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1． は じ め に

　各種構造物 の 設計 は ，［仕様設計」 か ら 「性能設計 」

へ と移行 し て い る。そ の 背景 に は，国 際的 な競争力 の確

保 ・育成，建設市場 の開放， 責任所在の 明確化 ， 公共投

資 の 効率化な どが 挙 げ られ，社会資本整備 の 手段な ど制

度 の 変革も，そ れ を後押 し し て い る 。

　性能設計は，そ の 構造物の 目的，要求性能，性能規定

な らび に性 能照査 に対 して ，数値解析
・
模型実験 な どの

適切な手法 に よ っ て ，その 性能が満足され る こ とを照査

す る こ とか らな る。す な わ ち，設計者 が構造物に求め ら

れ る 性能 と重要性 を 規定 し，そ の 性能を保証 す る た め の

規 定値 を設 定 し，何 らか の 方 法 で 照 査 して，そ の 砧 質 を

保証す る の で ある。

　構造物を構築す る主 な材料 で あ る コ ン ク リ
ートや鋼は ，

JIS規格 と して その 性質が 保証 され て い る。し か しなが

ら，構造物 を支 え る地 盤 は，周 知 の とお り，そ の 成 立 ち，

構成 さ れ る 土 質 の 種類，環境状況 な どの 違 い に よ っ て ，

支持す る荷重 の 大 き さ や生 じ る変形 が 異 な る 。 さ ら に，

同 じ地盤で も， 施工 順序 な どに よ っ て ， 変形挙動が 異 な

る。こ の よ うな 地盤の 特性 を 考慮 して，構造物を設計 ・

施tt．して い くこ とが ，建設技術者 と して 重要 とな る。

　本文 で は．構造物基礎 の 設 計 を 念頭 に，地盤 ］二学 が 必

要 となる留意点を中心 に 取 りまとめ て い く。

砂 地盤 で は，透水性 が 高い ため，地盤内に は 過剰間隙水

圧 は 蓄積 さ れ ず，載荷 に よ り有効 拘束 圧 が 増加 して ，有

効応力経路 は 右．ヒに 移行 し，破壊線 に 達 して 破壊 に至 る

（A ⇒ B ）。

一
方，粘土 地 盤で は，透水係数 が低 い た め ，

載荷 に よ り生 じた過剰間隙水圧は蓄積されて ，平均有効

応力は 左上 に移動 し，破 壊線に達す る （A ⇒ C）。こ の よ

うに ，破壊線 に 達 し た と き の せ ん断抵抗が 異 な る こ とが

支持力の 違 い とな るの で あ る 。

　 こ の よ うに ，地盤 に 与 え る作用が同 じで も，対象 とす

る地盤特性が異なれば，地 盤挙動 が 異 な るの で あ る 。 地

盤 に構築す る構造物の 設計は，構造物 を構築 した ときな

らび に そ の後 の 作用 に対 す る 地 盤の 応答 を予 測 し，そ れ

が 構 造 物 の 機能を 損 な わ な い よ う にす る こ とで あ る。

　性能設計 で は，要求性能 を 満た す た め の条件 を性能規

定とし て定 め ， 数値解析等 で 性能照査するとい う流れと

な る。図
一．一・2 に，基礎構造 の 設計 フ ロ

ー
を示 す。構造物

の 目的 と機能 か ら，必 要 とされ る構造物 の 要求性 能 が設

定 さ れ る。以 下，設計フ ロ ー
を 概説す る。

　2．1 要求性能

　基礎構造の 要求性能は ， 二 つ の 性能 レ ベ ル に 対 して ，

表
一 11）の よ うに設定 さ れ て い る。具体的 に は，そ れ ぞ

れ の 性能 レ ベ ル に 対 して 限界状態 を想定 し，あ ら か じめ

抽 出 さ れ た 性能項 目 〔基礎の 変形角，傾斜角，部材の 応

力
・
変形，地盤 の 鉛直支持力

・
沈下

・
液状化な ど）の 算

2． 設計フ ロ
ー

と留意点

　物体 に 力 が 作用 す る と，そ の物体 は 変形 し，ある大 き

さ以 上 の 力が 作用す る と破壊す る 。 た とえ ば ，梁に 荷重

を 加 え る と，梁は たわ み ，そ の 形状は加 えた荷重の 大き

さや 分布 に 依存 す る 。さ ら に 荷重 を 加 え て い く と，あ る

時 点で 梁 は 崩壊 す る。こ の よ うに，物体の 変形は加 え た

作用 に 対する物体の 応答 で あ り，加 え た 作用 と作用 を受

け た物体の 特性 で 定 ま る の で ある 。

　圭粒子 で構成 され る 地盤 に対 して も同様 で ，地盤 に 加

え られ る作用 の 応答 と して ，地 盤 の 特性 が反映 された も

の が地 盤 の 変形 （と きに は破壊） とな る の で あ る。し か

も，土粒 子 の 人 き さ や そ の 配 合 割 合 ，詰 り方 な ど に よ り，

地 盤 の 特性 は 複 雑 とな る こ とか ら，生 じ る 変 形 は梁 の よ

うな 単純挙動 とは な らず に，非常 に複雑 な もの とな る 。

例 と して ，砂地盤 と粘 土 地盤 の 支持 力特性 を 考 え る 。 単

純の た め に ，両者 の せ ん 断抵抗角 と粘着 力 成 分 を 同 じ と

し，同 じ速度 で 載荷 した 場合 を考 え る （図
一 1参照）。
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表
一1　 基礎構造の 要求性能

