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はじめに

　理 学的な 分 野 で 付 加 体 の 研 究が は じ ま っ て か ら遅れ る

こ と 30 年 に して ，応用地質学の 分野 あ る い は 施工 現 場 で

もよ うや く付加 体の 議論 が され は じめ る よ うに な っ て き

た 1）
一’
6）．応用地質学は 本来保 守的 な性格 を もっ て お り，最

新 の 学説だか ら とい っ て そ れ が 直 ち に 受 け入 れ られ る わ

け で は ない ．とは い え，ほ ぼ確 立 され た 概念 に つ い て ，そ

の 応 用 分野で の 対応を検討す る こ とは ，わ れ わ れ に 与 え ら

れ た 課題 の 一
っ で あ る．「中古生層地 rlu を 「付 加体 地 山」

と言い 換 え た と こ ろ で 何 ら問題 が 解 決 す る わ け で は な い 、

　本論で は，付加体 に つ い て の 応用 地 質学的ア プ ロ
ーチ の

現状 と問題点を整 理 し，今後 の 研 究の 方 向性 に つ い て 考察

す る，

付加 体 に 対する応用 地質学的 ア プロ
ー

チ の 現 状 と問題点

　現況 で 行われ て い る付 加体 に対す る応用地質学的なア

プ ロ
ー

チ に つ い て は，以 下 に 示 す よ うな 疑問が あ る．

　　1． 石 炭 紀 か ら現 世 ま で ，変成暑 か ら非固結 ま で の 日

　　　　本 列 島近辺 の 付加 体を
一

括 し て 議論 で き る の だ

　 　 　 　 ろ うか ？

　　2． 付 加 体 と非付加 体 を 比 較 し て 議 論 して い る だ ろ

　 　 　 　 うか ？

　　3． 付加 体を整然相も非整然相 も区 別 せ ず に 扱 っ て

　　　　い ない だ ろ うか ？

　　4． 岩右 や 岩盤 の 物性 は 形成史 に 沿 っ て 理 解 され て

　　　　い る だろ うか ？

　　5． 構 造 物 ・
対象が 違 え ば岩盤 の 挙動や 評価 も異な る

　　　　と い う点 に つ い て の 考察 が さ れ て い る だ ろ う

　 　 　 　 か ？

　 こ の うち 1，2，3 は 付 加 体自体 の 認識 に か か わ る 問題 で あ

り，ま た 4，5 は 付 加 体 の 工 学的性 状 に 関わ る 問題で あ る．

　　　　 ＜ 付加 体自体 の 認識 に か か わる 問題 ＞

1　 付 加 体 は一
括 して 議論で きるか

　　現在の 日本列島周 辺 で は，遅 く と も前 期 石 炭紀 に 付

　加 体 の 形成が は じ まっ て い た 7＞．ジ ュ ラ紀 ・白亜 紀 ・古

　第 三 紀の 付加 体が 最も広 く分布 し て い る が，ペ ル ム 紀付

加 体 もあ り，ま た 新第三 紀か ら 現 世の 付加体 もあ る 8）．

広 域変成帯もほ とん どが付加体 を起源 と してお り，た と

　え ば領家帯は ジ ュ ラ紀の ，三 波川 帯 は ジ ュ ラ紀 か ら 白亜

　紀 ・古第三 紀の 付加体 を原 岩 とす る こ と示 され つ つ あ る．

　　しか し現 況 で は ， 最 も広 く分 布 す る ジュ ラ紀
〜

古第

三 紀 の 非変成付加体に 議論 が ほ とん ど集中 し て お り，全

　体 を扱っ て い る わ けで は ない ．こ れ らを付 加 体一般 の 応

　用地質学的な性質とい うな ら ばそ れ は 明白な誤 りで あ

　る，

2　 付加体 と非 付加 体 は 区 別 され，比 較 され て い る か

　　 「付加体の 性 質 」 を 述べ るた め には，非付加体 との

　比 較 を行 う必 要 が あ る は ずだ が ，必 ず し もそ の よ うな議

　論 が な され て い る とは 限 らない ．た とえ ば 白亜 紀 の 付加

　体 の 応用地質学的な性質は、少 な く とも同 じ 白亜 紀 の 非

　付加体 の それ と比 較 され る べ きだ ろ う．ま た，付加 体 と

　され る地質帯の なか に そ うで は な い 地質体 が含まれ て

　い る こ と（た とえ ば四 国秩父 帯北帯の 物部川層群など），

　あ る い は 同 じ地層 が，場 所に よ っ て 付加体 で あ っ た り，

　前弧 海 盆 堆積物 で あ っ た りす る例も知 られ る よ うに な

　っ た 9〕，応 用地質学に お い て もこ の ような認 識 に十 分注

　意を払わ ない と，一般的な論議は 成立 しな い ．帯は 体 で

　は ない．

3 ．付加体 の 内部構 造

　　 同 じ付 加 体 とい っ て も，その 構成や 内部構造 は 変化

　に 富む．地 層 の 連続性 とい うこ とだ けに 絞 っ て も，整然

　相 と非整 然 相で は ま っ た く異なる．筆者 10〕 は メ ラ ン ジ

　ュ（「混在相」）に つ い て 地層 の 連続性 が 悪 く予 測性 が 小

　 さ い こ と を指摘 し た が，こ れ が 整然相に もあ て は ま る わ

