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中部地方 に お け る ロ ー カル な土

Local　soils 　 in　the 　Chabu 　district
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1． ま え が き

　昭和57年度の 土質工学会中部支部役員会で 中部地方 （こ

こ で は ， 中部支部 の 範囲で あ る静岡 ・愛知 ・三 重 ・岐阜 ・

長 野の 5県域 とす る ） の 地盤 と土 につ い て 名古屋大学地盤

工 学教室植下 研究室 が 世話役と な っ て 原稿を取 りま とめ る

方針 が決め られた。

　こ の 原稿の 性格上，中部支部役員会 の 席上 ならび に 文書

に よ り，中部支 部 の 関係役員 に 協力を お 願 い し た と こ ろ ，

名城大学桑原教授 ， 信州大学川上教授か ら原稿の 協力 が あ

り， 東海大学大草重康教授 ， 名城大学堀内孝英教授，岐阜

大学宇野尚雄教授 か ら文 献 に よ る 協力が あ っ た。そ の 他 の

文献調査 ・原稿執筆 を名古屋 大学の 植下 ・佐藤 が 行 い
， 全

体 の 調整 を植下 が 行 っ た。

　 こ の 原稿 の 執筆方針 と して は ， ま ず，中部地方の 地盤 を

地質学的 に理解す る た め の 概論 を桑原教授にお願 い し，次

い で
， 従来 ， 土質工 学会出版物 な ど に お い て 中部地方 の 地

盤や土 に っ い て 述べ て い る 参考文献 を で き る だ け集め ，そ

れ に 基づ い た 中部地域土質工 学への 手引きに したい と考 え

た 。 （植下 ）

2．　 中部地方の 地 質概要

　こ の 地域は ， 日本列島 の 幅 が 最 も広 く な っ た 部分 に当た

D ， 北 ア ル プ ス （飛騨山脈）， 中央ア ル プ ス （木曾 山脈），

南 ア ル プ ス （赤石 山脈） な ど，3000rntwの 日本列島 の 屋根

と も称 され る 新 し い 時代 の 隆起山地 を抱 え て い る。一
方，

松本盆地，伊那谷 ， 濃尾平 野，伊勢湾 な どの 内陸沈降盆地

を含 ん で お り，地形上 の 対立も顕著 な もの を有し て い る。

．こ れ らの 地形対立は，主 と し て第四 紀後半の 新 しい 時 代 に

形成 され た もの で あ り， 隆起山 地 と沈降盆地 の 上下の 相対

運動量 は 1000m か ら 2000m に達 し，日本列島 で も最も活

発な地殻変動 の 場の
一

つ と もな っ て い る 。
こ れ に 加 え て，

ア ジ ァ
・モ ン ス

ー
ン帯 の 端 に 位置す る 目本列島の 大きな降

雨量 は ， 隆起 山 地 に は世 界第 1 級の 浸食量 を ， 沈降部 に は

急速 な埋積作用 をもた ら し て い る。こ うした 自然の 均衡下

に ある こ の 地域 で は，人 工 的改変 が 加 わ る とき ， 大きな均

衡破た ん現象が現れ や す い 。山地の 斜面崩壊を始め とし て

ダ ム 建設 に よ る 急速 な 堆 砂，一方で は 搬出土砂の 減少 に よ

る海岸侵食な ど も ， そ の
一

例 で あ る。

　地質構成の 上 か ら も，こ の 地域に は 口本列島の 代表的な

構成単元 が そ ろ っ て お り， 多様性 を も っ て い る。

　図
一

霊に 示す よ うに，糸魚川
一静岡線 （1・S・L・）と呼ば れ

る 日本列島 を 横断す る 大 き な 断層線を境に ， 東側 に は新第

三 紀以降の 活発な 変動を経験 し た フ ォ ッ サ ・マ グナ帯 が，

西側に は各時代の 構造単元 が 日本列島方向 に きれ い な帯状

配列 を示 し て 相接 して い る。西 側 の 帯状配列を構成す る 構
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り ： う け