1）

性 能 レ 要 求性能

ベ ノレ 上部構造 基 礎部材 地盤

終局 地盤 お よ び 基礎の 破褻 基 礎 部 材 が 脆性 地 盤 が崩 壊

限 界 あ るい は 過大 な変位 ・的 な 破 壊 を 生 じ し な い
・
直

変形の 影響 に よ っ て ， ない 。また，変形 接 基礎全 体

上 部 構 造 が 破 壊 し な 性 能 の 限 界 に 達 が 鉛直 支持

い 。建 物 が 転倒 し な い ．し て ，耐力 低 ドを
・1生能 を 喪失

生 じ ない ． し ない 。
損傷 基礎 の 変 位 ・変形 の 影 基 礎 部 材 に 構 造 過 大 な変形

限 界 響に よ っ て ，上部構造 上 の 補修 ・補強 を が 生 じ な

に構 造 上 の 補修 ・補 強 必 要 と す る よ う い 。
を必 要 とす る よ うな損 な損 傷 が 生 じ な

傷 を生 じな い 。過 大 な い 5
傾斜 を生 じ ない 。

使 用 基 礎 の 変 位 ・変形 の 影 耐 久 性 に 支 障 が 使 用 一L有 害

隈界 響 に よ っ て ，上部構 造 生 じな い 。有害 な な 地 盤 の 変

が使用性 ・耐久性 に 支 ひ び割 れ が 生 じ 形 が 生 じ な

障 を生 じな い 。 な い 、 い 。

定値 と設 計用の 限界値を 比較し，評価 す る の で あ る。

　2．2 基礎形式 と支持地盤 の 選定

　構造物の 基礎に は，構造物 に働 く力を地 盤 に確実 に伝

え ，安全 を確保 す る 働 きが要求 さ れ る。地盤 に 伝 え る荷

重 は，構造物の 自重，構造物に作用 す る荷重 ・土 水 圧，

地盤変状 に伴 う荷重 ， 地震荷重 ， な どが あ る 。

　基礎形式を選定す る概略設計 で は，上 記の よ うな想定

さ れ る荷重や 施ニ1二条件を 明確に し，次 の よ うな手 順 で進

め て い く。

　ω　構造物規模 と地 盤 の 状況 を整理 す る

　  　基礎 の種類 と想定 される支持地盤を仮決めする

　（3） 周 辺 環境か らの制約，影響を 吟味す る

　（4） 候補 とな る基礎形式，寸法を定 め る

　  　数 種 の 施 工 方 法 を設 定 し，施 工 環 境 に よ る工 事 の

　　難易度を明確 にす る

　（6） 候補案の 工 期，工 費 を算定 す る

　（7） 工 期，工 費の い ず れ か の 優先 性を 検討 し，全体的

　　な総合 順 位 を きめ る

　 こ の よ うに，設 計 者 は 地 盤 条 件 ，施 工 環境 に あ っ た 施

工 方法を踏まえ た基礎形式 を選定する こ とが重要 で あ り，

施 工 の常識と地 盤 1二学 が概略設 計 に は 必 要 な の で あ る 。

　 2．3　設計
・
照査

　選定 し た基 礎 形 式 に対 して ，詳細な 設計 を行 い
， そ れ

が 妥当 か ど うか を 照査 し て ，施工 に 進 む。こ の過程で は ，

2．2の 検討 に お い て 不 足 して い る 地 盤情報を収集す るた

め の 地 盤 調査 や 十 質試験 を行 う こ と も 含ま れ る 。 こ れ ら

地盤情報を踏まえて ，設計の た めの 地盤モ デル を策定し，

想 定 さ れ る 作 用 を 与 え て，地 盤 や構 造 物の 応 答 を算出す

る。そ の 結果 と性能規定 と し て の 規制値 と を比較 ・評価

して ，基礎 の寸法や 剛性，地 盤 の補強や 基礎 の設置深度

な どを 決走 して い くの で あ る。

　建築基礎 の 照査項 目は，鉛直支持力，滑動，浮 E り，

即 時沈 下 ，圧密沈
．．
ド，基 礎部材の 健全性な ど で ある。こ

れ ら照査式 は基 準の 中で 示 され て お り，設定 し た 地 盤 モ

デ ル に よ っ て 応 答値が 決 ま っ て くる の で あ る。そ れ ゆ え，

構 造 物 を 設置 す る 地 盤 の モ デ ル 化，す な わ ち ，層構成 と
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そ の層 の地盤定数をどの ように 与 え るか が重要 とな る 。

