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東名高速道路維持管理 に おけ る 2， 3の 問題点 に つ い て

日本道路公団高速道路東京管理局技術部補修課

は じ め に

　東名高速道路 も全線開通後，す

で に 1 年有余，こ の 間風雨 に さ ら

され な が ら大過な く現在に 至 ッ て

い る 。とは い うもの の r 実際 に は ，

毎 目注意深 い 維持補修を行な い な

が ら，災害 ， 事故な どを未然 に 防

・
い で い る の が実状 で あ る 。 東 名高

速道路は ，需 要 と供給の バ ラ ン ス ，

社会 的 す う勢な どか ら数多 くの 軟

溺 地盤地域 を通過 し た に もか か わ

らず早 期開 通 を余儀な くされ ， そ

の 結果今ま で に ない 残留沈下 を残

す こ とに な っ た 。し か しそ の 陰に
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1は 多数の 技術 者 の 並 々 な らぬ 努力があ っ た の

で あ る 。 そ の 一例と して 橋 り ょ う取付部 に ア

プ ロ
ー

チ ク ッ シ ョ ン 方式 を開発 し，ま た あ ら

ゆ る軟弱地盤対策 工法を駆使 して 高速道路を

完成した 。 本 報文 で は ， 維持管理上 か らみ た

問題点の 内 2，3 の 例 に つ い て述 べ て み た い 。

中 に は ，維持 管理部門 の み か らの 一
方的 な 見

懈 もあ る と思 わ れ るが，そ の よ うな点 は，ま

た こ の 部門 の 問題 で あ る事 を ご理 解 い た だ

き ， 無礼の 点は ご容赦願い た い 。

1．供用 一年後の ア プ ロ
ー
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　 神奈川県厚木市を流れ る相模川右岸より，　 。r

伊勢原台地 ま で の 区間 は，船子 ，歌 川 地 区 と

呼ばれ る軟弱地盤地帯 で あ る 。 こ の 軟弱地盤

を通過す る 東 名高速道路の 橋り ょ う取付部に

・は ，ア プ ロ ーチ ク ッ シ ョ ン 方式 （以 下 AC 方

式 とす る） と呼ばれ る 世界 で もま れ な構造形式が採用さ

れ て い る 。こ の AC 方式が 供用 され て
一

年 が 経 過 し た

今 ， 現在 ま で の 状況を報告す る と共 に こ れ か らの 維持管
．
理計画 に つ い て述べ て み た い 。

　 1．1AC 方式概 説

　AC 方式 に つ い て は建設段階以来 ， 多数 の 解説，報文

に よ り広 く紹介 され て い る の で 詳説す る 必 要 もな い が そ
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　　　 図一2　ア プ ロ ーチ ク ッ シ ョ ン 標準 図

　 の 構造上 の 特徴は ， 橋 リ ョ ウ取付部 にお ける沈下を
‘‘

阻

　 止
”

し よ うと す る の で は な く，構造形式を選択する こ と

　 に よ り，急激な段差を
“
吸収

”
し よ うとす る と こ ろ に あ

　 る。また AC 方式は ，従来 の 橋台 （扶壁式 ， 箱型式 な

　 ど） に 比べ は か り知れ ない 経済性 ， 走行性，お よ び施工

　性 の 諸効果 をも っ て い る 。 船子 ， 歌川地区 に は，計8 カ

　所の AC 方式 が 採用 され て お り，そ れ らの 位置 と地質概

　 念図を図
一1 に ， 標準構造図を図

一2 に 示す 。
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　 1．2　 AC 方式 の 維持管 理 と 補修限界

　AC 方式 の 維持管理 は ，

‘‘AC 方式資料
一4 ・ア プ ロ

ー

チ ク ッ シ ョ ン 方式 の 維持補修 に関する解説
’

