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7．1 搬 出 計 画

　 7．1．1 ま え が き

　構造物 の 地下室や基礎を構築す るた めの 掘削工 事 で は

一
般 に 限 られ た範囲 を所定の 深 さまで 鉛直方向 に 掘 り下

げ る 場合が多い か ら，掘削か ら処分 まで の 間 に 土が どの

よ うに 運搬移動 され るか を考え る と次 の よ うに な る。

　（1 ）　根切 り面で の 水平方向の 移動

　 （ii） 根切 り底面 か ら地上 ま で の 鉛直方向 の 移動

　 （iii） 地上ま で 揚げた土 の 運搬機械 へ の 移 しか え

　〔iv） 土 捨場 ま で の 水平方向の 移動

　 こ の 中で （i）〜（iii）は 掘削作業そ の もの か らい わ ゆ る

土揚げ積込 み ま で の ，根切 り面内ま た は その 周辺 で 行な

わ れ る 搬出移動 で あ っ て ，そ の 方法 は工 事 の 規模 ， 工

期 ， 土質や山留 め 工 法 ， 排水 工 法な どに したが っ て採用

され る掘削形式 に応 じた掘削の 方法 と直接関連し て 定 め

られ る の に対 し て ， （iv）は一
般 に 掘削方法と は 別個 に 距

離 ， 経路 ， 立 地条件 お よび能力な どに よ っ て 限定され る

運搬移動で あ り，方法 と し て は い ろ い ろ あ る が，特別 の

場合 を除き トラ ッ ク を使用す る こ とが多 い 。

　 こ れ ら掘削か ら処分 ま で の 搬出作業 は 人 力 を含 め て

種 々 の 掘削機械や運搬機械の 組合 わ せ に よ っ て 行 な わ れ

る こ とが多い が ，い ずれ に せ よ各過程が一
貫 し て連続的

に バ ラ ン ス よ く行 な わ れ る こ とが工 事 の 能率 と使用機械

の 効率 を高め る ポ イ ン トとな る 。 した が っ て 掘削機械 自

体が土揚げ，積込 み などの 搬出作業の 役割を果す機械化

土 工 で は，掘削と巌出は全 く
一体化 し て 考 え ， 掘削機種

の 選定に 際 して は 運搬車 の 運行そ の 他搬 出作業 に つ い て

も同時 に計画検討す る 必要がある。

　以下掘削土運搬移動の 種々 の 方法お よ び掘削形式 に応

じた こ れらの 組合 わ せ に よ る搬出形態に つ い て 述べ る

が，実際の 計画 に あ た っ て は 常 に上 述 の よ うな こ と を忘

れ て は ならない 。

　な お 搬出作業 を行 な う掘削機械の 特微 や 能力 に つ い て

は 「5．掘削機械お よ び 掘削に関連す る機械 」 を参照 し て

い た だ くこ と と して 本章 で は 説明を省略す る。

　7．1．2 運 搬 方 法

　（1） 水 平 運 搬
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　 （i） 入 力 運 搬

　 パ イス ケ ， モ ッ コ などをか つ い で 行な う人肩運撮 と，

リヤ カ ーなどの 手 押 し車 に よ る 手車運搬があ る。 1 回 に

運搬す る土量 は前者 で O ．03・−O ．05m ：

， 後者で 0 ．15〜

0．25　m3 程度で あ O ，手掘 り土 の ご く短距離の 運搬 に 対

し て の み 行 な わ れ る 。

　 （ii） 牛馬車運搬

　 比 較的近距離 の 運 搬 で 土 量 も 多 くな い 場 含，牛馬 の 使

用が安価で あ れ ば市街地以外で は 用 い ら れ る こ と も あ

る。速度は 4〜6km ！hr 程度で積込 み 土量 は普通 の 四輪

馬車 で O．6m3 程度 で あ る 。

　 （Hi）　トラ ッ ク運搬

　運搬上 の 制約が少な く，道路さ え あれば延 長や経路 に

関係なく運搬を独立 的 に考え る こ と がで きる し，運搬能

力も台数と大き さ に よ ワ て 自由に変更 し得る の で ，現場

内か ら外部 へ の 長距離運搬に は大多数の 場合 トラ ジ ク が

用 い られ る 。 な るべ くボデ
ーの ダ ン プ す る ダン プ トラ ッ

ク を
．
使用す る の が よ く， 積載能力 は 土砂専用 の も の で

6〜8m3 位，普通 トラ ッ ク 型 の もの は 3〜4　m9 位 で あ

る 。 ま た 2t 車程度の 小型 ダ ン プ トラ ッ ク もあ り， 使用

す る トラ ッ ク の 大小 は積込 み 方式 や道路交通上 の 制限 な

ど に よ っ て 選択 され る 。

　（iv） ブ レ ード式機械に よ る押土運搬

　 ブル ドーザ 類 に よ り比 較的短距離 に 対 し往復作業 に よ

って土を押し進 め ， 盛土 ， 整地あ る い は積土 を行な うも

の で ， 敷地内で 掘削上 を処 理 す る場合 ， 削土 と同時 に横

移動 し て い っ た ん 積土す る 場合 な どに 用い られ る ．ドー

ザーの最も能率 の よ い 運搬距離は 10m 位 で ある が 60〜

100m まで は作業が可能で あ る。100　m 以上 の 場合は ス

ク レ ーパ そ の 他 の 機械 に よ る方 が よ い
。

　（v ） 軌 道 運 搬

　土運 車 と して 普通 用 い ら れ る もの は 鉄製 の V 型 お よ び

箱型 の ダ ン プ カー
型式で 軌間 610　m ！m ま た は 762m ！m

の もの が多く，容量 は V 型 で 0 ．2〜1．0　m3 ，箱型 で 1〜3

M3 程度ま で 種 身 の 大 きさが ある 。 ケ ン 引力 と し て は 規

模や傾斜 の 度合 に よ り，手押 し に よ る 場合 ， 機関車 に よ

る 場合 ，ウイ ン チ に よ る 場合 な どが あ る 。 軌道 の 敷設 に

よ っ て 運搬路が占有され る と同時に積み卸 し地点 と も限
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定 され，準備工 に も期 目 と費用を要す る た め ， トラ ッ ク