　た とえ ば，粘土 と砂 の 互層地 盤 が あ っ た とす る と，そ

れを互層と見 る の か ， 単一．・の粘性土層，もし くは 砂質土

層 とす るか で ，評価 が 異な る 。 し か も ， 土 質試験の 結果

は，あ る大 き さ の供試体で 行われる ため，それがその層

を代表 す る も の と して よい か 判断 に苦 しむ こ と もあ る。

こ の よ うな 場合，ど うす るか が 技術者 の腕 の 見せ 所 で あ

ろう。一
般 に は ， 応答が 安全側 とな る よ うな モ デル化が

行わ れ る。例 と して，沈下 を問題 とす る場合 に は，粘性

土 層 と して モ デル化し，圧密沈下 量 を算定す るの で あ る 。

た だ し，ば らつ い て い る物性値 を
一

様 の 地盤 と して の 代

表値 とす る際 に は，い くつ かの 注 意点 が あ る。

　 2．4　設計に おけるそ の 他の 留意点

　地 盤 は そ れ を構成 す る土粒子群 と間隙か らな る 。 間 隙

が水で 満たされて い ると，土粒子に は浮力 が働 き，土粒

子の 自重 が与 え る有 効 応 力 は浮 力 を 差 し引 い た もの とな

る。そ の た め ，対象 とす る 地 盤 の 地 下水位 を把握す る こ

とが 重要 とな る 。 特に ， 砂 層 が 存在す る場合 に は ， 液状

化検討 の た めに 地下水位 の 情報が必要 となる の で あ る。

通常，地 下水位は 地 盤調査結果 として の 孔内の 地下水位

が報告 さ れ る。こ の 値 は 調査時点の 水 位 で あ り，年間を

通 じ て そ の 値 で はな い 可能性 が あ る こ とを認識 し て お く

こ とが必要 で あろう。特 に，埋立地な ど潮汐 の 影響を受

け る海岸部で は留意す べ き点で あ る 。

3． 地盤モ デル の設定方法

　地盤調査
・
実験 の 目的は，応答値を求めるために必要

な地 盤 の構成 とそ れ らの 地 盤 定数を決定す る情報 を得る

こ とで あ る。対象地 に お い て，どの層が支持層 とな る か

ど うか，どの よ う な地 層 で 構 成 され て い るか を 確認 す る

た め に，ま ず標準貫 入 試験 な どの サ ウ ソ デ ィ ン グが行 わ

れ る 。 次 に，沈下 や 安定 に 関す る定量 的 な検討 が必要 と

な る場合 に は ，Terzaghiの一一
次元圧密解析や円弧す べ

り解析を 行 う。そ れ らに 必 要 な 地 盤 定 数 を決 定 す る た め

に ，サ ン プ リン グ試料 に 対す る 圧密試験 や一
軸圧縮試験

が実施 さ れ る 。
こ の よ うに ， 設計や解析に用 い る地 盤 モ

デ ル を 設定す る た め に，地盤調査や土質試験が計画され

る 。 な お，標準貫入試験は 予備調査 で あ る2〕の で ，N 値

だ け で 詳細な 地盤モ デル を 作成す る こ と は 不 可能で あ る 。

　近年目覚 し く発展 した 土 の 弾 （粘）塑 性構成理 論 を組

