な い 状態で は粒子 が 弱 く結

合 され て い る こ と と粒子同士 の イ ン タ
ーロ ッ キ ン グ 効果

の た め，砂質 土 で あ りな が ら比較的大 きな 見 か け の 粘着

力 を有して い るの で ， 地 山斜面 を 急角度 に 切 っ て も安定

して い る。しか し，風化 の 進 ん だ表 面 付近 は斜面 崩壊を

起 こ しや す く，特 に大 地 震時 に 山腹崩壊や 表層 の 滑落 な

どが 発生 し て い る。流水 に 弱 く侵食 さ れ や す い た め，集

中豪 雨 の 際 に は 斜 面崩 壊 な どの 危険性 が あ る 。

特殊土 に対 して，基準 に あ る試験方法を そ の ま ま 適用

し よ うとす る と，良 好 な結果が 得 られ か っ た り，試験 そ

の も の が で き な い 場合が あ る こ とは 既 に 述 べ た とお りで

あ る。ま た ，通 常 の 土 質試験の ほ か に，そ の ヒの 特 性 に

応 じ て 付 加 的 に 行 うべ き試 験 が あ る 。 例 え ば ，高有機質

土の 場合に は分類をす るため に分解度試験 や 有機炭素含

有量 試験 が 必 要 で あ る し，ま さ土 や し らす で は 工 学的性

質 を調 べ るた め に 粒子破砕試験 が必 要 に な っ て くる。表

一 1は，特 殊 土 の 試 験 5〕に掲 載 さ れ て い る，適 用 に 注意

が 必 要 な 試験 と，基準外で あ る が よ く利用 さ れ る試験 を

ま とめ た もの で あ る 。 特 殊 ⊥ が 問 題 で あ るの は ， 基 準化

され た 通常 の 試験 で は，その 挙動 を十分 に 把握 で きな い

こ とに ある。施工 の 状況や 現地 で の 状 況 に あ っ た 試験方

法 で 試 験 を しな い と，正 確な 挙動 の 予測 が で きず，工 事

が 順 調 に進 め ら れ な くな る可能性 が あ る 。

　 地 盤 材料 の 工 学的分類 に は 特殊土 とい う分類名はな い

の で，基準 に 則 っ た方法で 分類 し た ± の 分類名 を 用 い る

の が 原則 で あ る。しか し，慣用的 に 用 い られ る 俗称 を 分

類名 と し て 用い た 方 が，そ の 特徴や 工 学的性 質を把握 し

や す い 場合に は ， そ の 俗称 を 当て て よい こ と に な っ て い

る。例 え ば，し らす （SV），まさ土 （SM ），関東 ロ
ー

ム

（VH1 ），関東 ロ ー
ム （VH2）の よ う に 表記 で き る の で ，

報文の 中で 少な く と も
一

度は ，単 に 名称だ け で は な く分

類記号 を付け て 記 載 す る と よい
。 関東 ロ ー

ム と記 した だ

け で は 不明確 で あ っ た工 学的性質 が，分類記号をつ け る

こ と に よ り概略推察さ れ て 認 識で き る か らで あ る。
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