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1，は じめ に

　法 面 掘削 の 際 に 変 状 が 生 じ た 事 例 は 、過 去 い く つ も

あ る （本論 で は 、変状 と は 「掘削法面 に お い て 有害 な変

形 が 生 じ 、そ の 安 定 を 確 保 す る た め に 当 初 計 画 し て い

な か っ た 何 らか の 対 策 が 必 要 と な っ た 法 面 の 変 形 現 象

の こ と」 を い う）。こ れ ら変状 の 経緯 や 挙動実態 を 「初

生 地 す べ り」 の 視点 で 改 め て 見直 し て み る と、初 生 地

す べ りに っ い て 何 ら か の 示 唆 が 得 られ る と考 え られ る 。

本 論 で は 、特 に 法 面 規 模 が 大 き く、変 状 発 生 前 か ら以

降 の 経過や挙動観測結果 が よ く把握 され て い る ダ ム 建

設 時 に お け る 長 大 法 面 掘 削 の 際 の 変状事例 を 紹介す る

と と も に、初 生 地 す べ り に 関 し て 今 後 取 り組 む べ き課

題 に つ い て 述 べ る も の で あ る。本 論 が本 シ ン ポ ジ ウム

に お け る
一

つ の 議論 の 材料 と な れ ば 幸 い で あ る。

　 な お 、掘 削 法 面 に お い て は 、一
般 に 上 載荷重 の 除 荷

に よ っ て 必 ず 「応 力 解 放 に よ る 変 形 」が 生 じ る （こ の 「変

形 」 と は 、本論 で い う 「変状 」 で は な く、法 面 安定上

問題 と な らな い 、い わ ゆる 単純な リバ ウン ドに よ る 動

き の こ と）r．こ の 「応 力 解 放 に よ る 変 形 」 の 大 小 は、除

荷量 に左 右 され る た め、法 面 が 長 大 で あ る ほ ど 「応 力

解放 に よ る 変形 」 は
一

般 に 大き い 。従 っ て 、こ の 変形

の 量 が あ る 限 界 レ ベ ル を 超 え た り 、単純 な リ バ ウ ン ド

の 方 向 と異 な る 有 害 な 方 向 に 生 じ る こ と に よ る 変 状 は 、

崩 壊 な ど の 極端な 土 塊 の 移 動 を 伴 う変 状 を 除 い て 法 面

が 長大 で あ る ほ ど顕著 で あ る。ゆ え に 、長 大 法面掘削

の 際 の 変 状 は、生 じ うる 現 象 や 挙 動 が 顕 著 で 捉 え や す

い とい う利 点 が あ る た め、本 論 で 紹 介す る も の で あ る。

2．A 法 面

　 2．1．1 法 面 の 概 要

　A 法 面 は ダム 堤体材料採取 に よ り生 じ た 残壁 法 面 で

あ る。掘 削 深 さ は 最 深 部 で 約 130m 、最終 的 な 法 面 は 、

北 山 と 南山の 大 き く 2 つ か らな り、法 高 約 300 皿 、法

長 400m 以 上、平 均勾配 38°

で あ る。

　 地 質 は 中生 代 白亜 紀 の 花崗岩 に 新 生 代 第 三 紀 の 流

紋 岩 が 貫 入 し 、み か け 流 紋 岩 中 に 花 崗岩 が 板状 に 挟 ま

れ る 構 造 を な し て い る 。 両 者 の 地 質境 界 の 走 向 は 法 面

と 鋭角 で 斜交 し、傾 斜 は 鉛直な い し 貯水池側 （斜 面 下 方

向）への 高角度 で あ る （傾斜 は 法 面 勾 配 よ り も急角度）。

A 法 面 の 地 質 断 面 図 を 図 一1 に 示 す。

　 2．1．2 変状 の 経過 と 機構

　 掘肖1」開始後、法高約 100m が 掘削 され （掘削深 さ約

60m ）越 冬 し た 後 、図
一2 に 示 す 法 面 表 面 で の 変状 が 生

じ た 。変 状 は 、法 面 に 地 層 と 同 方 向 の 亀 裂 と段 差 （最 大

約 80cm ）が 出 現 し、そ の 段 差 に は 山 側 が 高い も の と谷

側 が 高 い もの と の 2 っ が あ っ た。ま た 、南 山法面 （図

一2 の 右 側 の 法 面 ）に は 、法 面 上 方 に 滑 落 崖 状 の 段 差 が

現 れ た 。

　 こ の 変状 に 対 し、切 り直 し と ロ ッ ク ボ ル トエ に よ る

対策 が 行 わ れ 、掘 削 が 継続 さ れ た 。そ の 後、法高約

250m ま で の 掘 肖11が 終 了 し た 時 点 で 、開 口 亀 裂 や 法 枠

の 圧 縮 ・引 張 破壊 が 生 じた。こ の た め 、ロ ッ ク ボル ト

の 増設 な らび に PC ア ン カー
工 の 施 工 が 行 わ れ た。こ

の よ うな 安定 化 対 策 完 了 後 、法 面 は 安 定 を 保 っ て い る 。

　 こ の よ う な 変 状 を 生 じた 本 法 面 の 変状 機 構 は、以
．
下

の よ うに 考え られ て い る （図
一3）。

図 一1　A 法 面地 質 断 面図
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図 一2 　A 法 面 に 生 じた 変状