み 込ん だ土一
水連成多次元解析を用い て ，沈下や安定性

を定量的 に評価する場合 も，その 解析が必 要 とす る 土質

パ ラ メー
タ を決定 で きる 土質試験 を行うこ とが 原則 で あ

る 。し か し な が ら，通常 の 士質試験 の 内容 は ，Ter−

zaghi 理 論 や 円弧す べ り理 論 な ど とい うあ る種古典的な

解析 を 前提 とし て基準化 されて い るこ とが 多く，多 くの

パ ラ メー
タ を必要 とす る弾 （粘）塑性土

一
水 連成 多次 元

解析 に 用い る に は不 十分で あ る。そ の た め，物理定数や

ガ学 特 性 か ら推 定 した値 や 経 験 値 が用 い られ る。こ の よ

うに，い か に精緻 な解 析 手 法 を用 い て も，そ れ に 用 い る

地 盤 定 数 に 不 確 定 要 素 が 多い 場合 に は ， 得 られ た結果 の

信 憑性 が 低 くな る 。 ま た ，
三 軸圧縮試験結果を事後解析

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2ヱ
N 工工

一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

報　 　告

し，こ れ ら 多 くの パ ラ メ
ー

タ を 同定 す る方 法 も あ る。こ

の 場 合 も，対 象 とし た供 試 体が そ の 層を 代表 す る もの か

どうか とい う不 確定要素が残 る 。

　先に述 べ た よ うに，一
様で な い 地盤 に対 して は ， そ の

地盤を どの よ うにモ デ ル 化す る の か が大 きな 課題で あ る。

以
一
ド，地 盤 の モ デ ル 化の 考 え 方 を概説す る。

　3．1 地盤調査
・
土質試験結果の 評 価

　地 盤調査
・土質試験 で 得 られ た デ

ー
タ を吟味 し，調査

不 足がな い か の確認，ば ら つ き の 判定，異常値 の 抽出を

行 う。 地 盤 は 自然 の 創造物で あ り，部分的に は均質 とみ

な せ る もの も深度や位置の 違 い に よ り均質 と は み な せ な

い こ と も多 い
。 埋 立 や造成 な ど ， 人為的に 造成 し た地盤

に おい て も，造成管理を厳 し くした として も，均質なも

の とす る こ とは で きな い。ま た，浚渫 土砂 を 埋 立 材 とし

た 場合 に は，塊立 状況 に応 じて 複雑 な 地 盤が構成 さ れ る。

こ の よ うな地 盤 か らサン
「
プ リ ン グ し，試験室 ま で 運搬 し ，

供試体の 作製 か ら設置ま で の 間で，試料 の 乱れ や応力解

放，吸 水 な どの 違 い に よ っ て，試験値 そ の もの が低 下 す

る こ と もあ る。

　 こ の よ う な試験値 に 対 して ，次 の よ う に地 盤物暁値 と

して の妥当性 を 評価 して い く。

　 の 資料調査 との 比較 ：既往 の 調査 ・設計 ・工事の報