の 運行 が 不可能 な場合，あ る い は 敷 地 面 積が広 大 で 根切

り は 浅 くひ ん ぱ ん に レ ー
ル を移動す る こ とが で きる よ う

な 揚合な ど特殊 な立 地条件 の と こ ろ に の み 用い られ る方

法 で あ る 。

　 （vi ）　 ベ ル トコ ン ベ ア 運搬

　土 を連続的 に横移動 で きる 点で 手車運搬 に 比 べ て能率

的で ある が土 の 供給を
一

般 に 人力 に 頼 る 点機械化土 工 と

し て は幼稚 な も の で あ る。した が っ て 掘 削個所 ま た は積

土部分か ら運搬車 や 土揚げ機械まで の 移動 な ど ， 全体の

搬出作業の 補助的運搬に用い られ る 場合が 多 い 。 こ の 意

味 か ら普 通 使用 され る の は幅 300〜500m 〆m 長さ 5〜7

m の 可搬式 の ベ ル トコ ン ペ ア で あ る。手掘り を対象 と

す る た め 土 の 供給 が不 連続で ベ ル 1・コ ン ベ ア の 能力が フ

ル に活用され る こ とは む し ろ少 な い
。

　（2）　垂直運搬 （土揚げ）および積込み

　 （i） 人　 　　力

　手掘 り土 を ス コ ッ プ で上方に は ね 上 げ る作業で 可能な

掘 削深さは 1・5〜2 ．Om 程度で あ り，そ れ 以上 の 場合 は

段 ばね リ レ ー式 に 行なう。きわ め て 小規模な根切 りに つ

い て 行な わ れ る 。

　 （ii） 容器 の つ り上げ

　規模 に よ リモ ッ コ
， 木箱 ， 底 ブ タ （蓋 ） 式 バ ケ ッ ト，

鉄製 コ ン テ ナ な ど に掘削土 を入 れ ，二 又設備，デ リ ッ

キ ， ク レ ーン ブーム な どで つ り上げ て土だ め ホ ッ パ ーや

トラ ッ ク に転載 す る 。 主 と し て 手掘 り と マ ッ チ させ る も

の で 現場 の 状況 に よ ワ て は有力 な 方法 と な る場合が あ る

が 近代的 工 法 で は な い
。

　 （iii）　 シ ョ
ベ ル 式 ま た は ドラ グ式掘削機

　 こ れ ら の 掘 削機械 は そ の 能力範囲内の 深 さの 掘削を行

な うと同時に土 をもち上げて 運搬車 へ の じ か積み を行な

う こ とが で きる の で きわ め て 能率的 な方法 と し て そ の 運

行が 可能な限 り最 も よ く用 い られ る 。

　 （iv）　 ク ラ ム シ ェ ル バ ケ ッ ト

　 ク ラ ム シ ェ ル バ ケ ッ トをワ イ ヤーで 作動 して 土 をっ か

み 取 りそ の ま ま垂 直に一ヒげ て運搬車 へ じか積み また は土

だ め ホ ッ パ ーへ 投入 す る 。切バ リ下 の 深 い 掘削 を行な う

場合などに は 最も有力な方法 で あ る 。 ク ラ ム シ ェ ル バ ケ

ッ トを使用す る ク レ
ー

ン と し て 通常次 の よ うな もの が あ

る 。

　 （a ） 定 　置　式

　 三脚デ リ ッ ク ， ガ イデ リ ッ ク ， タ ワ ーク レ ーン ，
ユ ニ

バ
ーサ ル ク レ ーン

　 （b ） 移 動 式

　 ト ラ ッ ク ク レ ー
ン，ク ロ

ーラー
ク レ ー

ン

　 （c ）　 トロ リー式

　 ケ ーブル ク レ ーン ， 門型 トラ ン ス ポー
ター （テ ル ハ の
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　 （v ）　 コ ン ベ ア