に の っと り

長期観測計画 を実施 中で あ る．観測項 Hは，ア プ ロ
ーチ

ス ラブ （AC ス ラブ ）， お よ び 受 け台 の 沈下 と傾斜 ， お

よ び AC ス ラブ と受け台の 相対変位 な どで あ り ， そ れ ら

の 結果をもとに して ，補修個所 ，時期 な ど を検討して き

たが，現在ま で の と こ ろ ，ジ ャ ッ キ ア ッ プ な ど具体的な

補修 は 行 な う必 要 が な か 一．・た。補修限界は ， a ） 自動車

走行上 ，
h） メ ナ

ーゼ ヒ ン ジの 構造上 ，お よ び C ） ア プ

ロ
ーチ ス ラブの ね じ りセ ン 断 応 力 Eか ら決 ま る もの で ，

そ れ ら を示す と表
一1 の よ うに な る 。

　 1．3　沈下量 の 測定

　観測資料 の 内，建設時点か らの デ
ー

タ が あ り，し か も

最 も信頼 で き る水準測 量の 結果 を こ こ に報告す る。

　 1．3．1 測点 ： 次節に ま と め た の は 図
一3 に 示 す よ う

に上下線 お の お の の 受け台山側 の A 点 ， 中央分離帯部 の

B また は C 点 ， お よ び 海側 の D 点 の 沈下量 で ある 。 なお

沈下 測量 は ，こ の

他に も 8点，計 12

点 に つ い て実施 し

て い る。　　　　　

表
一1 補 修上 の 許容 値 ・限 界値 （沈 下量）

名 称
メ ナ

篇
ン ヂ 剰 心

嬲
 ゚ 1h）

ド
ズ ラ

儲
じ り

UA −lu

ヘ
ー2TA
＿1TA
−2FA
＿1F

舮 2F

△
−aF

血
一

4

7，5　（／2，0）

7．5　（12．0）

12．0　　（15．0）
12．  　（15．0）
12．0　　（15．O）

6，0　（13．5）
6．0　（13．5）
6．0　　（13．5）
6．0　（13．5＞
6．0　（13．5）
6．0　　（13、5）
6．0　　（13．5）
6．0　　（ユ3，5）

3．9　（4．7〕
3．9　（4．7）
3．9　（4．7）
3，9　（4．7）
2．9　（3．6）
3，9　（4，7）
3．9　（4，7）
3．9　（4．7）

　 1．3．2 測 定 結

果 ： 各測点ご との

沈下 量 を，図一4

（a ）〜 （e ） に示 す。

図中上側 の 曲線は

AC ス ラブ各測点

に お け る完成時 か

らの 累積沈 下 量 で

あ り，下側の 曲線 図
一3 水 準 測 量 点

　 （ ） ： い ず H
’
Lt／、限 界値，＊

地覆間 の 高低差

は各点問の 不等沈 下 に よ る横断方向の 沈下を表 し て い

る。

　 1．4　結果 の 考察i

　 1．4．1 沈下 耻に つ い て ； AC が完成 し た 時点 は場所

に よ っ て 多少異 な っ て い る が （42 年 5 月 か ら 43 年 3 月

まで の 間）現在 （45 年 2 月）まで の 全沈 下量 は 揚所 ご

とに 大きく異な一一
） て お り，多 い もの で は，FA −

、 の 115

皿 m 少ない もの で は ，UA −
、 の 20　mm 程度と な・．・て い

る。そ して，UA ．．夏 を除い た ア プ ロ
ー

チ ク ッ シ ョ ン の沈
一
ド速度 は 大 きくま だ 当分沈 下 は 続 くもの と 思 わ れ る 。

AC 建設当時，ほ と ん ど の 個所 で 沈
．
ドを見込 ん だ 100　m 皿

の 上 げ越 し をや っ て い る が ，現在 ま で の と こ ろ こ の ．Eげ

越 し量 も し くは，そ れ 以 上沈 下 した の は FA −1 で あ り，

他は 26〜98mm 平均し て 60　mm 位の 上げ越し量 が残

留 して い る 。

　 1．4．2 メ ナーゼ ヒ ン ジ許容回転量 との 関係 に つ い て ：

メ ナ
ーゼ ヒ ン ジ許容 回

．
転量 か ら決 ま る支承 変位の 許容 限

界量 は ，UA −
、，120 皿 m ，　 FA −t，　 FA −

、，150 　mm で ある。

（その 他の 個所 に つ い て は ピ ン 支承 なの で問題 は ない 。）

し か る に，FA−， で は沈 下 量 がす で に 90 〜 110　mm に達

し て お り ， か つ 過去 1 年間 に 約 30mm の 沈下が み られ

る の で 今年度中 に は ， 許容限界値 150 皿 m に 達す る 恐
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れ が多分 に あ る。そ れ ゆえ，沈下追跡を行な い つ つ ， 今