　　　 告書，災害記録等で 得 ら れて い る類似地盤 で の 情

　　　 報 を，対象 とす る層の 特 性 と比 較 す る。

　 ii　）二L質試験と原位置試験 と の 比較 ：コ
ー

ン 貫入 抵抗

　　　 とせん断強さの 関係 な ど ， サ ウン デ ィ ン グ結果 と

　　　地盤 定数の 相関関係を用 い ，お互 い の 傾向から異

　　　
．
常値 を 見 つ け る こ とが 可能とな る。また ，乱 さ な

　　　 い 試料に よ る室内試験 の 結果 が離散的 な情報 で あ

　　　 るの に 対 し ， サ ウ ン デ ィ ソ グ を は じめ とす る地 盤

　　　 調査 か らの 情報は連続情報 とな り， 地盤調査結果

　　　 は 室内試験結果 を補完す る役割もあ る。

　 働 物理 試 験 と力学 試験の 比較 ：力学試験結果 と物理

　　　 特性を比較 す る こ とで ， 異常値を 見つ け る こ とが

　　　 で き る 。 た と えば，図
一3 に 示 す よ うに ，一

軸圧

　　　 縮強さ と 自然含水 比 の 関係 3），圧 縮指 数 と液性限

　　　 界の 関係
4 〕な ど が利 用 で きる 、

　 iv）調査 デ ー
タ の 補 完 ：複 雑 な 層構 成 地 盤 で は ，全 て

　　　 の層から乱さない 試料を採取 して 室内試験を行う

　　　こ とは，層 の 厚 さ，試 料 の 量や 品 質，調 査 コ ス ト

　　　等 の 面 か ら，困難 な こ とが あ る。こ の 場合，他の

　　　地 盤調査結果 の 1司 じ層の データ な ど，既往の資料

　　　か ら類推 し て補完す る こ とが行 わ れ る 。 また ， 盛

　　　土 や裏込 め な どの 設計基準書 で は，−ltes分類 に応

　　　じて 標準的 な せ ん 断強 さ を設定 して い る もの もあ

　 　 　 る。

　 v ）デー
タの ス ク リーニ ソ グ ：得られ た 地盤デー

タ を

　　　他 の情報 と比較する他 に，デー
タ その もの を地盤

　　　工 学 的見地 か ら詳細 に吟味す る こ とも必 要 とな る。

　　　た とえ ば，同 じサ ン プ リン グ チ ュ
ーブ か ら 切 り出

　　　して行 っ た
一
軸圧 縮試験に お い て ， 得られ た応カ

　　　
ー
軸 ひ ずみ 関係が 大 き く異な っ て い るもの を除 く

　　　 とい っ た こ とが行 わ れ る。

　図
一4 に，土質柱状図だ け な く，土質試験 の 結果を 踏

ま え て 設定 した 地 盤 モ デ ル の
一

例 5〕を示 す 。 有機物混 じ

り粘土 の 層が 10m 程度堆積 して い る が ，深度 に よ りそ

の物理 ・圧 密特性 が 異な っ て い る こ とが確認 で き る。

（

 
＼

董
）

嚀

leo

50

LOO2

占

部

　
。

ζOoOooo0

密oo

孥 。8
、

50　　1DO　　200　　　50 　1，000

　　　 万。 （％〉

（a）　自然含水比 と
一

軸圧縮強さの 関係
3／’