　掘削 に 伴 い リバ ウ ン ドが 発 生 し た （図
一3 の 1．）。こ

の リバ ウン ドの 大 き さ は 変形 性 の 異 な る 地 質 ご と に 差

異が あ っ た た め 、地質境 界 や急傾斜潜在 ・顕在節理 等

沿 い の 分離面 が 形成 さ れ た （図
一3 の 2．）。具体的 に は 、

花 崗岩 の 変 形 係 数 が 流 紋 岩 の 変 形 係 数 よ り も小 さ か っ

た こ と か ら、除荷 に よ る リバ ウ ン ド量 が 花 崗岩 の 方 が

大 きか っ た た め に 、地質境界 に 段差 が 生 じ る と と も に 、

地 質境界 に ゆ る み が 生 じた 。さ ら に 、重 力 や 自 由 面（法

面 ）の 影 響 に よ り ト ソ プ リン グ が 発 生 し た （図 一3 の 3 ．）。

ま た 、そ れ に 伴 い 斜 面 上部 で は オ
ープ ン ク ラ ッ ク等 が

形 成 され な が ら、す べ り破壊へと 転化 し た。ま た 、法

面 の 変 状 が 越 冬 後 に 発 見 され た こ と か ら、お そ ら く融

雪 に よ る 法 面 へ の 水供 給 も法 面 変 状 へ の 影 響 が 大 き い

と考 え られ る。す な わ ち、亀裂等へ浸透 し た 地 下 水 に

よ る 間隙水 圧 の 作 用 に よ り岩 盤 強 度 が 低 下 し た こ と も

法 面 変 状 の
一

因 と想 定 さ れ る。

2．2B 法面

　 2．2．1 法 面 の 概 要

　 B 法 面 は ダ ム 堤体材料採取 に よ っ て 生 じ た 残 壁 法 面

で あ る。掘 削 深 さ は 最 深 部 で 約 130m 以 上 、最終 的 な

法 面 の 形 状 は 、法 高 約 400m 、法 長 約 550m 、平 均 勾

配 43 °
で あ る。法 面 に 大 き な 変 状 が 生 じ た 際 の 法 高 は

約 250m で あ る。

　 地 質 は 美 濃帯 ジュラ 紀 の 砂 岩 （SS ）と粘 板 岩 （SL ）の 互

層 で あ る （図
一4）。砂 岩 は 岩 片 は 硬 質 で あ る が 、割 れ 日

が 多い 岩盤 で あ り、．一．一方 、粘板岩 は 全 体 的 に 軟質 で 、

い わ ゆ る シ ア
ーゾー

ン を な し て 粘 土化 し て い る も の も

あ る 。地 層 の 走 向 は 概 ね 法 面 方 向 で あ る 。こ れ ら の 地

図
一3　A 法 面 の 変 状 進 行 機構模 式 図

層 は 、元 来、50
° 〜60

°
の 受 け 盤構造 で あ る が 、重力

に よ っ て 変 形 し 、地 表 ほ ど川 側 に 倒 れ 込 む い わ ゆ る ク

リ
ー

プ が 生 じ て い る、（な お 、委 員 会 に お い て 「ク リ
ー

プ 」 と い う用 語 は 適 切 で な い た め 、こ の よ うな 斜 面 変

動 現 象 に 対 し て 使 わない よ うに し よ う と の 意 見 が 多数

出 た が 、こ こ で は 既 往資 料 で の 記 載 の と お り ク リープ

と い う用 語 を 用 い た ）。
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　2．2．2 変状 の 経過 と 機構

　掘 削 開 始 後 、地 表 付 近 の 崖