造単元 は ， 北側 か ら飛騨帯 ， 飛騨外縁帯，美濃帯 ， 領家帯 ，

さ ん ば が わ 　　み 　か 　ぶ 　　　　ち ら ぷ 　　　　 し ま ん と

三 波川
一
御荷鉾帯，秩父帯 ， 四 万 十帯 （広義）などで あ る 。

領家帯 と三 波川帯 の 間 に は ，目本列島を 縦断す る大断層 で

あ る中央構造線 （M ．T ．L ．）が 走 っ て お り，
こ の 線の 北側 は

内帯，南側 は 外帯 と呼 ばれ る よ うに構造単元 の 大 きな境界

とな っ て い る 。
こ う し た 帯状 配 列 に，濃飛流紋岩 ， 新第三

紀 ・第四紀の 沈降盆地 ， 第 三 紀 ・第四 紀の 火成岩類な ど が

重 な り見掛け上複雑に な っ て い る （図
一1，2参照）。

　飛騨帯 は こ の 地域 で は富山 県 との 県境沿い に 分布 し ， 目

本列島 の 最 も古 い 基盤 が 現 れ て い る 地域の
一

つ と され ， 古

い 大陸性地殻の 1部 と考え られ て い る。こ の 帯 は 先 カ ン ブ

リ ア 紀の 古い 変成作用 に 加 え て ， 古生代末か ら中生代 に か

け て の 花崗岩 の 貫入 と変成作用 を重 ね て受け た地域 で ，こ

れ らは 飛 騨片麻岩類，飛騨花 崗岩類と呼 ばれ て い る。飛騨

外縁帯 は 飛騨帯 を と りま く よ うに美濃帯 との 境界部の 狭い

　 ＊
名古屋大学教授　工 学部

　 ＊ ＊名城大学教授　理 工 学部

＊＃
信州 大 学教授　工 学部

斜 紳
名古屋 大学助手 　工 学部
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H ：飛騨帯　　　　Sh；四万十帯
G ：飛騨外縁帯　　F ：フ ォ

．
ソサ・マ グナ帯

M ：美 濃帯 　 ［．S．L，：糸魚川
一
静岡線

R ；領家昂
；
　　 M．T．L ：中央構造線

　図
一1　中部地 区の 地 質帯状搆造
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皿旧第四紀畑 鞭 　　　　　　 配π］古 第三 紀 層

圏飜 鸞　　　辭 譱纏
　 濃 蓑 流 紋 岩　　　　　　

一 ．a・要断層纏

田鵬 瀚 辮 黼 嬲 寺・冖 唖 　 境

　 薄 くは げ る よ うな片状構造が 発 達 し，風 化 の 進行 し た 地帯

　 で は 地 す べ 勢や 山地崩壌が 発生 しやすい
。 緑色岩と呼ば れ

　 て い る塩基性岩類の 変質物は こ うした山地斜面 の 安定性 に

大き な影響を与え て い る 。 天竜川上流域 で は ， 東西 性を保

　 っ て い た 中央構造線 や帯状構造 が北 に 向か っ で 引 きず り曲

　 げ られ て い る 。こ うした 著 しい 変形 を して い る地域で は，

　 変形 に 伴 うせ ん 断作用 が更に 加 わ っ て い る た め ， 岩石 地盤

　 と して の 条件は更 に 悪 くなっ て い る ． これ らの 南鯛に は中・』
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し よ う じ よ う

　 古生磨 か らな る秩 父 帯が仏像線 と呼 ば れ る 大 衝 上 断層 で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し　 ま ル　 t