　け で は ない ，また 混在層 とされ た もの と 「破断 互 層 」を

　区別す る （さらに 「分断互 層 」 を 区別 す る場 合もあ る）

　必要もある．

＜ 付加体の 工 学的性 状 に関 わ る問 題 ＞

4 ．物性

　　付加体 は 巨 大な 脱 水 地 質 体 で あ る．と く に 砂 岩 の よ

　 うな粗粒堆 積物 は急速な堆 積 と岩 石 化を 受け て い る．こ

　の よ うな特徴 は岩 石 の 物性 に 影 響 を 与 え て い る は ずで ，

　岩 石 ・堆 積 物 そ の もの ，あ る い は脈 の 鉱 物 ・包有物な ど

　か ら，そ の 熱温 度履歴 や 物性 が 明 ら か に され つ つ ある

　 n ソ姥 ．一
方，応 用 地質学 の 側か ら，付加 体 の 特徴 と物

　性 と を関 連 づ けた よ うな報告 は 十分 とは い えな い ．付加

　 体 を構 成す る岩石 は，同 じ時代 に 形成された 近傍の 非付

　加体 （前弧 海 盆 堆 積物 な ど）の 岩 石 と比 べ て 強度が 大 き

　 い の で は な い だ ろ うか ．

5 ． ス ケー
ル

・
構造物特性 と岩盤評価

　　破断相 に し ろ 混在相 に し ろ，そ れ らは 破壊 の 結 果 で

　 あ る．また 経験的 に ，あ る 程度 の 広 さの 露 頭 や ま と ま っ

　た ボー
リン グ コ ア の 観察か らその サ イ トの 地層 の 連続

　性 を推定で きる．こ れ らは，地 質体の 分 布 が フ ラ ク タル
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（ス ケール フ リー）なもの で ある こ とを十分予想 させ る．

こ れ に対 して 構造物に は ス ケ
ー

ル があるた め，こ れ らの

関係 が 問題 とな る．例 えば大 きな メ ラ ン ジ ュ ブ ロ ッ ク に

対 して 相対的に 小 さな構造物 の 場合は 均質な岩盤 と し

て 扱 え る が，そ の 逆の 場合は 不均質な岩盤 とみなされ る

こ とに な る 10）．

　 「付加体地山］ が 工 学的に 問題 となるの は，予測性

の 小 ささと と もに，物性の 異なる多様な地質体の 出現 に

よ る と こ ろ が 大 きい ．混 在相 で 典型 的な よ うに 12｝，強

度 の 大 き な砂 岩 や チ ャ
ートな どが あ る

一
方，脆弱 な破砕

帯を し ば し ば含 む 泥 岩や 玄 武 岩 に 遭 遇 す る．応 力 を減 少

させ る施 工 （トン ネル や切土）で は特 に こ の 脆弱部 が 問

題 となる，重力ダム などで 岩盤に剪断強度が 要求 され る

場合 に も， 脆弱部は 方向性を含め て 問題 と なる こ とが あ

る．これ に対 して ， 支持力を必 要とす る構造物で は 問題

が生 じない 場合 が 多い ．

「付加体 の 応用地質学j 成立 に 向けて

　 以 上 述べ て きた よ うに ，付加 体に つ い て の 応用地質学が

確 立 する ため に は，多くの 課題が残されて い る．こ こ で は

次の 2 点を指摘 して お きたい ．

　 第 1 に，相 手 となる 付加体 に っ い て 正 し い 認識 を 得 る こ

とが 重要 で あ る．付加体＝メ ラ ン ジ ュ とい うよ うな誤 っ た

認 識 の 返 上，正 常堆積物 で しか 描け ない よ うな層厚
一

定の

地 質 図 の 見 直 し な どは 直 ち に 実 行 で き るだ ろ う．用 語 の 問

題 は応用 地質学の 側 だ け に責任 が あ るわ け で は な い が，緑

色岩 ・塩基性岩 ・玄武 岩な どが 定義な しに使われ て い るの

は あ らた め る必 要 が あ る．輝 緑凝灰岩 は 死 語で あ る．明 ら

か に 「オ リス トス トロ
ーム」 で あ る 地質体は ほ とん ど報告

され て い な い に も か か わ らず，用 語 自体は 未 だ に 報告書に

多 数 登 場 す る．

　 第 2 に，付加 体 の み の 応 用地 質学 が成 立す る こ とは ない

とい う点 で あ る．付加 体 と非付 加 体 との 比較 で 初 め て 論 じ

られ る応 用 地 質学的 な特性 も あ る だ ろ う．ま た，具体的に

それぞれの サイ トの 特徴づ けをお こ な うために は，付加体

とい う 「生 まれ」 の み ならずそ の 後現在 に 至 る発達史，つ

ま り 「育 ち」 も重要で あ る．付加体 の 特徴を利用 し つ つ ，

より新規の 劣化帯が 生 じて い る例 13）も少なくない ．

　応用地質学 は 「説 明 地質学」 で は なく 「予 測地 質学 」 で

なければ な らない ．予 測の 困難 な付加体 で の 応用地質学に

は 多難な前途が 待ちか まえて い るが ，もはや後戻 りは で き

ない ．
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