錐堆積 物 や強風 化岩 盤 を 法 高

約 50m 掘削 し た際 に は 変状

は 生 じ な か っ た。引 き 続 き 掘

削 が 行 わ れ 、法 高 約 250m （掘

削 深 さ 約 120m ）ま で 進 ん だ 時

点 で 、そ の 時点 の 法尻部 に あ

た る 粘 板 岩 部 （図 一5 の SL  

の 部 分 ）に お い て 、法 面 表 面 に

は らみ だ し が 生 じ た。ま た 、

法 面 頂 部 か ら そ の F60m の

範囲 で も 法 面 表 面 に 亀裂 が 発

生 し た。

図
一4　B 法 面 地 質 平 面 図

解

蠧
　 　 地 質凡例 　

一

陛

　 　 　  

図
一5　B 法 面 地 質 断 面 図 （模 式 図 〉と変 状 機 構 模 式 図

　 こ の 変 状 に 対 し て 、法 尻部 に お い て 緊 急 的 な 押 え 盛

土 を行 い 、変状 が 収束 し た 後、PC ア ン カ
ー

を 施 工 し

な が ら の 掘 削 が 行 わ れ 、最終的 に は 河 床 部 か ら の 押 え

盛 土 も 併 用 す る こ と に よ り 安 定 が 確 保 され た。そ の 後 、

こ の 法 面 は 安定 を 保 っ て お り、顕著な変状 は 認 め られ

て い な い 。

　 こ の よ うな 変状 を 生 じ た 本 法 面 の 変 状機構 は 、以 下

の よ う に 考 え られ て い る （図
一5）。

　 斜 面 上 部 の 掘 削 に よ り 当 該 部 分 に リ バ ウ ン ドが 生

じ 、ゆ る み が 進 行 し た。た だ し、こ の ゆ るみ は、そ れ

の み で は 有 害 な も の で は な か っ た。さ ら に 掘 削 が 進 ん

で 斜 面 下 部 の 破砕 され た 粘板岩 が 解放 され 、上 方 か ら

の 荷 重 と相 ま っ て 粘 板 岩 層 が Eか ら押 し 潰 され る よ う

に 変 形 し、法 面 表 面 に は ら み だ し た 。こ れ に よ り 、ゆ

る み の 生 じて い た 上 方 岩 盤 の 下方 へ の 変位 が 促進 され 、

法 面 上 部 で も 亀裂 が 発 生 した 。

　 な お、粘板岩 層は 粘土化 し て い る た め 、相対的 に 透

水 性 が 低 く、そ れ が 山 差 し の 構 造 で あ っ た こ と か ら、

粘板岩層 が 地 下 水 の 受 け盤 と な り、降 雨 時 に 雨 荷 重 と

し て 作 用 し た こ と も 、変 状 の
．一一

因 と想 定 さ れ て い る 。

2．3C 法 面

　2．3．1 法 面 の 概要

　 C 法 面 は ダ ム 堤 体 材料 採 取 に よ っ て 生 じ た 残 壁 法面

で あ る n 掘削深 さ は 最深部 で 約 100m 、最終的 な法 面

形 状 は、法 高 約 60m 、法 長 約 120m 、平 均 勾 配 2se で

あ る。法 面 に 変 状 が 生 じ た 際 の 法 高 は 約 50m で あ る。

　 地 質 は 中 生 代 自 亜 紀 の 花 崗 閃 緑 岩 で あ る。変状発 生
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図
一6　 C 法 面 断 面 図 お よ び 変 動 状 況