　更 に 南側 に 広が る ， 中生代以降の 地層 が分布する 四 万十 帯

　 に突き上げて い る 。 こ れ らの 地帯に は，仏像線 の よ うな衝

　 上断靨が繰 り返 し発達 して 帯状構造 を
一

層きわ だた せ て い

　 る の が こ の 外帯側 の 特質とな っ て い る 。
こ れ らの 地域 に 発

　 達す る帯状構造 をきわ だた せ る よ うな りょ う線や 線状谷 に

　 も こ うし た 特質 が友映 し て い る 。

　　一方，長野県北部 か ら静岡県東部 に か けて 糸魚川
一静岡

　 線の 東側に 広が る フ ォ ッ サ ・マ グナ帯 に は ， 第三 紀 に生 じ

　 た火成 活 動 を伴 う陥没構造の 中に ，海成の 第 三 紀癩が厚く

　 発達 して い る 。 こ れ ら の 第三紀溜は火成岩 の 貫入や構造運

　　 動を受け， し ゅ う曲構造や窩圧型 の 激しい 変成作用を受け

ノ 』 ＿ 塑 覊灘 朧
よ騰 鯑 照

冴鑼 鵡藤
　　　　　　　 図

一2　中部地iミtL　tT．）地質概路 図

地帯に，日本の 古生層中の 最 も古 い 時代の 堆積物が 蛇紋岩

な ど を伴 O て 出現 し，一
部 は 片岩状を呈 して い る。こ れ ら

は 平行 な 断層 群 に よ っ て 狭 い 地域に た た み 込まれ る よ うに

分布 し て い る 。 姜濃帯 は古生代後半 か ら中生代に か けて存

在 し た秩父地向斜に 堆積した非変成 の 中 ・古生層が 分布す

る 。 美濃幣の 中 ・古生 層 は 堆積時の 大規模な海底地す べ り

に よ る地層 の 移動や ， 繰り返 し重ね合わ せ に加 えて ， 後 の
’
し ゅ う曲作用 や 断層運動 に よ っ て複雑 な構成 となっ て い る

が ， 大局的に は 帯状配置 に 平行 な 軸 を もつ ，緩 や か な し ゅ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り ょ ilt

うWh構造を示 して い る．顰家帯 は ・ 美濃帯の 中・古蠣 の

南方延 長 部が花 醐岩類 の 貫入を受 け，か つ 高温 型の 変成作

用 を受けて い る部分で あ る ざ領家帯 で は変成岩 に 比 べ て 花

崗岩 の 分布が圧倒的 に 広 く，変成岩 は 韻家帯の 南縁 ぞ い に

花崗岩類の 問 に断 続的 に 分布しで い る。変成岩 は 片麻岩か

ら：百英片岩，雲母片岩な ど の ほ か 黒雲母 の 生成 し た粘模岩

類が含 まれ る e こ の 帯 の 南限は 中央構造線 に よ っ て 断た れ

て い る 。 中央構造線沿 い に は 地 下深 くで 形成され た砕岩で

あ る マ イ ロ ナ イ ト帯 が 狭い 帯状 ， あ る い は数枚の 薄い レ ン

ズ 状に 形成 され て い る 。北縁部に は非変成中 。古生層中に

独立貰入 して い る 花崗岩体を伴 っ て い る。

　 中央鷺造線南繃 に は ，中 ・古生層 が 蘰i圧変成を受 け，結
　 　 　 　 　 　 E ん　ば　がわ

晶片嶽化 した三 波川帯 が存襍す る。こ の 帯 の 南縁 に は超塩
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 み 　 か　 ぶ
基性岩類を中心 とす る 御荷鉾帯 を伴 っ て い る。結晶片岩は