秋末頃は じめ て の ジ ャ ッ キ ア ッ プ を行な う予 定 で あ る。

ジ ャ ッ キ ア ッ プ の や り方 に つ い て は 目下検討中 で あ り詳

細 に つ い て は い ず れ報告す る 機会もあ る もの と 考 え て い

る D

　 1．4．3 路面 コ ウ配 か ら決 ま る 補修限界 と の 関係 につ

い て ：乗 P心地 の 面 か ら規定 され る路面 コ ウ配は O．995

（1（）O　km ，
ih に お け る許容限界値） で あ り， こ れをス ラブ

の 変位に 直す と 135mm と な る 。

一
応 こ の 規定 は 全部 の

個所 で 満足 され て い る が，上げ越 しをや っ た 割 に は沈下

が少 な く，6〔｝〜95 皿 皿 もの ヒげ越 し量が 残留 し て い る

個所で は ， 走行時 こ の 上 げ越 し の 影響 が 感 じ られ る。

　 1．4．4　不等沈下 と 許容回転支承変位量 に つ い て ： ス

ラ ブ の ね じ りセ ン断応 力か ら決 ま る許容回転支承 変位 量

は ，FA −
、 で 20　m 皿 そ の 他 で 25　mm で あ る e た だ し，

こ の 値 は 主 板幅 8000 　mm 間 の 変位差 で ある か ら，本測

定 の よ うに 地覆間 で 表現す る揚合 は，お の お の 29mm
，

お よび 39m 皿 ま で 許 さ れ る 。

図 一4 に 示 し た UL
，
　LL 線 が

許容変位量の 上限，お よ び下

限値 で あ る の で ，現在 の と こ

ろ ， 不等沈下 に よ る ス ラ ブの

ね じ り は十分許容値内に収 ま

っ て い る。次 に 図
一4 （a ）〜

（e ）に 示 した 不等沈下 の グラ

フ の 中で 特筆す べ き 点 は，不

等沈下 の 再配分 が み られ る こ

とで あ る。すな わ ち ，あ る個

所 の 不等沈下 が あ る 程度 ま で

進 む と，ス ラ ブの 剛性や支承

部 の 拘束の た め ， 荷重 の 再配

分が な され ，今まで 沈 下 の 少

な か っ た部分 の 沈 下 が促進 さ

れ ， 全体 と し て 不等沈下 の 減

少 する方向 に 進むな ど
…

定期

間 ご とに不 等 沈 下 の 増 減がみ

られ る こ とで あ る 。 こ の 状態

の
一

例 を図
一5 に 示 し て お

く。こ の 不等沈 ドの 再配分性

があ る こ とは ，AC 方式 に と

っ て 非常 に望 ま しい こ と で あ

り，
こ の 面 で の 補修時期が か

な り遅れ る 結果 とな ろ う。

　 1。5 ア プ ロ ーテ ク ッ シ ョ

　　　　ン の ま と め

　 以上 の 結果 よ り，船子 ， 歌

川地区 に建設 した AC は ，

一

応成功 した と考え

られ る 。 た だ メ ナ

ーゼ ヒ ン ジ に よ る

許容変位量が，理

論的 に 考 え られ て

い た値 よ り， ず っ

と少 な い こ と が実　釜
　　　　　　　　　 繭
験 で確か め られ て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ；鯉

お り，こ の た め に

路面 コ ウ配 の 上 げ

越 し 量が沈下 に よ

り吸収 さ れ ，ち ょ

うど良い 時期に 再

び ジ ャ ッ キ ア v プ

をせ ねばな らぬ 点
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無．事完了 し た い もの で あ る。