　 （a ）　ベ ル トコ ン ベ ア

　15°〜25°の 傾斜角をとる こ とが で き る か ら， 土量の 少

な い ときに は 手掘 り土 の トラ ッ ク へ の じ か 積みな ど に用

い られ る 。

　 （b）　バ ケ ソ トコ ン ベ ア

　 60°〜90°の コ ウ配 で 使用 しチ ェーン ベ ル トか ゴ ム ベ ル

トに取 りつ けた多数の 小型 バ ケ ッ トで 連続的 に掘削土を

運 び 揚げる こ とが で き る 。100m31台・目 程度 の 能率 が あ

る が，土 を連続供給で き る よ うな段取 りで な い と能率 は

低 下す る 。ま た 長さの 変更 がむ ずか しい の で 先に ピ ッ ト

を設 け る と か コ ウ配 を変え る と か し て 掘削深 さ に 応 じ調

節 しな け れ ばな らな い 。根切 り底部 で 手 掘り，ベ ル トコ

ン ベ ア 横移動 を行 な う と きに は 引続 き連続揚 土 が で き て

有効 で あ る が粘性土 に対 し て は 不向 きで あ る 。

　 （vi ）　エ レ ベ ーター

　掘削土 をバ ケ ッ トに積込みエ レ ベ ーター
の 中 を ウ イ ン

チ で 巻 き揚げて シ ュ
ー

トを通 じ て 土 だ め ホ ッ パ ー
へ 送 り

運搬車に積込む形式 が一一
般的 で ，

エ レ ベ ーターは コ ン ク

リート用の もの と兼用 させ る こ とが多 い 。こ の 他手押車

ご と人 と と も に桟橋の 上 に 引揚げ る人 貨エ レ ベ ーターも

用い られる 。 こ れ は引揚げて か ら運搬車 に 積込むまで の

横移動距離があ る場合，根切り が浅い 揚 合 に は，バ ケ ッ

トに よ る よ り有利 な こ と が あ る 。

　 こ れ ら土揚げエ レ ベ ー
タ
ーは あ らか じ め土留 め を施 し

た根切 り底 に達す る タテ 坑 中に 設置す る 以外 は 掘削深 さ

に した が っ て タ ワー全体をつ り下げ た り シ ュー トな どの

盛り替 えを要す る 不便 が あ る p

　 （vii ） ス キ ッ プ カ
ー

　 い ろ い ろ な角度 で 傾斜 し た ガ イ ドレ ール 上 を車輪付き

の バ ケ ッ トを動力 ウイ ン チ で巻 き揚げ．上部で傾倒 させ

て 土 だ め ホ ッ パ ー
へ 投入す る もの で ， 掘削深さに し た が

って レ ー
ル の 先 を継ぎ足 し て 延長 し て ゆ く。従来の ス キ

ッ プ カーは レ
ー

ル が斜面 で 延長 され る の で延長大 とな る

と大きな面積を要し，切 バ リ に接触 し て 使え な くな る と

い うよ うな欠点 が あ っ た が ， 近 来 は上部以外垂直 に ガ イ

ドレ ール を延 長で きる 形式で ウイ ン チ 台，ホ ッ パ ーと も

一体とな っ た ス キ ッ プ ホ イ ス トが最も よ く使用 され る。

能率 は エ レ ベ ーターと大差な く 1 目 1台 90m3 程度 で

あ る 。

　 （viii ）　ロ ー ダ
ー

　 い っ た ん 山積 み され た 掘削土 を運搬車 に 積込 む よ うな

場合に は よ く用い られ る 。機動性 が あ る の で 積込 み の み

を行 なうと きは ク ラ ム シ ェ ル バ ケ ッ トよ り も能率的で あ

る 。

　 71 ．3　掘削形式 に よ る搬出 の 形 態
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　掘削土 の 搬 出 作業 と し て の 運搬移動 の 方法 は 7．1．2 で