瀞落 崖の 凭生

　 　 　 傾動 型変位 か らせ ん断型 変位へ　　　　　徐荷によ る岩盤 内部応力の解放

　　　　　　　図
一7　 C 法面 の 変状機構模式図

後 の 地 質調 査 で 急傾斜流 れ 盤状 の 断層 が 想定 され た 他

に は 規摸 の 大 き な 断層 は 存在 し な い 。地 山全 体 に 地 表

か らの 風 化 が 進 ん で お り、地 表 か ら約 20m ま で は D

級 あ る い は そ れ 以 下 の 岩 盤 、そ の 下 位 5〜10m 程 度 が

CL 級 岩 盤 、そ れ よ り さ ら に 下 位 が CM 級 以 上 の 堅 岩

で あ る。

　 2．3．2 変 状 の 経 過 と 機 構

　 変状 は 法面最下部 CM 級岩盤掘削完了後 に 発 生 し た。

法 面 上 部 の D 級 岩 盤 お よ び CL 級 岩 盤 部 で は 、急 傾 斜

で 川 側 が 下 が る 亀 裂 が 発 生 し、法 面最 上 部 に 形 成 され

た 滑 落崖様 の 亀裂 が 最 も顕著 で 連続性 が あ っ た 。ま た 、

法面下部 の CM 級岩盤 部 で は、急傾斜 で 山側 が 下 が る

亀裂 が 多数 発 生 し た。た だ し、これ ら 亀裂 に 特 に 連続

性 を 有す る もの は な か っ た 。地 山 内 の 動 き に 関 し て は 、

変 状 発 生 後 に 設 置 し た 孔 内 傾 斜 計 観 測 に お い て 、法 面

下 部 で は 明瞭 な せ ん 断 が み られ ず、深度 15m 付
’
近 か ら

全 体 的 に傾 動 す る 変 位 が 観 測 され 、一
方 、法 面 上 部 で

は 深度 7m 付 近 に お い て 明 瞭 な せ ん 断 変位 が 観測 さ れ

た （図
一6）。

　 こ の 変 状 に 対 し て 、切 り 直 し 、ロ ッ ク ボ ル トエ 、法
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図 一8 　D 法 面 地 質 断 面 図 お よび 変 動 状 況