2．江 尾地区改良工 事

　富士 市江尾地 区 は ，富士市か ら沼津市に か けて 広が る

軟弱地盤地 帯 に 属 し ， 地形的 に は ，愛鷹 山塊とチ ュウ積

平 野 との 接触部 に あ た る。東名高速道路 が 通 過 す る の

は ，こ の 愛鷹山麗の浸蝕谷 の一
つ で ， 第三 紀 の 愛鷹角 レ

キ疑灰岩を基盤 と し，厚 さ 13〜20m に お よ ぶ 軟 弱 層

（有機質） をもつ 部分 で あ る 。 （図
一6，7 参照）

　東 名高速道路 は ，当軟弱地盤 の 延長 330 皿 の 内 115m

を橋 リ ョ ウで 渡 り，残 P115m を盛土 で 通過す る こ と

に な っ たが，盛土 に お け る安定 と沈下 に 関 して 種 々 の 問

題が想起され た の で ，次節に の べ る よ うな軟 弱 地盤 対 策

を行 な うな ど十分 な 検討 を行な っ て 施 工 し た 。 し か し，

建設時点 か ら引 き継 い で 行 な ’v て き た 動態観測 の 結果 に

よ る と，沈下量 は 予 想 以 上 に 大き く，か つ 盛 土 の 東南方

向 へ の 水平移動が供用後も継続す る な ど の 問題 が 起 こ っ

て い る ため ，盛土，お よ び カ ル バ ー
ト ボ ッ ク ス （以 下

CB と略す ） の 安全 性 を た か め ，同時 に 早期安定化を 目

指 して 目下改良工 事 を実施中で ある。こ こ で は ， 江尾地

区 の 改良工 事 と動態観測 の 結果 に つ い て 述べ て み た い 。

　 2．1 当 初設 計

　当初予想沈下量 は 5m
， 盛土 は 不安定と判断さ れ た た

（a） 法

8

図
一7　安 定計 算に用 い た ス ベ リ湎 （No ．3 断画 ）

め ， 基礎地盤改良対策 とし て ， ナ ン ドコ ン パ ク シ ョ ン パ

イ ル （SCP ） 2，280 本，サ ン ドパ イ ル （SP ）850 本 を 中

心 と し て ，サ ン ドマ ッ ト 7000m2
， 押 え盛土 ， サ

ー
チ ャ

ージ な ど を併用 して 盛土 を行な っ た 。 さらに，荷重軽減

の 目的 で 上 部約 7m を連続 CB に ，こ れ と橋台を結ぶ

ス ラ ブ は ジャ ッ キ ア ッ プ で き る構造 と し，橋 台 の ク ツ

（沓） に は ，橋軸直角方向の 変位 もあ る 程度許容 で き る

構造とす る な ど ， 設計 に は 万全を期 し たもの で あ る。

　 2．2　改良工 事前 の 状況 と盛土 の 安定解析

　 2．2．1 改良工事の 状況

　 当地区 の 工 事を開始 して か ら， 昨年 10 月ま で の 累計

沈下量 は 最大 5．6m に 達 し，昭和 44 年 9 月頃 に お い て

もな お盛 土 の 沈下量は 月 2c 皿 位 ，　 CB 南側小 段付近 の

水平変位 は 東南方 向に 月 1〜1．4cm 位の 値で あ っ た。

こ れ につ れ て ，CB な ど も 1 月 に 5mm 程度 の 水平変位

と，1 ，5cm 程度の 沈下 を起 こ して い る 。 そ して ， 盛土

ノ リ面 に は ， 図
一6 に示す よ うな ク ラ ッ クが発生 して い

た。こ の ク ラ ッ ク の 発生時期な ど は 明確 で な い が ， ク ラ

ッ ク （B ）は 44 年 12 月 に 発見 し，ク ラ ッ ク （A ）は そ

れ 以前よ り発生 して い た。今年 に な っ て グ ラ ウ ト材 を充

テ ン し たが，そ の 後ク ラ ッ ク は落着 い た模様 で あ る 。 な

お CB の 沈下の た め ， ア プ ロ
ー

チ ス ラブを今ま で に 3 回

ジ ャ ッ キ ア ッ プ し て い る。

　 2．2．2 改 良工 事前の 盛土 の 安定解析

　改良工 事に先立 っ て ，新た に 行な っ た地質調査 ， 動態

観測 の 資料 な ど に よ り盛 土 の 安定計算 をや り直 し た。道

路 に 直角な方向 の N 。 ．3 断面 （1／3．48k．P ．）と道路 に約

45°の 角度 を なす No 、4 断面 に つ い て 以 下 に の べ る 。

（a ），（b）両法 に つ い て 計算を行 な った。（仮定ス ベ リ面

は 図
一7 参照）

　 （a ）法 ： 主動 ス ベ リ部 は レ キ層 と腐植土層の 境界 に

沿 っ た ス ベ リ面 を仮定し ， 次式 に よ り安全率 Fs を求 め

た。受動ス ベ リ部は 円弧 ス ベ リ面 と し て い る。

　　 Σ （C ・L ＋ W ・cos θ・tan φ）Fs＝
　　　　　 ．ΣW ・sin θ

　（b ）法 ： （A ） ク ラ ッ ク 発生地点 と海側斜面先の 変状

の 激 し い 地 点 を結 ぶ 3 個 の 複合 円弧 に よ る ス ベ リ面 を仮

定し，赤井氏 の 公 式 （2 ） を用 い て 安全率 を求 め た。

・・
一 ヱ畿 1謙畿響識 筆筆綴 1笠

　　　　　　　　　　　　
・……………・…・……

（2 ）

　計算に 必 要 な強度定数 は 表
一2 に ，計算結果 を表

一3

に 示す 。

　2．3 改良工 事の 概要

　改良工 事 は 計 14 種類 の 対策 工 に つ い て 安全性，経済

性，施 工 性な どの 総合的検討を行な った 後，本線山側，

お よ び 海側 の 盛 土 を掘削除去 し盛土荷重 を軽減す る 土取

土 と基礎 ，
18− 12 （154）
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表一2 土 質 強 度 係 数

項 目 　種 類 iφ（
°C）IC（・1mリ レ伽 今

盛 土 部

サ　 ン　 ド　 マ　 ツ　 ト

腐　　植　　土 　　層

盛土 区域内，標 高 14m

腐 　 　 植 　 　 土 　 　 層

盛 土区域内標両 以下お よ

び 盛 土 区 域 外

地下水面 上
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表一3　安 定 計 算 結 果
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図
一8　基 礎地盤 改良工 事 説明 図