述べ た よ うに種 々 あ るが，こ れ ら を どの よ うに組合 わ せ

て行な うの が最 も能率的，経済的 で あ る か とい うこ と は

一概に い え な い 問題 で あ り，実際 に は他 の 工 事 に も有効

に な る よ うな多目的な段取 りを採用 した り ， 全体 の 工 期

と も関連 し た り し て ，必 ずし も掘削工 事 だ け につ い て 最

も有利 な方法が と られ る と は 限 らない が ，

一
応 い ろ い ろ

な 掘削の 形式 に 応 じ て
一般に行な わ れ て い る形態 に つ い

て 述 べ る 。

　 （1）　 ツ ボ掘 り，布掘 り

　小規模な もの で は掘削土 を手 で は ね 上 げ て 根切 り周囲

に滞積させ ， 埋戻 し に使用 した後残 土 を 手 積 み ま た は ベ

ル ト コ ン ベ ア で トラ ッ ク へ 積込 み 搬出す る の が有利 で あ

る 。

　深 さ ， 土量 が 手掘 りの 範囲 を こ え る揚合 は バ ッ クホ ウ

シ ョ ベ ル や シ ョ ベ ル ロ ーダーの 類 で 掘削 と同時 に運 搬車

へ じか積み を行な っ て搬出 し ， 順序よ く逃げられ る 方法

が能率的で あ る 。

　 （2） 広範囲 の ス キ （鋤）取 り

　 ブ ル ドーザ
ー

類 に よ り押 土集積す る の が最も能率的 で

あ る。山 積み され た土 の 運搬車への 積込み は 図
一7．1，

図
一7．2 の よ うに ク ラ ム シ ェ ル に よ っ て じ か積み ま た は

土 だ めホ ッ パ ーへ 投 入 す る か ，ロ ーダーに よ っ て 積込 み

を行な うの が
一

般的 で あ り， 特殊な場合 と し て 図
一7．3

の よ うに ブル ドーザーで 土 だ め ホ ッ パ ーま で 押土す る こ

と もで きる。

　 （3） 比較的浅い オ
ー

プン カ ッ ト

図
一7 ．1

図 一7．2

November ，　 les6

図
一7．3

図一7．4

図一7．5

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 図
一7．6

　掘削深 さが 4m 程度まで で 土量も多 くな い 小規模 な

揚合 に は 手掘 り土をベ ル トコ ン ベ ア で そ の まま運搬車 に

積込 み搬出する 形態が簡便で 有利で あ る （図一7．4）。

　土量が多い 揚合 は 運搬車 の 運行 が可能 で あれ ば掘削機

械の 作業範囲内 に トラ ッ ク を進入 させ て 直接積込み を行

な うの が能率的な方法 で ある 。 ノ リ切リオ ープ ン カ ッ ト

で 掘削底部 に ま で機械や トラ ッ ク を進入 させ られ る よ う

な土質と面積の 条件 が あれ ば ，ス ロ
ープ を設け る こ と に

よ り二 段掘 り以上が 同様 の 方 法で 可能と な る か らか な り

の 深さま で能率的 な掘削を行 な うこ と が で き る （図一

7．5）。

　 （4 ）　深 い 山留め オープ ン カ ッ ト

　
ー

段 目の 切バ リをか ける ま で は 〔3）と同 じ方法 をとる

こ と が で き る が切バ リ下 の 掘削に対 し て は 運搬車を進入

させ る こ とが で き な い の で積込 み を 地 上 で 行 な うよ うな

