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’技術者に必要な

地すべり山くずれの知識
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ぺり粘土はスメクタイトやイライトであることがわかって

た。

万

8章地すべりの原因

1．地すべりの素因と誘因

ある現象が起こった場合、本質的な原因と、それを引き起こす

引き金となった原因があります。例えばある人が風邪をひいた場

合、その人が持っている体質と、そのとき寒かったとか、風が強

かったとかいう外的な要因があります。この場合､体質にあたる

ものが素因で、寒かったとか風が強かったということ力輔因です。

山地はいろいろな岩石でできていますが、地すべりはどこでで

も起こるわけではありません。平たくいいますと、粘土になりや

すい岩石は地すべりを起こしやすく、粘土になりにくい岩石は地

すべりを起こしにくいのです。このように、もともと山地が持っ

ている原因を素因といいます。

これに対し、地すべりのきっかけとなったものを誘因といいま

す。醗因には、雨、融雪、地震のような自然現象と、土木工事に

伴う切土や、盛土、ダムの湛水のような人為的なものがあります。

最近はF切土をしたときに雨が降って、地すべりが動き始めた」

というような、自然現象と人為的な誘因が複合した地すべりが増

えています。
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I 4章地すべりと山くずれのメカニズム2726

ち完全にわからなくなりました。こうして土中に埋もれたパイピ

ング跡は、潜在的なパイピングとして埋もれたまま、次の豪雨を

待って長い眠りについているのです。

2．地すべりのメカニズム

山くずれは大雨が降るとどこでも起こるのに対し、地すべりは

雨が降ったから起こるとは限りません。地すべりには、ある決ま

った地質で起こり、明瞭なすべり面を境にして動くという特徴が

あります。では、すべり面はどうやってできるのでしょうか？

斜面は重力によって絶えず下に動こうという力が働いています。

このような力は、豪雨時や地震のときにグッと大きくなりますが、

崩れるほどではない場合、土層や岩盤内には部分的にせん断され

た小さなキズが残ります（図7)。

このような現象が長期間にわたって何度も繰り返されると、土

層内には小さなキズがたくさんでき、これらは地中の弱い部分と

して残っています。これを土層中の弱い部分ということから、弱

線と呼びます。弱線は土層内のせん断が繰り返されるうちに少し

ずつ繋がり、やがて土層中で潜在的なすべり面となります。

写真2すべり面、斜めに条線が入り礫が切

られている（石倉山地すべり：長崎

県）

潜在的なすべり面の形成過程は、初めに土層や岩盤の動きによ

り、これらの内部に損傷部分ができた後、動きを繰り返すことに

よって粘土化した部分が形成されます。このように岩石力轆れ、

粘土層ができた部分が損傷領域として破砕帯になります。主に粘

土でできたすべり面は水の浸透を妨げるので、惨み込んだ水はこ

の面に沿って流れますが、粘土層中を浸透する水は、還元状態下

での風化を進めスメクタイトやイライトを生成し、これがすべり

面の粘土鉱物となります（写真2)。
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3．地すべり面の形

/アダ すべり面がどんな形をしているか、すべり面がどのような面な

のか、どんな物質でできているのか、どうやってできるのかは、

防災を考える上で重要なことです。

すべり面について、これまでにどのような研究の歴史があった

かを概観しますと、地すべりの研究が始まったときすべり面は幻
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図7すべり面の形成過程
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