38

て い る 部分 もあ る。こ う し た 変形 や 変成作用 以 外 に，海成

第三紀層 は 膨潤性 の モ ン モ リロ ナ イ ト質の 粘土 を含み 地ナ

ベ リの 多発 地帯を 出現 させ る こ と もあ る。ま た ， 傍豆半島

や長野県松代で は群発迪震が 発生 し やす い ．こ れ は ， こ の

地域の 基盤構成 の 撥雑 で ぜ い 弱 な性質や，今なお活発 な変

動の 場 に あ る こ と を反映 して い る とい える 。

　 フ ォ ッ サ ・V グナ帯を中心 と し て
， 更に は 木曾 ・飛騨の ．

山地 に も第 四 紀 の 火 山群が存在す る 。 これ らは ， 地形 を複

雑に し，火由鰆有 の 肉体崩壊現象ばか 夢で な く，火山噴出

物を周辺 に広げ， ta　一一ム 質土を始め 特殊な 地盤や土壌構成

を生み 出して い る。更 に は，こ れ らの 火 山活動 に付随す る．

温泉作用 は基盤 に 特異な風化状況をもた ら し た りして い る 。

　長野，松本 ， 伊那谷 ， 東濃 ， 濃尾平野などの 第 三 紀末か

ら第 四 紀 に か け て 生 じた沈降盆地 域 に は，薪 しい 地層が 厚二

く発達す る。こ れ ら1 ， 地域 ご とに 特殊な地盤構成をもた

ら し，さまざまな開題を提起 し て い る 。 特に ， 内湾部 の 濃

尾 平 野や 伊勢湾周 辺，ま た遠丹「灘沿岸地帯に は 軟弱 な沖積

低地が形成され て い る。遠州灘沿岸は 後背 に活発 な上昇幽

地 をひ か え ， 多量の 砂礫質士が供給 され ， 洪積台地 な どが

形成 され た 豊して い る が，沖積低地の こ れ ら砂礫質物質に

よる 埋積 か ら取 り残 され た地域は，潟 ・沼 とな り．著 し く

軟弱 な 泥質層 で 覆 わ れ て い た り す る e 静岡県の 浮島ケ 原の

漂い 泥炭質層 もこ う し た環 境下 の 特異 な ケース の
一一一

つ とい

え よ う。泥炭質の 軟弱層は ， 沿岸部や 沈降盆地 の 中だ けに

限 られ て は い ない 。中部出雷地域 の 中 に も ， 小 闥地 や 溶岩

台地 上 に 寒冷気候下 に 生 じ た湿 原泥炭層 が 各所 に 分布す る印

八 ケ岳山 ろ くの 寒冷地 で 有機物 の 分解が進 まず ， 火山 灰土

に多蠶 に 吸 着 され て 残存 し，厚 い 黒ぼ く士が 発達す る
．
の も

：辷と基石楚，31− 1て300＞
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注 目され る
1）・2）。

　特 に 記述を進 め な か っ た 地域 に も，地質 や地形，植生 さ

らに は 破砕帯 を伴 う断層 の 発達 な ど，さま ざま な 条件 に よ

っ て 崩壊性 の 地盤が形成され て い た り，特殊 な崩積土層 が

存在す る な ど，特記 し 出せ ば き りは な い 。中部山岳地域 の

よ う に 著しい 急 し ゅ ん な 地形が 発達す る
一

方で ，領家帯 の

花崗岩質か らな る 三 河山地 で は第三 紀以来の 準平原化作用

の 過 程 で は ぐ くま れ た，10m を越 え る厚 い 風 化殻 の ま さ土

帯 が 発達す る 地域が あ る こ と も最後 に ふ れ て 置 き た い こ と

の
一

っ で あ る
3）ny6＞。（桑原）

3． 愛知 ・三 重県域の 地 盤と土

　伊勢湾北部 に広が る 濃尾平野の 形成過程 と，こ の 地域 の

地盤 に 対す る 地質学的 な説明 は 土質工 学会中部支部
T）， 日

本建築学会東海支部
B），桑原

9）
な ど に よ っ て 詳述 され て い

る。

　濃尾平野 の 面積は ， 周辺部 の 洪積台地 を除い た 沖積平野

域 だ け で もお よ そ 1300km2 に達す る 。 こ の 沖積地盤 は ，

上部砂 層 ， 下部粘土層 か ら構成 され て い る。上部砂層の 層

厚は 10m 程度 ，
　 N 値 は 2 〜10で 緩 い 。下部粘土層の 層厚 は

最大 で 35皿 ，一
軸圧縮強 さは 0．5〜1．Okgf ／cml 程度 の 柔

らか い 粘土 で あ る。

　沖積層の 下 位 に は 濃尾層が10m 程度 の 層厚 で 埋没谷 の 中

に分 布 し，砂泥 互 層 か らな る が，砂層 の N 値 は 20〜30程度

で しば しば50以 上 の 値 を 示 す もの が あ り，粘土層 で も10以

上の N 値を示 す の で ， 下位の 第 1礫層と と もに 重量構造物

の 基礎と して 利 用 され て い る 。

　 こ れ ら の 地 層 の 下 に は 熱 田 層 と呼 ば れ る 洪 積層 が存在す

る。熱田層は ， 海進期 に 堆積 し た下部 と海退期 に堆積し た
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お ん た け