土揚 げ の 段取 りが 必要で あ る 。

　 （i） 機械掘 りの 場合

　敷地 に 余裕が あ っ て 山留め 周 辺 か らブーム づ りの ク ラ

ム シ ェ ル バ ケ ッ トで 掘 られ る場合は図
一7．6 の よ うな方

法 が 経済的 で あ る 。 ク レ ーン を移動させ る必 要の ない と
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きや後続 の 工 事 に も活用 させ る と きに は 三 脚デ リ ッ キ を

定置 させ る か レ
ー

ル 走行 させ る よ うな 段取 りが有利と な

る こ と もある 。 ま た ク ラ ム シ ェ ル バ ケ ッ トか ら直接運搬

車 に積込 ま ない で ， い っ た ん 土 だ め ホ ッ パ ー
へ 投入 す る

場 合もあ る 。

　 山留 め周 辺 か ら の 掘削が 不可能な揚合 に は図 一7．7 の

ように 現場内 に桟橋を設 け て ク ロ
ー

ラ
ー

ク レ ーン を乗 り

入 れ ， 桟橋上 で トラ ッ ク に 積込み搬出す る 方法が 最も よ

く用 い られ る 。

　 こ れ ら ク ラ ム シ ェ ル バ ケ ッ トに よ る方式 で は ，ブーム

の と どか な い 部分 ，あ る い は 桟橋の 下 と か切 バ リ端部 で

バ ケ ッ トが上下 で きな い 部分 の 土 を掘削 し て 適所 に集十

さ せ る た め に切 バ リ ドに ブ ル ドーザー
や シ ョ ベ ル P 一

ダ

ーを入 れ る組合わ せ が 最 も能率的な形態と して よ く用 い

られ る。ま た 補助的 に は 手掘 りに よ っ て ベ ル ト コ ン ベ ア

で 集土 す る こ と も行なわ れ る 。

　根切 り中央付近 に鉄骨建方や荷役 の ため に ガイ デ リ ッ

キ や タ ワーク レ ーン を設置 し て あ る 場合 に は こ れ に ク ラ

ム シ ェ ル バ ケ ッ トをっ け て土揚げ，積込 み を行な うこ と

も可能で あ る が ， ブーム の 起伏，旋回の 速度 な どの 点 で

能率 は ク ロ
ーラーク レ ーン に 劣 り，こ の 種 ク レ ーン と し

て 効率 も悪 くな るの で一
般 に は こ れ だけ掘削搬出 を行な

うこ とは ない 。む し ろ 大型 バ ケ ッ トに根切 り底部 で 土 を

積込ん だ も の を つ り上 げ る 方法 は 特殊な揚合 に 用い られ

る 。

　（ii） 手 掘 りの 揚合

　切 バ リ 間隔や面積的 な 制約 で 機械掘 りが で き な い 場

合，土量や 工 期 と関連 して 現揚内に 長大 な桟橋 を 設置す

る こ とが 不利 な場合 に は手掘 りを行な うこ と となる が，
こ の よ うな場合 の 土揚げ搬出に は エ レ ベ ーター

， ス キ ッ

プ ホ イ ス トの よ う な リ フ ト形式 が主 と し て 用い られ る

（図
一7．8）。 リ フ トま で の 掘削面 で の 水平運巖と して 次

の よ うな方法が と られ る。

　（a ） 根切 り面 に 道板 を敷 い て 手押 し車で 運搬し リ フ

トの バ ケ ッ トに 移す。

　（b） べ
〜
レ トコ ン ベ ア ーで エ レ ベ ーターの 近 くに集土
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 図一7．9