　 　 3

2
　

　

　

　

　

　

　

1

．
9

無

聖

鰹
団

　 　 　 　 　 液性限 界 tVL （％〉

（b） 液 性限界 と圧 縮指数 の 関倒 〉

図
一3　 物理特性 と力学特性の 相関性 例

，輔

o2460

囗

凸
∪

　

　

1

君｝
卿

駈

4皇

　 　 WtL ↑lp （％｝

0　 　 2崢0　　 400

　 　 T
、
　（kNIJn3）　 　 　 ei

lO　　　 14　　　 18　 0　 5　 10

α勾m／N依殉σ

〃一 ぞ
．

岬

でイ

●　　　 o

■
■  

一气
、

丶

　 　 丶　　　 N

　 　 　 　 丶

●

●

●

o　 　 　　 　 o

　 ・　　　　　 ■

　 ■

．　　 ｛e）
　 　 ■

k ＝e．434Ct

図一4　地盤調査 結 果な らび に 上 質 試 験 結 果 を 踏 ま えて 設定 した地 盤モ デ ル 例
5；

22 地盤工 学会誌，59− 4 （639）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

　3．2　調査デ
ー

タ数の 評価

　信頼性設計 に基づ い た 性能設計で は，地盤定数 の 特性

値は統計処理 に よっ て，ばらつ きを考慮して設定され る。

こ の 場 合 ，必 要 な デー
タ 数や そ の 信頼性 が問題 とな る。

渡部 ら
6〕は ，新港湾基 準

7）と一般化 さ れ た 設 計 コ
ード と

の特性値を 比較し て ，前者 で 求 め た特性値 は 後者 の 95

％信頼 水 準 に よ る特 性値と整合性 が とれ て い る こ とを示

し，デ
ー

タ数 の 不足や著 しい ばらつ きにも実用的 に対応

して い る と報告して い る 。 そ れ に よ る と，特性値は 推定

値 に補 正 係数　b1と 碗 を 乗 じ て 求め れ ば よい の で あ る。

こ こ で ，
b
／ が 変動係数 に 対応 さ せ る も の で ，累積確率

密度 が30％程度 とな る よう に設 定 され て い る。b2は

デ
ー

タ数 が 10個未満の 場合に導入 す る もの で あ る 。

　 し か し な が ら，ぱ らつ きやデ
ー

タ数を考慮で きる方法

が妥 当で あ っ た とし て も，対象 とす る地 盤 の 層構成 の 決

定，そ の層 に 対 し て実施す る試験 の本数や内容など，地

盤技術者と して 判断 す べ き課題 が あ る 。

　 3．3 地盤モ デル の 設定例

　 あ る構 造 物を 構 築 す る場 合，ま ず そ の 地 域 の 地 盤 図 や

周辺構造物 に 対す る既存の 地盤調査結果を 調 べ
， 構造物

の 基礎形 式や 地 盤調 査仕様等を決定 して い く。例 とし て，

図
一 5 に示す調査結果に対し，構造物 の 規模を踏 まえ た

支持層 の 設定 と必 要 とな る地 盤情報 を 抽出 して み る。

　 i ）小規模 の 構造物 を 除 い て ，深度1．5m 程度 の 砂層

　　　 に基 礎を置 く こ とは ，そ の 下 の シ ル ト層が 圧 密

　　　 沈下す る た め不可能 と考 え る。

　 ii）中規模 の 構造物 で は，深度 12　m 程度 の 砂 ま で 杭

　　　 を 打 ち 込 み ，基礎 とす る こ と も考 え ら れ る が ，

　　　 そ の下 の シ ル ト層の 圧密が 気 に な る 。

　 lii）大規模 の 構造物 の 場合，深度 25　m の 砂礫層を支

　　　持層とす る杭基礎 が 考え られ る が ，砂礫層の厚

　　　 さやその 下 の層 の 情報が 必要 とな る。