上部 に 大別され ，上部層 に は 御岳火山の 1質火 に よ り放出 さ

れ た浮石 （軽石 ）が含ま れ て い る。名古屋 市中心部 に お け

る掘削工 事現場か ら採取 し た 熱 田層上部砂層 の 不 か く乱試

料 に よ る 三 軸圧 縮試験結果 か ら，こ の 砂層 の 力学的性質も

か な り明 らか に され つ つ あ る
1°
  熱田層上部に 挟 まれ て存

在す る火山灰土 は ， 特異な性質の もの で ， 走査型電 子顕微

鏡 に よ る ガ ラ ス 繊維状微視的 構造の 写 真 が 植 下 ら
ll ）

に よ っ

て示 され て い る （ロ 絵写真
一 9参照）。

　熱田層中の 砂層 の N 値は ほ とん どの 地点で10以上 の 値を

示 し ， 熱 田 層下部 の 砂層 で は 50〜7Qに も達 する こ とが 横尾

ら
12）

に よ っ て 報告 され て い る。

　平野 地下 に は海部累層，弥富累層や入 事期層，第 三 紀層

（名古屋市東部で の 露頭 は 「矢 田川累層」 と呼ばれ る ） な

どの 地層が熱田層の 下 位 に 分布す る が ， 後 2者の 地層は名

古屋市東部で 地表 に 露 出 し て お り，そ れ らの 硬 質粘土 の 力

学試験 も堀内ら
13 ）一！5＞

に よ っ て行わ れ つ つ あ る 。

　愛知県知多半島中央部の 知多ダ ム 建設に際して ， N 値が

2 〜 4 の 有機質土 の 処理 が非常に 問題 に な っ た
エ6）。愛知県

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ん し ろ

内に は こ の ほ か に も ， 岡崎付近 ， 新城周辺 にN 値が 0 〜 2
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の 超軟弱有機質土 が 存在 し ， 盛土 工 事等 で しば しば 問題 に