り 工 事 と，揚水井と盲排水溝 を 整備す る 揚水工 事を実施

す る こ と に な っ た 。

　 2，3．1 土取 り工 事

　 土取 り工 事 は ，図一8 に示す   ，   部分 の 捨土掘削

を主 とす る もの で ，掘削土量 は ，
7 ，125m3 （他 に 構造物

掘削 1，784m3 ） で あ り，44 年 12 刀 25 日〜45 年 3 月

31口 ま で の 工 期 で 実施 した。こ の 工 事 で は ， ス ベ リ荷重

を軽減す る こ と に よ り，安全率を 0 ．98 か ら 1．20 に引 き

．一ヒげ る こ とが で き た とみ られ て い る。

　．2．3，2 揚水 工 事

　 本 工 事 は ，図
一8 に 示 す よ うに ，本線北側2 個所，南

｛lliJ　2 個所 ， 計 4 個所 に 直径 3．5m ，平均深 さ 12　m の 集

水井 を掘 り， さらに 盲排水 ミゾを増設 して，地下水位 を

・低下 させ て 地盤改良を行な お う とす る もの で あ る 。 工 期

は 45 年 4 月 15 目〜8 月 3 日 で あ り，現在，北側 の

井戸 二 本 は 掘削 を完 了 し，200・−300　t！min の 水を くみ 上

げ て い る 。 南側 の 井 戸 二 本 に っ い て は ，現在掘削中で あ

る 。本井戸 に は，揚水 ポ ン プ も設置 し ， 地
．
ド水 が サ ン ド

マ ッ トよ り上 に く る とポ ン プ を作動 し揚水す る計画 で あ

る。

　 2．4　重力態 観 潰り

　動態観測 は ，盛 「辷建設 当初 〔42 年 5 月 ） よ り 継続 し

＿205
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図一ID　 CB 水平変 位測定結 果

て 実施 して お り ， 観測項 目は ， 沈下 ， 水平変位，間ゲキ

水圧 ， 地中傾斜 ， 水位 ， 地 ス ベ リ量 ， 基礎 グイ の ヒ ズ ミ

な どで あ る 。 観測項 目，観測計器数と も漸増 して い る。

埋設計器 の 位置などは ，図一6 を参照され た い 。動態観

測 に 関す る資料は膨大な もの で ， とて も全部を掲載す る

こ とは 不 可 能 だ が ， ご く
一

部 の 例を 図
一9，10 に 示 し て

お く。観測 は 現在 も実施 中で あ り， か つ 解析作業も途中

で あ る が ，盛土，CB と も安定化 の きざ しが 見 え は じ

め ，土取 りな らび に 地下水位低下工 な どの 対策が効果を

発揮し は じ め た よ うで あ る。

3．由比地 区 中央 分離帯 シ ャ光物に つ い て

　 由比地区は 富士川 S．A ．と清水 1．C．との お よ そ中間

に位置 し，東名の 中で も唯一
の 海岸線 に そ っ た部分 で あ

る。−L記個所 に っ い て は ， 昭和 43 年 4 月 25 日開通 に

先だ っ て ，潮害 に 強 い と され て い る ウバ メ ガ シ 植樹 工 の

冬期施行 （2 月中）を行 な っ た の で あ るが，以後の 生育

は悪く，開通直前に枯保証工 事と して 再施 工 し た もの で

あ る。再 施 工 して 2 年近 く を 経過 した後 で も， 全体 の 2

〜3 割の 枯死 があ り， 生育 して い る もの もシ ャ 光効果を

期待す る ま で に は 到 らなか っ た。

　以 上 の よ うな経過 か ら昭和 45 年 2 月 15 日〜3 月 20

日 の 工 期 で 由比地区中央分離帯植樹改良工事を行な った

の で ある。こ こ で は，上 記 ウバ メ ガ シ の 生育不良の 原因

を追求 し，改良工 事 に 使用 し た各材料の 選定理由お よ び

施工内容を説明 し ， 以後の 中央分離帯 シ ャ 光物 の 参考 と

した い と思 うの で あ る 。
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　3．1　 ウバ メ ガ シ生育不良 の 原因