枠 工 、お よ び
一

部 で 透水性 コ ン ク リ
ー ト吹 付 工 な ど の

対策 工 が 実施 さ れ 、安 定 化 が 図 られ て い る。

　 こ の よ うな 変状 を 生 じ た 本法 面 の 変状機 構 は 、以 下

の よ う に 考 え られ て い る （図
一7）。

　 法 面 下 部 の 堅 岩 部 を 掘 削 し た こ と に よ り リ バ ウ ン

ドが 生 じ た 。リバ ウ ン ドに よ り 下 方 の 堅 岩 が 川 側 に 変

位 し た こ とに よっ て 上 部 D 級岩盤お よ び CL 級岩盤 は

下 部 の 支 え を 失 い 、下 方 に 変 形 し た 。こ の 変 形 に よ り

局 所 破 壊 が 進 展 し、下 部 の 堅 岩 の 変形 を 促 す 形 と な り、

最終的 に は D 級岩盤 お よ び CL 級岩盤 の す べ りへと進

展 した。

2．4D 法面

　2．4．1 法 面 の 概 要

　D 法 面 は、ダ ム 基礎掘削 に よ り生 じ た ダム の 天 端 よ

り も 上 位標高 の 残 壁 法 面 で あ る 。掘 削 深 さ は 最 深 部 で

約 40m 、最 終 的 な 法 面 の 形 状 は、法 高 約 80m 、法 長 約

110m 、平均勾配約 52
°

で あ る 。法面 に 変状 が 生 じ た

際 の 法 高 は 約 70m で 、掘 削 が ほ ぼダム 天 端 標 高付 近 に

か か っ た 時 点 で あ る。

　 地 質 は 北部 四 万 十 帯 の 粘 板岩、左 岸、チ ャ
ー

ト、石

灰 岩 、砂 岩 、お よ び そ れ ら の 細 互 層 か ら な る。そ れ ら

地層 の 構造 は 、概 ね 上 下 流方 向 、す なわ ち法 面 方 向 の

走 向 で 、山 側 に緩 傾 斜 して い た。ダ ム 天 端 近 く に 山 側

に 緩傾斜す る FL − 0 断層 が あ り、そ れ を 境 に 上 下で や

や 岩 盤 状 況 が 異 な っ て い た。す な わ ち 、下 位 で ほ とん

ど CM 級 岩 盤 以 L の 堅 硬 な 岩 盤 か ら な っ て い た が 、FL

一
〇 断 層 よ り 上 位 は 下 位 よ り や や 劣 っ て い た 。そ れ で

も 、表 層 よ り 10〜20m 程度 の ゆ る み は あ っ た も の の 、

そ れ よ り深 部 で は CM 級 以 上 の 堅 硬 な岩盤 が 確 認 され

て い た。

　 な お 、こ の 法 面 部 に お い て は 、掘 削 前 ま で に ボ
ー

リ

ン グ 9 孔 （総 延 長 890 皿 ）の 調 査 が 実 施 さ れ て お り、断

層 に つ い て は 、FL − O 断層お よ び 法面奥側（U」側）の 高

角 度 断 層 F − 36 以 外 に 顕 著 な も の は 確 認 され て い な

か っ た。ま た 、法面 の 上 部 に 地 す べ り ブ ロ ッ ク が 想 定

さ れ て い た もの の 、こ の 部分を除 く掘削後 の 法 面 自体

に は 地 す べ り の 存 在 を 示 唆 す る す べ り 面 等 の 地 質状況

は 確 認 され て い な か っ た 。

　 2．4．2 変状 の 経 過 と 機構

　掘削 法 面 上 部 に つ い て は、地 す べ りブ ロ ッ ク の 末 端

に か か っ て い た こ と か ら、こ の 部 分 の 掘削勾配 を 1：0．8

と し て 掘 削 量 を 極 力 小 さ く し、末端 土 塊 の 掘削除 去 に

よ る 地 す べ り の 安 全 率 低 下 分 を ア ン カ ー工 で 補 い つ つ 、

そ れ 以 下 の 掘削を法 面 勾配 1：0，5 で 進 め た 。

　掘 削 が ダム 天 端 標 高 （EL ．567）よ り 1段 上 の 小 段 標 高

（EL ．578 ：法 高約 70m ）に 遠 し た 時点頃か ら 光波観測デ

ー
タ に お い て 法 面 に 川 側 方 向 と 法 面 下 方 向 の 変 位 が 急

増 した。変 状 の 範 囲 は 、高 さ約 100m 、幅 約 130 皿 ）で 、

左 岸 法 面 の ほ ぼ 全 体 に お よ ん だ。

　 変 状発 生 後、孔 内 傾斜計 に よ る 深度 方 向 の 観測 が 行

わ れ 、変状 深 さの 調 査 と モ ニ タ リ ン グ が 行 わ れ た。そ

の 結 果 、下 部 の 2 つ の 孔 内 傾 斜計 で は 特 定 深 度 に お い

て せ ん 断 変 形 が 観 測 さ れ 、一方 、一と部 の 2 箇 所 の 孔 内
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傾斜計 で は せ ん 断変位 は 確 認 されず 、あ る 深度 より上