な っ て い る
17）・IB｝。

　三 重県伊賀上 野 周辺 の ま さ土 に 対す る 物理試験，締固 め

試験，一
面 ぜ ん 断試験が角 田 ら

19＞に よ っ て 行 わ れて い る。

　 1972年 7 月 に 愛知県 西 三 河地方 を襲 っ た 集中豪雨 に よ る

斜 面 崩壊現場の 調査 に よれ ば ，
こ の 地方 の 地盤 を構成 す る

花崗岩の 岩質の 相異に よ っ て 崩壊状況 に違い の あ っ た こ と

が植 下 ・桑 山
20）

に よ っ て 報告 され て い る。

　1891 年濃尾地震 ，
1944 年東南海地震 の 被害調査 に よ れば，

名古屋市西南部庄内川周辺部，日光川河 口 周辺，木曾 三 川

周 辺 等 で 液状化現象 が確認 され て い る。沖積層 上 部砂層 は

極 め て 液状化 しや すい 土質状態 で ，地震時の 液状化 に 対す

る 考慮 が 必要で あ る
2エ）・22）。

　愛知 ・三 重県域の 土質特性 に 関 し て は
， 参考文献に 掲げ

た い くつ か の 地盤図資料
8）・23）ny29＞

が利用 可能で あ る。（桑原
・

植下 ・佐藤）

4． 静岡県の 地 盤 と土

　静岡県 にお い て 沖積軟弱泥層 の 卓越す る と こ ろ は，扇状

地や海岸砂 丘 で 閉鎖 され た 低地，す な わ ち浜名湖
一
都 田川

下 流域，太 田川 下 流域，菊川下流域，瀬 戸川
一
朝比奈川 下

流域，巴川 下 流域，浮島低地 お よび狩野川 下 流域 で あ る。
一方 ， 砂礫層 が卓越す る と こ ろ は ， 天竜川 ， 大井川 ， 安倍

川 ， 富士 川下流城 の 扇状地 で あ る 。

・

　伊豆半島は ，礫質地 盤 の と こ ろ が多い が，伊豆半島南部

で は 厚さ20〜50m の 粘性土層 を主 と した 沖積層が 狭 い 範囲

に分布 して い る
30）。

　太 田川 低地 の 袋井市，掛 川 市付近 で は 沖積粘土層厚 は 20

1n 程度 だ が ， 東名高速道路袋井イ ン ターチ ェ ン ジよ り北方

で は40〜45m に も達す る 。 ま た ， こ の 地域の 沖積 平 野 は

1944年 の 東南海地 震 で は多 くの 家 屋 が倒壊 し，噴砂 現 象 も

広範囲 にみ られ た と安間 ・星 野
3°）が報告して い る 。

　 b し た か

　愛鷹山 ろ く と千本松原 の 砂州 との 間 に は幅 2〜3km
， 長

さ 15   ，厚 さ18m に も達 す る 超軟弱 な 有機質 の 浮島低地

がある。こ ξ）ほ か に も，太 田川低地，菊川低地，巴川低地

狩 野川 低地 と呼ばれ る軟 弱 な 有機質土 の 存在する 地域 が あ

る 。
こ の う ちで

， 巴川 か ら大谷 川 に か け て の 巴川 低地 に お

い て表層部 5〜15m に堆積す る有機 質土 は，自然 含 水 比

300〜2000％ ， 間隙比 5 〜 20
， 圧縮指数 5 〜 12 とい う値 を

示 し た
3° ）

。東名高速道路建設 に 際 して は ， こ れ ら超軟弱地

盤の 沈下が 問題 に な り， 沈下観測値を用 い て将来沈下を 予

測す る 方法 が竹 嶋
31 ）

に よ り提案 され て い る 。

　静岡県 にお ける 地盤を考 え る うえで 重要 な点 は ， 地震 と

そ れ に 対す る 防災上 の 問題 で あ り，大草
32），安間

33），坂部

・ 瀬古
a4＞

， 松沢
35 〕

らは ，そ の よ うな 問題 を報告 し て い る。

　由比 町今宿で は，1961年 3 月 に大規模 な地すべ りが 発生

し て お り，こ の 地域 に堆積 す る 新第 三 紀地すべ り母岩 （泥

岩）の 力学的性質を調べ る た め の 実験的研究 が 仲野
36 ）
〜3B ）

39
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に よ っ て 行 われ て い る 。 そ れ に よ れ ば ， 泥岩は 浸水 した ま