　 上 記 の とお り由 比 地 区 は 海岸線 に そ っ た 特種 な個所 で

あ る。生育不良 の 原 因 と し て第一に考え られ る こ とは ，

塩 （潮）害で あ るが，一般 に植物に対す る 塩害 （土壌中）

の 程度は そ の 植物に よ って 個体差 が あ り明確 に は い えな

い が ，
0 ．04％ を 目定 と し て い る 。 昭和 44 年 6 月道路公

団試験 所 に 依頼 し た 測定結果 に よ れ ば，土 壌塩 分 は最 も

被害 の 大きい 個所で ，0・01％ で あ っ た。 こ の 結果今回

の 塩害 は 土 壌 中の 塩分 に よ る もの で は な く，葉 の 表面 に

直接 付着す る塩分の 害 で あ る と思 わ れ る が ，こ れ は植物

生理学的 に 以 ドの よ うに 説 明され る もの で ある 。すなわ

ち ， 葉 の 表面 の 濃度 が 付着 し た 塩分 に よ り濃 くな り，葉

の 内部の 組織細胞 の 水分 をうばい 取 って しまい ，葉が し

お れ ，やが て 枯れ て し ま う。第 2 に開通 日 との 関係か

ら ， 施 工時期が冬期 （2 月 中） で あ っ た 点 で あ る 。

一．．
般

に 常緑樹 の 移植適期 は梅雨期が最も良い と され て お り ，

2 月 は 不 適期 で あ つ た。こ の た め ， 樹木 も相 当弱 わ 一．・て

い た と思 わ れ ， さ ら に早春 の 季節風 に よ り海水が ス プ レ

ー
状 に 葉に か か り被害を大 きくし た も の と思 わ れ る。第

3 の 原 因 と思 わ れ る もの は 風 害で あ る。一般に海岸線は

風が強く，植樹した樹木の 根が地 上部の ゆれ に と もな・．1

て ， か な り動 い て い た の で は なか ろ うか 。 こ の た め ，活

着する の が遅れ ，第 1 ，第2 の 原因 に 拍車をか け たの で

は な か ろ うか 。

　 3．2　対策および シ ャ 光物 の 選定

　 3．2．1 対 　 　 策

　現在 の ウバ メ ガシ で枯死 し た もの を補植 し保護養生 に

よ り，シ ャ 光効果を期待す る こ と もま っ た く不可能 で は

な か っ た が ，保護養生 に よ る 費用 も大 きく， 必 要型状寸

法 に生育す る まで の 期間も相当年数を要す る と思 われ ，

新 し く別 に シ ャ 光物を考 え た方が妥当 で あ る と思 わ れ

た。新 しい シ ャ 光物を考え る に 当 っ て 次 の 事項 を考慮し

た。

（a ） 機 　 能

（b） 経 　 済

… 趨 上 ・ 瀰 く

性く纛講
・〈鷺幽 慧 置勘 耐用

　　年数）

　　昼問 の 美観
　 　 　 　 　 　お 　

　　夜間 の シ ル エ ッ ト

　3．2．2 各 材 料

O ＝ ＝一
サイ ラ ン （マ オ ウ ラ ン ）

　二 ．z ・一一ジ ラ ン ド原産 の ユ リ科草本植物 で ，潮害 に 強 く

海 岸 に多く 自生 し て い る と され て い る 。目本に お い て は

1940 年頃より葉 か ら繊維 を取る 目的 で 栽培 され て い た

が最近 で は 積極的 に栽培 され る こ と もな く，畑等 の 境界

に放置され て い る 。 移植 も容易 で 単価的に も非 常 に 安

10

く，機能性，美観上 と も比較的す ぐれ て い る と思 わ れ る，，

た だ し ， 移植時 に お い て やや 樹勢が衰え ， 根が 活着す る

ま で の 期間，多少見苦 し くな る 恐 れ があ る 。

○ ホ ン コ ン フ ラ ワ ー

　材料は ポ リ エ チ レ ン で 現在市販 され て い る物は，一
般

に観葉植物 （ゴ ム の 木，ドラ セ ナ etc ） や ，つ る性 樵物

が 多く， 屋内 に 設置す る こ と を主眼と して い る もの で あ

る。こ の た め，今回 の よ うな 風 の 強 い 屋外 で は ，それ に

耐え得る構造 に し なければならず ，既製の 物で は不可能

で あ る こ とが 判明 し た 。 こ の 目的に そ ワ て 試作 させ た 見．

本 に よ れ ば，機能性 に は 閥題 が な い が ， 経済的 に か な り

高価に な ら ざる を得な い と思 わ れ る 。

O 網 に よ る 円柱体

　 こ れ も材料 は ポ リエ チ レ ン 系の もの で ， 製造 工 程 に お

い て 径 6DO　mm の 円柱の 形 で 出 て 来 る もの を ， そ の ま ま

シ ャ 光物 と して 応用 し よ う とす る もの で あ る ． ただ し，

網だ け で は 強風等 に対 し構造上弱 く， 何 ん らか の 補強が

必 要 とな り，経済的 に 問題 も多 く ， 美観上も感心 で きな

い もの と思 われ る 。

O シ ャ 光網 お よ び シ ャ 光板 （柵）

　 シ ャ 光網 に つ い て は 名神 の
一
部 で 試験施工 し た も の

で ， 材料は上記 の ポ リエ チ レ ン 系 の 網 で あ る。シ ャ 光板
．

に つ い て は ，従来施工 され て い る 鉄製 の もの で は 塩 分 に

よ る 腐蝕が激 し く，ア ル ミニ ューム 等 ， 塩害 に 強い もの

を必 要 と し，単価的 に も か な り高価 と な り ， 美観 上 も好

ま し くない
。

　3．2．3 各材料の 評価お よ び 選定

表
一4 各 材 料 の 評 価

＼

月項丶＼

　

、、
　

＼

＼ −
＼

料

　

材

 
体

 

イ

万

柱

飯

ザ

ン

　
光

［
コ

円

ユ
ン

　