位 が 倒 れ 込 む よ うな 変位 が 観測 され た （図
一8）。

　 急激 な変状 の 発生 後、応急対策 と し て の 押 え 盛 土 と

そ の 後 の 恒 久 対策 と して の PC ア ン カ ー工 が 施 工 され 、

安定 化 が 図 られ 、そ の 後 、ダム 天 端 か ら 下 の ダ ム 基礎

掘削 は 問題 な く 進 め られ た 。

　 こ の よ う な 変状 を 生 じ た 本 法 面 の 変 状機 構 は 、以 下

の よ う に 考 え られ て い る。

　 掘 削 に 伴 う応 力 解 放 と岩 盤 の ゆ る み が 誘 因 とな り 、

岩 盤 の 倒 れ 込 み が 進 行 す る と と も に 、掘 削 面 下 端 周 辺

の 応 力 集中 と相 ま っ て FL − 0 断 層 お よ び 周 辺 の 低角

度 の 亀 裂や節理な ど に 規制 され た せ ん 断 が 発 生 し 、せ

ん 断 面 が 連続 し て す べ り面 を 形 成 し た。

3．事例 の まとめ 、および今後 の 課題

3．1 事 例 か ら 言 え る こ と

　 以 上 述 べ た 長 大 法 面 の 変 状 を 改 め て 表 に ま と め る

と表
一1 の と お りで あ る。

　 こ こ で 取 り上 げ た 事 例 が 少 な い た め、統 計 的 な 定 量

的事項 ま で は 言 及 で き な い が 、定性的 に は 以 下 の よ う

な こ と が 言 え る。

　   　 上 載 除荷 に よ る 応 力解 放 と リバ ウン ドに よ る

　　　 岩 盤 表 面 の ゆ る み の 発 生 が
一

次 的 な 原 因。

　   　 流れ盤 の 方 が 変状 の 規模 が 小 さ い 。：
一

般的 に

　　　 言 わ れ る とお り、流 れ 盤 は 小 規 模 で 頻繁 に 変 状 、

　　　 崩 壊 す る か ら と考 え られ る。

　   法尻 に 弱層 が 存在（B 法面、D 法 面 ） ： 法面 の 応

　 　 　 力 が 集 中 す る 法 尻 に 力 学 性 が 劣 る も の が 存 在

　　　 す れ ば 不 安 定 化 し や す い と い う こ と は 理 解 し

　　　 やす い 。

　   法 面 の 平 均 勾 配 が 急 な ほ ど、変 状 が 深 い 。： 法

　　　 面 勾配 が急 で あ る こ と は 自然斜 面 か ら の 改 変

　　　 の 影響 が 大 き い こ と と な り、つ ま り 与 え る イ ン

　　　 パ ク トが 強 い ほ ど、生 じ る 現象 も大 き い とい う

　　　 こ と と 考 え られ る。

　   法 面 表 面 か ら み て 変状範 囲 の 深 さ が 最 大 と な

　 　 　 る 箇 所 は 、掘 削 前 の 地 表 面 か ら深 さが 最 大 と な

　　　 る 箇所 （す な わ ち 最大除荷箇 所 ）と は 必 ず し も
一

　　　 致 し な い 。：単 に 除荷 量 が 最大 の 要因で は な く、

　　　   も踏ま え て 、む し ろ 内部 の 岩 盤 （力 学性 ）分 布 、

　　　 地 質構 造 が 最 大 の 要 因 で あ る こ と が 示 し て い

　 　 　 る n

　   地 下 水 が 関 与 ：水 荷 重 、間 隙 水 圧 と し て 作 用 し、

　　　　岩 盤 強 度 を 低 下 さ せ る （A 法 面 、B 法面 ）。　 C 法

　 　 　 　 面 に つ い て は 、不 明。D 法 面 に つ い て は 、変

　　　　状 発 生 前 に 比 較的強 い 降雨 が あ っ た が 、特 に

　　　　変状 の 著 し い 進行 は な か っ た こ とか ら、あ ま

　　　　 り変 状 に 対 して 影 響 を 及 ぼ して い な い と考 え

　 　 　 　 られ る。

3．2　課題 1 初 生 地す べ り発 生 の 場 に つ い て

　長 大 法 面 の 変 状 現 象 と 自然 斜 面 に お け る 初 生 地 す

べ りを 比 較 し た 場合 、最 も異 な る 点 は 時 間 ス ケ ール で