　 iv）構造物の 規模 に よ らず ，上 部 砂 層 に対 す る液 状 化

　　　判定が 必要 で あ る 。 その た め，地下水位 が どこ に

　　　 あ るか確認す る必要がある。

　 こ の よ うに，構造物の 規 模 （支 え る荷重）に よ っ て ，

支持 す る 層の 設定 が 異な る た め，基礎形式 に応 じ た地 盤

惰 報 を そ れ ぞ れ抽 出 して ，そ れ らが 得 られ る よ う な調査
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計画を策定す る必要が あ る。

4． お わ り に

報　　告

　本文で は，構造物 を支 え る 地 盤を 対象 に，そ の 設 計 に

お い て 留意 す べ き点を紹介 して きた。設計 に お け る地盤

の モ デ ル 化 で は，複 雑 な 地 盤 を 忠 実 にモ デル とす る こ と

は 必 ず し も妥当で は な く，解析 に 用い る層構成 や そ の 地

盤定数， 用 い る解析乎法 な どに 応 じて 設定すべ き と考 え

る。留意すべ きこ とは ， 構造物を 構築 し た と きに地盤は

どの ような挙動を示 すの か，ど こ が変形 して 破壊 に至 る

の か，どの層 が 問題 とな る 層な の か，地 震 に 対 して は ど

ん な 挙動 を示 す の か ， な どを 想定 し ， 課題 （検討す べ き

内容） を抽出す る こ とで あろ う。その 際，構造設計者 と

協働す れ ば よ り妥当な課題 を 抽出で き る 。 あ とは ，そ れ

らを よ りよい 方法 で解決 して い け ば よい の で あ る。

　地盤 は 自然 が作 り出 した もの で あ り ， どの よ うに形成

され た か を 理 解 し て お くこ とが，地盤工 学 で は重要 とな

る。事前調査
2）とし て，地 形 図や 地 盤 図 とい っ た そ の地

域 の グ ロ
ー

バ ル な情報 を べ 一
ス に現地 調査 を行 い ，当該

地 の 地 盤特性 を概略把握 す る こ とが第
一一

歩で あ る 。 地 盤

工 学会の 各支部 で取 りま とめ られ た 地盤 図 は大 い に役立

つ もの と思われ る。ま た，当該地周辺で の 地盤調査結果

があれ ば，さ らに参考 とな る。こ れらの情報 か ら，上記

の 課題 を抽出 し，そ れ を 解決 す る た め の 地 盤調査 ・土 質

試験計 画 を策定 す るの で あ る 。

　解析 ツ
ー

ル に 地盤の 物性値 を代 入 す れ ば ， 何 らか の 答

えが出 て くる 。 地盤技術者 は，出て きた答え が妥当か ど

うか判断 で きる か どうか が 問 わ れ る の で あ る。解析 に 用

い る地 盤 モ デル と して の層構成 や物性値の 妥当性 を評価

す る こ とが判断の 第
・
渉 で ある が，同時 に，設定 した条

件 に お け る地 盤 挙動を 想定 で きる能力を 必 要 とす る の で

あ る。こ れは，それまで の経験 に よ る とこ ろ が 大 き く，
一

朝 一汐 に は得 られ な い で あ ろ う。こ の 能 力 を 得 るの は，

多 くの 事例を把握するだ けで なく，実際 に地盤モ デル を

設定 し，各層 の物性値 をパ ラ メ トリ ッ ク に振 っ た ときの

解析結果 と して の 地盤挙動 と想定 した それ との ギ ャ ッ プ

を 体験 し て お くこ と も重 要 と考 え る。
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