し バ ケ ッ トに 投入 す る 。

　 （c ） ベ ル ト コ ン ベ ア
ー

で SC：k．し た もの を手 押 し 車 に

積み小範囲 で道板上を リ フ トま で 運 ぶ 。

　 こ れ ら リフ ト形式 に よ る ほ か ，切バ リ　
一一

段程度の 比 較

的小規模な根切 りで は ベ ル トコ ン ベ ア の み ，あ る い は ベ

ル トコ ン ベ ア とバ ケ ッ トコ ン ベ ア の 組合わ せ に よ っ て 土

を地上 まで 運 び 揚 げ る こ ともで きる （図 一7．9）。

　 （5） ア イ ラ ン ド工 法 の 場合の ノ リ部の カ ッ ト

　 ア イ ラ ン ド工 法 を行 な っ た 場合 の ノ リ部 の 土 の 取出 し

は な か な か や っ か い な場合 が 多い の で 現場の 状況 に応 じ

て 十分検討 しな けれ ば な らない が ，考 え られ る形態 と し

て は 次の よ うな もの が あ る 。

　 （a ） 中央部 に大形 ジ ブ ク レ
ー

ン が あれば こ れ を利用

す る。

　（b ） 誘導路 を作 る こ とが で きれ ば完了 し た 中央部 の

基礎バ リ な どの 上 に ク ロ ラーク レ ー
ン を乗 り入 れ る。

　（c ）　中央部 の 基礎バ リな どの 上 に 三 脚デ リ ッ キ ，
ユ

ニ バ ー
サ ル ク レ ーン な ど を設置す る 。

　（d） 水平切 バ リ式 の 場 合 は完成 した 1 階床上 に ク ロ

ーラ ーク レ ーン を乗 り入 れ る 。

　（e ） 適当間隔に土揚げ リ フ トを配置 し て手 掘り土 を

手 押 し車 で 運搬す る 。

　（f） ベ ル トコ ン ベ ア で手掘 り土 をい っ た ん 中央部 へ

出 し た後要所 へ 集土 して リ フ トま た は ク ラ ム シ ェ ル で 揚

げ る 。

　（g ） 内部桟橋上 の 土 だ め ホ ッ パ ーま で コ ン ベ ア を使

っ て 土揚げす る 。

　こ の ほ か切バ リ問隔が大 で あ れ ば中に小 型の ブル ドー

ザ ーな ど を入れ て 使用で き な い こ と もない が，一
般 に は

運行困 難 で 使用 し に くい こ とが 多 い
．

　（6） 逆 （さか）打ち 工 法

土 と棊 礎，14− 11
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　建築構造物 の さか 打 ち工 法 で は一
般 に 1 階 の 床 （とき

に は 地下 1 階の 床）が先 にで き上 が る か ら， こ れ を 作業

床と し，土揚げを行 な う部分 を適宜 ダメ 穴 と して あ け て

お けば （4）の 桟橋 を利用す る 場合 と 同様 の 搬出形態 を と

る こ とが で き る 。 手掘 りに よる場合も同様 で あ る。

　上 階 の ク （躯 ）体工 事を同時 に施 工 す る ときにはジ ブ

ク レ ーン によ る ク ラム シ ＝ ル で は ブーム の 旋回がきか な

くて 使用不可能 とな るが ， こ の よ うな場合は 図
一7．10の

よ うに モ ノ レ ール 式 の ホ イ ス トを使用す る と能率的で あ

る e

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 図一1．to

　（7） 特殊な掘削

　 ピ ヤ の 掘 削，泥 水掘削，ケ
ー

ソ ン ，シ
ー

ル ドな どの 特

殊 な 掘削 に お け る 掘削土 の 搬出 に つ い て は ，「9．特殊な

掘削工 法 」 を参照 され た い
。

7．2　仮 設

　7．2．1 公　　　道

　掘削土 を捨場ま で 運搬す る 方法 は 前述 の とお りダ ン プ

トラ ッ ク に よ り公道を利用す る場合が多い か ら ， とくに

市街地 で は そ の 経路 に つ い て 次 の よ うなこ と をあ らか じ

め調 査 し十分対策をたて て お く必要 が ある 。

　（1） 搬出の能率 に 直接関係 の あるもの

　（a ） 交 通 量 ，時 間 帯

　（b ） 交通制限 （速度，積載重量 な ど）

　 （C ） 道路 の 幅員

　（d ） 道路の よ しあ し （耐力，路面，カーブ の 状態 な

ど）

　こ れ らの 要素に よ っ て トラッ クが 現場 と捨場 を
一往復

す る サ イ クル タイ ム をつ か ん で適正 な所要台数，走行間

隔 を定め る。 トラ ッ クが多すぎる と運搬経費 が か さむ の

み な らず現場内ま た は周 辺 で の トラ ッ ク の 運行に支障を

き た し て 能率 を低下 させ る 結果 に もな る し，逆 に トラ ッ

Nove 皿 ber，　1966
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ク 台数 が 少 な い と掘削機械 が 遊 ぶ よ うに な りた ち ま ち 能