あ る。地 盤 、岩 盤 の 力 学的性 質 が 時 間 ス ケール に よ っ

て 変 わ る た め 、生 じ る 現象を単純 に は 比 較 で きな い 。

し か し な が ら、以 下 の 点 は 指 摘 で き る。

　A 斜 面 や B 斜 面 に お け る 表 層 付 近 の ゆ る み は 、自然

斜 面 に お け る 削剥除荷 で も継続 的 に 進行 し て い る はず

で あ る 。こ の よ う な 現 象 が 生 じ て い る 斜 面 に お い て 、

長 い 時 間 ス ケール に お い て は 、地 表 面 付 近 の ゆ る ん だ

岩盤 の 小 崩壊 が 断続的 に 発 生す る こ とに よ り斜 面 全体

は 力学的 に 安定 を保 ち 続け、事例 で 紹介 し た よ うな 長

大 法 面 掘削時 の よ うな 急激 か つ 大 規模な 初生 地 す べ り

的 な 変 状 は 生 じ な い と想像 で き る D 実 際 、A 斜 面 や B

斜面周 辺 に お い て は 、「あ る程 度ま とま っ て 岩盤 が 不 安

定 化 す る 」 と考 え られ る 地 す べ り は 存在 し な い 。C 斜

面 周 辺 も、地 質 が 花 崗 閃 緑 岩 で あ る こ と も あ り、地 す

べ り は 発 達 し て い な い 。

　
一方 、事 実 と し て D 斜面 の 近 隣 に は 地 す べ り が 多 い 。

D 斜 面 に お け る 変状機 構 が 周 辺 の 地 す べ りの 発 生 と対

応 す る か ど うか は 現 時点 で は 不 明 で あ る が 、興 味 あ る

点 で あ り、今後取 り 組 む べ き テ
ー

マ と考え ら れ る。

　 ま た 、こ の よ うな 視 点 で 、既往 の 長 大 法 面 の 変状 事

例 を再 検 証 し て い く こ と に よ っ て 、初生 地 す べ り発 生

の 場 に つ い て の さ ら な る 議論 が 進 め られ る こ と も 期待

で き る。

3．3　課題 2　初生 地 す べ り発 生 の 予 見 に つ い て

　 筆 者 の よ う な 建 設 工 事 に 携 わ る 技 術 者 や 防 災 に 携

わ る 技術者 に と っ て 、初 生地 す べ りが 発 生 し そ うな 場

所、お よ び 発 生 す る か ど うか 、発 生 す る の で あれ ば そ

の 時 期 を 事前 に 予 見 す る こ と は、実 務上 、非 常 に 重 要

な テ
ー

マ で あ る。発 生 し そ うな 場 所 に つ い て は 、前 節

で 述 べ た よ うな取 り組 み が 期待 され る
…

方、実際 発 生

す る か ど うか 、発 生 の 時期 に つ い て は、現 状 で は 非 常

に 難 し い 課 題 で あ る の が 事 実 で あ る。

　 こ れ に つ い て は、貞 弘 ら D が 掘 削 法面 に お け る 変状

発 生 の 予 見 に 関 して 数 値解 析 の 適 用 の 可 能 性 に つ い て

述 べ て い る。今後、掘削法面 の み な らず、自然斜 面 に

お け る 初 生 地 す べ り に つ い て の 数 値解 析 に よ る 検証 事

例 の 蓄積 と、そ れ か らの さ ら な る 考 察 と議 論 が 望 ま れ

る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 文 　 献

1） 貞 弘 ほ か （1998 ）： 長 大 法 面掘 削 時 の 変 形 モ ード解 析 の 実

　 例 と 考 察．ダ ム 技 術，No ．139，　 p33
−45．

※ 本 論 中 の 図 は 事 例 各 ダ ム の 工 事 誌 等 の 技術 資 料 か ら 転 載

　 （
一

部加 筆 修 正 ）し た もの で あ る 。引用 の 都 合 で 名 前 を伏 せ

　 た 関 係 上 、引 用 文 献 は 記 載 し て い な い 、
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