ヤ

ニ

ホ

綱

シ

・

靉
BBBA

　
」

済経

薔
ACBC

機 　能　 性

・ ・ 光1灘
AAAA AAAA

美　 　 　観

昼 間　 夜間

ABBC AABC
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ABBC

注 1 単 価に お け る　 A は 1、000 円tm 以 下

　 　 　 　 〃　 　 　 B は 2，  00 円1m 以下

　 　 　 　 〃　 　　 C ぽ 4，  円／m 以上

注 2　維持管理 に お け
』
る　 A は 現 状以 ド 〔現状 と は 自然 樹木 に よ る 維 持

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 管 理 ）

　 　 　 　 　 〃 　 　 　　 B は 現 状

　 　 　 　 　 〃　　　　　　　　C ；k 現 オ犬以＿ヒ

　以 上 の 結果 に よ りニ ュー
サイ ラ ン の 植栽 が もっと も有

力 と判断 され ，これ を主 体 と して ， 以下 3 ，3 の よ うに 改

良工 事を施工 した。な お ，今後の 資料を得る た め に ホ ン

コ ン フ ラ ワ
ー

お よび網 円柱体を試験的 に 施工 し た 。

　3．3 改良工 事 の 内容

　改良工 事 は 図
一11 の よ うで あ っ た 。な お生育不良の

ウバ メ ガ シ に つ い て は 既設 の 支柱 を撤去 し ，不良部分を

強 セ ン 定して，修景 用植栽 と して 残 こ し て い る。
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○ニューナ ィラ ン 植栽工

O ホ ン コ ン フ ラ ワ ー
≡殳置工

Q 網 円 住体 設 置工

図
一11

KP 　135376 〜KP 　137．5−65

6m 間隔 　1個 所 3 蛛植 　計 380個 所

KP 玉35，2 ＋ 12〜KP 　135．376
6m 間陬 1個 所 3 本設 置 計 30 個所

KP 　135．0 ＋ 68〜KP 　I35．2 ＋ 06

3m 間隔 　1個 所 1 個設 置　計 30 個所

施 工 個 所

写 真
一1 ニ ユーサ イラ ン 植栽 工

　ニ ューサ イ ラ ン ， ホ ン コ ン フ ラ ワー
お よび網 円柱体は

写真
一1〜5 の とお りで あ る が ， 以後 と も

一
般の 批評 を

聞き，観察の 結果 と と も に，別 の 機会 に報告す る つ も り

写真一4　網 冂 †主f本設 置 工

で あ る 。

写 真一5　網 円 柱 体 設 置 工

4．盛 土 ノ リ面 に発 生 した ヨ トウ虫の害に つ い

　　て

　昭和 44 年 6月〜 9月 に か けて 中央分離帯 の 芝生 お よ

び 盛土植生 ノ リ面 に ヨ ト ウ虫 （注）が 発生 し，中央 分離帯 の

コ ウラ イ芝 ， 植生 ノ リ面 の ク ロ ーバ
ー

が喰害を受け た 。

コ ウ ライ 芝 ， ク ロ
ーバ ー自体の 害

t，t ・S、ツ
ー
　

幽・・1 ．．鹽
　
』
　　　　　 玉 v 一

　 　 　 　 諺

　 　 　 　 2

　　 1、成虫 （ほぼ 実物大）
　　 2、　幼虫　（邦勺0琶f音）

　　 3、葉に うみつ けられた卵

図一12　ヨ 　 ト　 ウ　虫

（注 ）　ヨ トウ 虫

　　
コ トウ 里ぱ ヨ トウ ガ亜 科 ヨ トウ ガ の 幼虫 であ t］　p 多 くの 種 類 が あ る （図

一12参 照）．今 回発 し た の ま 「ハス モ ン ヨ トウ」 と い わ れ る ぺ，の で ，こ c）幼

　 虫 は 灰 カッ 色 で ，ハ ナ ヤ ザ イ ，ダ イ コ ン ，ウ リ類，ナ ス ，ワ タ ，茶 な ど を主 ：C 夜閊喰害 し ，日中は 土塊 の 下 な とに ひ そ ん で い る 。幼虫 の 発生時期は

　 5〜6 月 と 8〜10 月の 2 回 と され て い るが ，気象条件 ；二 よ っ て は 年3 回 o）es・1・もh る ．特、こ秋に 発土 ゲる も の は 喰害もは T し く被害は 大きい 。成 虫 tx

　 7〜8 月 ど 10 月下旬 に 中型 の 蛾 ζ な る が 成 虫後O 喰害1よな い 。
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は 大きい が，そ れ らの 構造 自体 に 決定的打撃 を受 ける ほ

