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L は じ め に

．2004年 の 新 潟 県 中越 地 震 で は，堆 積 岩 地域 に 多数 の 地

す べ り ・崩壊 が 発 生 した．こ れ らの 斜 面 災 害 で は ，堆積

岩 中の 層理 面 に 平 行 なす べ り面 や 薄 い 挟 み 層な どの 弱

面 をす べ り面 と し た 地す べ り （ま た は崩壊 ）が特徴的な

タイ プ となっ て い る
1
  筆者 らは こ れ らの よ うな堆積構

造に 起因す る よ うな 崩壊 を研 究 対 象 と して ，す べ り面

（正 確 に は 崩 壊斜 面 近傍 で未 崩壊 箇所 に相 当す る 面）を

対 象に した 不攪 乱試 料採 取 を行 い ，室 内試 験 に よ り詳細

な 物性 評 価 を行 う こ とに よ り 崩壊 発 生 原 因 の 解 明 を 試

み て い る。前 報 で は 小千 谷 市横 渡 地 区 で 生 じ た砂 の 弱 層

を すべ り面 と す る岩 盤 崩 壊 を 対象 に現地調査 と試料採

取 を実施 し た
2）

。 本 報 で は 翌 年東竹沢地 区で 実施 し た 調

査結果 につ い て 報 告す る。

2．調 査地 点 とサ ン プ リン グの 概要

中越地 震時 に東 竹沢 地 区 の 芋 川 で 発 生 し た 地 す べ りは

も と も と地 す べ り地形 を呈 して い た こ と か ら，再 活 勤型

の 地 す べ りで あ る こ とが 述べ られ て い る
Ll

。対 象地 付 近

は 芋 川左 岸 に 位 置 す る傾 斜 20c 〜3G
”

の 緩斜 面 で あ り，
斜 面 勾 配 と ほ ぼ 同 じ 17〜22

°
の 流れ 盤傾 斜 を有す る地

層が 分布 して い る。地 質 と して は 白岩 層 とそ の 上 位の 和

南津層 の 砂 岩〜
シル ト岩 が分布 し て い る。同地区 で は，

地 震時に幅 約 300m長 さ 400皿 の 地 す べ りが発生 し，地す

べ り土 塊は 芋川 の 対 岸 に乗 り上 げて 停 止 して い る。図一1
の 上 段 は 地 震 の 翌 年 に撮影 し た調 査地 の 全 景 で あ り，
元 々 存 在 し た 旧 期地 すべ りの 土 塊が 斜面 途中 に残 存 し

て 副 次的 な 滑 落崖 を 形 成 して い る様 子 が 明 瞭 で あ る。本

研 究 の 目 的 か らす る と こ の 残 存 し た 旧 期 地 す べ り の 滑

落 崖 の 根 元 よ りす べ り面 の 試 料を 採取 す る こ と が 望 ま

しか っ たが 安全 面 か ら不 可 能 で あ っ た た め ，対 策工 の 進

捗 を待 っ こ とと し，さ らに そ の 翌年，旧期地す べ り士塊

の 大 半 が撤 去 され た時 点 （図
一1 下段）に お い て，まず

航空 写真判 読や 現 地 踏 査 を行 っ て 残 存す る 旧 期地すべ

り土 塊の 位 置 を調 査 した。そ の 結 果 ， 南 方側壁 崖 の 近 傍

に 旧期地 す べ り土塊が 薄 く残存 す る こ とを確認 し，これ

を対象に トレ ン チ 掘削に よ るす べ り面 調 査 とブ ロ ッ ク

サ ン プ リン グ に よ る試料 採 取 を行 っ た （図
一2 参 照）。

ブ ロ ッ ク サ ン プ リ ン グ は サ ン プ リン グ箇 所周 辺 を 削岩

機 に よ り幅 2，5m，高 さ 1．2m，奥行 1．5m 程 度 掘 削 し，チ

ェ ン ソ
ーを用 い て 対 象層 を含 む 部 分 を テ

ー
ブ ル 状 に 整

形 した うえ で 三軸 試 験用 に は 6ぴ 方 向 に，．・
面せ ん 断

試験用 と し て goc 方向に 対象層 を含む試 料を切 り出 し

た
。

こ れ らの 手順は 前報
21
と基本的 に 同

一
で あ る。

図
一3 に ブ コ ソ クサ ン プ リン グ箇所 の 壁 面 の 状 況 とす

べ り面 付 近 の ス ケ ッ チ を示 す。す べ り面 な らび に す べ り

土塊の 特 徴 は以 下 の 通 りで あ る。

  ，す べ り面 を境 界 と して ，上位 に は 強風化 し亀裂沿 い

　に
一

部礫 混 り粘 土状 を呈 す る 軟質な シル ト岩が 分 布

　 す る。下位 に は 硬 く割 れ 目 の 少 ない 弱 風 化 シ ル ト岩

　 が 分布 す る，

  ．す べ り面 は 平滑 で 連続性 は 良 い 。

  す べ り面 は 層厚 数   の 含水 に 富 ん だ シ ル トよ り形

　成 され て い る。シ ル ト中か ら湧 水を伴 う場 合 が あ り，

　 水 み ち に は 空 隙 が形 成 され て い る。湧 水 箇所 の シ ル

　 ト下 面 には褐 色 の 酸 化ri　fi鉄が層状 に 形成 され て い

　る場合 が あ る。こ れ は ，地震直後 に す べ り面上 で 観

　察 され た もの と同 じ と思 われ る。なお，調 査 時 の 湧

　水 量は 最 大 で 毎 分 100〜200cc程 度 で あ っ た。

  ，す べ り面 直 下 に は 厚 さ数 cm の 軟質 な細粒 砂岩 層 が

　 ン ン ズ 状 に 分布 す る場 合 が あ る。

  ．す べ り面 の 上面 （旧 期 地 す べ りの す べ り面 ） は，軟

　質な シ ル トや 極細粒砂 が 薄 く覆 っ て お り，条 線 や鏡

　肌 な どせ ん 断構 造を示 すもの は 存在 し なか っ た。

4．お わ りに

今 後 は 当該 地 点の 室 内試 験 を進 め る とと もに ，既 存の

調 査地 点の 検 討 結果 も踏 ま えて 斜 面 崩壊 の 要 因 に つ い

て 詳 細な検討 を行 うこ とを予 定 し て い る。

本 研 究 は、文 部 科学 省 科学技 術 振 興調整 費 に よ る委託

を受 け て 行 う研 究開発 （活褶 曲地 帯 に お け る地震 被害デ

ー
タ ア

ー
カ イ ブ ス の 構 築 と社会基盤 施 設 の 防 災 対 策へ

の 活 用 法の 提 案、研究代表者 ：小 長井
一・

男 ）の
一

環 と し

て 実 施 したt／また本 文 中の 図表は 研 究成果 報告書
：冫
よ り

引用，あ るい は 加筆 ・修正 し て 使 用 し 起，
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図 1 調査箇所 の 全景
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図 2 サ ン プ リン ク箇所 と掘削方法
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図 3　 フ ロ ノ クサ ン プ リン ク箇所壁 面 の 状 況 とす へ り 面付近 の ス ケ ノ チ
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