ま で は 極 め て 徐 々 に しか 変化 し な い が ， 乾湿 の 繰返 しに よ

り，容易 に細片に 分解して 軟弱化す る v

　駿河湾海底土 の 物理化学的性質 も東海大学海洋学部 の グ

ル
ープ に よ っ て 積極的 に 調査 され て い る

39）−4「）。（佐藤）

5．　 岐阜県の 地 盤 と土

　 木曾川以西特に 長良川 と養老山ろ くの 間の 地盤 は 標高 2

〜 4m の 低湿 地帯 と なっ て お り，大規模 な地下 水自噴地帯

（大垣 自瞶帯）を形成 し て い る。こ の 大垣 自噴帯と呼ばれ

る 帯水層を形成す る の は，深 度 40m 付近 に 存在 す る砂 礫層

で ある。名神高速道路建設時に 行 っ たボーリ ン グ調査 に よ

れ ば ， こ の 帯水砂礫層よ り浅 い 地盤が沖積層で あ b ，こ の

沖積層 の 層序 は 深 い 所 か ら，下 部砂 礫 層 ， 下部粘 土 層，中

間砂層，上部粘土層と な っ て お り， そ れ ら の 土質工 学的性

質が稲 田 ・持永
42 ）・la ）に よ っ て 報告され て い る。

　各務 原 市周 辺 に は 火 山 灰 性有機質土 に 分類 され る 黒 ぼ く

が存在す る 。 水谷
鋤

の 土質試験 に よれ ば，黒ぼ くの 比重 は

2．46程度， 液性限界 100〜120％，塑性 限 界 90 〜 100％ で あ

る 。 そ し て ， 関東 ロ
ー

ム の 場合 と 同様に
， 締固 め試験で は ，

初期含水比 を低 くす る程得 られ る最大乾燥密度は大き く な

り，最適含水比は 低 く な る。

　岐阜県土岐市か ら中津川付近 ， 揖斐郡春 日村付近 に は 黒

雲 母花崗岩 よ りな る ま さ土が あ り，神 岡村付近 に もま さ土

（片麻岩，花 崗せ ん 緑岩 よ りな る ）の 存在す る こ と が 宇梶
45 ）

に よ っ て 報告され て い る 。　（佐藤）

6． 長 野県の地盤 と土

　長野県
一

帯 に は，第四 紀火山灰層が広 く分布して お り，

そ の 成因 か ら，松本盆地 ・木曾谷 ・伊那谷 に か けて 分布す

る もの ，八 ケ 岳東ろ くの も の
， 妙高火 山 （長野）周辺 の も

の に大別 され る 。

　信州 ロ
ー

ム の 発生源は ， 関東 ロ
ーム の 発生 源 の

一部をも

占め ， そ の 土性 は よ く似て お り， 塑性 図の うえ で は ，東京

以西 の 関東ロ
ーム に似た 分布 を示 して い る。しか し なが ら ，

発生 源 に 近 い こ と もあ り，パ ミ ス 層 が 介在 し て くる の が 特

徴 で ， そ の 厚さは 1cm か ら数 cm 程度 で あ る 。

　信州 ロ
ー

ム の 土質特性 は，土質試験 に用 い た試料の 採取

場所 に よ っ て 幾分異な る が，自然状 態 の 信 州 ロ
ーム の 比 重

は2．　62−−2．81，自然含水 比85〜110％ ， 液性限界 88〜131％，

間隙比 2．7〜3．3，一
軸 圧縮強さ O．　9−・−3．　4　kgffcm2程度 の

値 が 得 られ て い る
4S ）・‘7）。

　諏訪湖南東部上川 の 下流域 の 沖積層 に は ，地表面 下 0〜

15m に有機質土が広 く分布 し て い る 。特 に 四 賀地 区で は

「底 な しの 沼 」 と呼 ば れ ，そ の 厚 さ は 40m に も達す る 。

　昭和52年以来 ， 環境白書 で も地盤沈 下 地域 と して と りあ

げ られ て い る が ， こ の 地域 で の 地盤沈 下 現象 は他 地 城 の よ

うに地 下水 の くみ 上 げ に よ る もの で は な く， 地表面の わ ず

40

か な盛土 に よ る有機質土 の 沈 下 が か な り長 期 に わ た り進行

す る 点 に 特微が あ る。 こ の 有機質土 は 俗称 「す くも層」 と

呼 ば れ，湖岸堆積物の 腐植土お よ び珪 藻土 か らな り，砂 ・

シ ル ト層な ど と互 層 をな し て い る。

　 こ の 有機質土 の 土 質特性 は ，比 重 1．83〜2．47
， 自然含水

比140〜208％， 間隙比3．　6−−4．　0，液性 限 界159〜358％，塑

性指数68〜117％，強熱減量 17〜56％ ， 圧 縮指tULO〜1．9

の よ うな値 で あ る
48）。

　 こ の 地域 で は，盛土 に よ る地盤沈下現象が い た る とこ ろ

で 見受 け られ，諏訪警察署 ， 市場団地，諏 訪実業高校体育

館は そ の 顕著な例で ある 。 ま た，国鉄中央東線上諏訪 ・
茅

野間で は ，明治38年開業以来70年以上経過 し た 現在もな お

沈 下 が継続 して い る 。大 き な建 築物な ど は，20〜 30m 下の

砂礫層に 杭で 支持 され て い る が，道路の 盛土 あ るい は 建物

周辺 の 1m 程度の 低 い 盛土などで は 盛土量 に等 しい 沈下 を

示 して い る 揚所 が 多く，効果的 対策に 苦慮し て い る 実状 に

ある
49）。

　長野県内 に は 泥岩 も広範囲に分布 し て お り，それ ら泥岩

の 性質に 関す る調査 も行わ れ て い る
5D ）・s「］。

　長野市な らび に松本平 に つ い て の 地盤図
52），S3）

を長野県

建築士会 が作成 して い る 。　 （川 上 ）

7．　 あ と が き

　既発表 の 論文 ・報告等 に 基づ い て ， 中部地 区 （愛知 ・三

重 ・静岡 ・岐．阜 ・長野の 5 県域） の 土 に つ い て 概説 した 。

時間的 ・紙数的制約 もあ っ て ， 中部地 区の 土 の すべ て を十

分 に 網 羅 で き た もの とな り得て い な い が ， 当地域 の 地盤 と

土 の 理解に少 しで も役立 ち 得れ ば幸 い で ある 。 （植下
・佐

藤）
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