ど で は な か っ た。し か し 当公 団 側 の ノ リ面 に 発 生 し た ヨ

ト ウ虫が一
般民有地 に ま で ，そ の 喰害を 及 ぼ す に 至 り問

題が大きくな っ た の で あ る 。 そ こ で 今回 の ヨ トウ虫 の 被

害 状 況お よび 防除方法 を説明 し，さ ら に 今後 の 対策に つ

い て 考察 した い と思 う。

　 4，1 被害個所，面積お よ び 時期

S ．44．6 厚木〜大井松 田 IC　中央分離帯　　約 300 皿
z

　　　　沼津〜富士 1．C 　　　　　　〃 　　　　糸勺 2，000　m2

S ．44 ．9 静岡 LC 上線東盛 辷ノ リ面 　 　 約 1．OOO　m
！

　　　　焼津〜焼津 B ．S 西上
．
ド線盛 土　 約 20，000　n12

　　　　雛繍 監上灘 。｝・ ・…  

　 4．2 被 害 状 況

　 o 中央分離帯芝生地一
コ ウ ライ芝の み が 喰害 され ，

地 上部は ほ とん ど 喰い 荒ら され て し ま っ た 。 し か し ， 発

生数週間後 に は ，被害を受け た コ ウ ラ イ 芝 も再生 し ，特

VJT亅な実害 は なか っ た 。

　 O 盛± ノ リ面
一

植生 の 内，ク n 一バ ー
の み を 喰 害

し，他 の ケ ン タ ッ キ ー 31 フ ェス ク 等 に は 喰害をお よ ぼ

．さ な い 。した が っ て ク ロ
ーバ ーが 密 に 繁茂 し て い る個所

こに被害が集中 し た 。 し か し，こ れ も E記 中央分離帯 の 場

合 と 同 じ よ う に 以後 の 再生 をみ ，盛土構造 自体 の 被害 は

少 な か っ た。た だ し最初 に 記 し た とお り，盛土 に 発生 し

、た ヨ トウ虫が ，一
般民有地 の 畑等 に侵 入 し，作物 に 喰害

を 加 え る危険性 が あ る 点 （た だ し こ れ は 逆 に 民有地 か ら

当公 団盛土 に侵入 し たの か も知 れ ず，結 論 は 出 て い な

い ） お よ び，以 後 も当公 団 の 盛土 が ，
ヨ トウ虫 の 産卵 に

．適 し て い て 繁殖 を助長 させ る危険性が ある な ど か ら早急

記 対策を講じ る必 要 が あ っ た。

　 4．3 防　 　　除

　 沼津 1．C 〜富士 1．C の 中央分離帯に つ い て は ， 発見

後 ，数日 を経 て ，マ ラ ソ ン 乳剤 1，000 倍液を 1 回 散布 し

た 。そ の 後の 発生 は な く ， 上述 の とお り喰害を受け た コ

ウラ イ芝 もまもな く再生 し た。 厚木
〜
大井松田 1．C 中

央分離帯 に つ い て は ， 被害 も少 な く，あ え て薬剤 処 理 を

行な わ なか っ た 。
9 月 に 発 生 し た 盛土 ノ リ面 の 害 に つ い

て は，問題が大きか っ た た め ， 当公 団独 自で 各個所 廴〜

2 同の 薬剤散布 を行 な い ，そ の 後，地 元 農業協同組合と

協議の 上 ，被害個所周辺 を含 め て ，

一
斉防除   を行 な

っ た の で あ る 。

　 4．4　今後の 対策

　
一

般 に 害虫の 大発生 は ， 天敵 ， 気象条件等に よ り数年

の 周期 で 起 こ る もの で あ る と され て い る 。今 回 の ヨ トウ

虫 に つ い て も当公団 の 関係 ばか り で な く，住宅団地 ， 公

園等で 全 国的 に 発生が見 られ た と の 報道 もあ る こ と か

ら，上 記 の 数年 の 周期 で 起 こ る 発生 と も考え られ る。よ

っ て 今年度 に 44 年度 と同 じ よ うな被害を受け る 可能性

は 少ない と推 察され る。た だ し被害ノ リ面 をそ の ま ま放

置 して お い て もあ る程度の 再 生 は あ る が ， 特に被害 の 大

きな個所 に つ い て は ，表面浸食 を起 こ す危険 も考えられ

る 。 こ の た め ，
3〜5 月の 時期 に ケ ン タ ッ キ

ー 31 フ ェス

ク を被害地 に播種 して ，ノ リ面 の 浸食を 防止 す る 必要 が

あ る。ま た ヨ トウ虫 が 喰害 す る の は，ク V 一
バ
ー

の み で

あ る か ら，建設時に お い て も， 隣接地 に そ さい 類の 作物

が 栽培 され て い る とこ ろ に は，ク ロ
ー

バ ーを使用 しな い

方向 で 検討す る 必 要が あ る。

ま　 と　 め

　以上簡単で あ るが，東京管理 が実施 して い る 問題 に つ

い て 述べ て きたが，今後も継続し て 動態観測 を行 な うと

同時に，終局 の 目的 に 向 か っ て さらに 改良 を加 え て い き

た い と思 っ て い る。こ れ ら に つ い て は ， 別 の 機 会 に発表

で きれ ば と考 え て い る．

　　　　　 　　　　　　　　　 （原稿受付 ，
1970 ．6．15）

（注）　一斉防除 ；被 害個所の み ，あ るい は 一部 の み を薬 剤 散 布処理 して

　 も，処 理 して い な い 所 へ 害 虫が 移動し ，結局薬効が切 れ た 後に 再び

　 繁殖 し ，効 果が少 ない 。 こ の た め ，被害個所お よ び モ の 周 辺全体に

　 処理 す る必要 が あ る 。

※ ※ ※
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