率 が 下 が る の で ，掘削 と運 搬 の 作業能率 の バ ラ ン ス を と

る こ とは よ ほ どうま くや らない と目に 見えない 損失 を招

く。

　大都市で は とくに 時間帯 に よ る 交通 の 混雑 は場所 に よ

っ て は な は だ し い もの が あ る の で ，で きる だ け こ れ を 避

け る よ うに し，経路 に つ い て も研究が必 要で あ る 。

　 ま た ひ ん ぱん な ト ラ ッ ク の 運行に よ っ て 道路を損傷す

る こ と も多い が ， 道路 の よ しあ し は トラ ッ ク の 損耗 に 直

接響 くば か りか ， と くに現場 の 出入 口 周辺 は トラ ッ ク の

運 行 に も大 き く影響 を与 え る か ら，常に 道路 の 維 持，補

修 に あた る こ とが ， その 揚 の 多少 の 費用 よ りも全体と し

て 得策 で あ る 場合 が 多 い 。

　 （2） 公害 ， 近隣 の 苦情 を 招 く恐 れ の あ る も の

　（a ） 騒音，震動

　（b ） 砂ぼ こ り，一十一砂の サ ン （撒）落

　（C ） 埋設物の 破損

　 （d） 交 通 事 故

　 こ れ らの こ とに つ い て は従来 とか く等閑 視 し た た め に

思 わ ぬ 苦情や公害を招来 し て 工 事 そ の もの に も支障をき

た し た例が多い の で ，当初か ら十分 の 注意を払 っ て 対策

を講 じ て お くべ きで あ る。

　 7．2．2　仮 設 運 搬 路

　 運 土 に 耐え る よ うな 公 道 が な い 揚 合 に大規模 な 土 木 工

事 で は運搬用 の 道路建設や軌道 の 敷設が行 なわ れ る が ，

こ れ らは除外 し て 主 と し て 建築 の 現場 で 敷 地 内 に考え る

トラ ッ ク通路 につ い て 述べ る 。

　敷 地 内 は裸地盤 の 状態 の こ とが 多 い か ら，ダ ン プ トラ

ッ クなどの ひ んぱ ん な 通行 に 対 し一般に は何らか の 仮舗

装を施 す 必 要 を生 ず る が ，掘削機械 とダ ン プ トラ ッ ク を

組合 わ せ て能率的 な搬出 を行 な うた め に は トラ ッ ク の 通

路 が そ の 成否を決 め る重要な要素となる の で こ れ に 要す

る 費用を惜 し ん で 結果的 に損失 を招 くこ と がな い よ う十

分の 計画性 をもたね ば な らな い
。 トラ ッ ク の 運行面 か ら

み れ ば激地出入 口 か ら掘削個所 ま で の 幹線路は 幅員二 車

線 となる こ とが望 ま し く，面積的に不可能で あ れ ば要所

に待避所や方向転換 の 可能 な場所 が 必 要 で あ る。ま た 掘

削工 事中の 現場 内通路 は 雨 天 の 際 に は 泥土化 し やす い か

ら排水に つ い て も 十分の 配慮が必要 で ある 。 仮通路 は ど

の よ うな方法 に よ ろ うと も，仮 設であ る か ら と い っ て 放

置 せ ず に 常 に 維持管理 に 努 め る こ とが肝要で ，そ れ が か

え っ て 経済的 に な る こ と が多 い
。

　 （1） 道 板 敷 き

　 掘削工 事 中の トラ ッ ク の 運行 の み に使用す る通 路 で ，

移動 し なければな らない 揚合 は ， 簡便 で 転用 の きくこ と

が条件 とな る た め，道板敷 きに よ る 通路 が最 も よ く使用

され る 。
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　道板敷 きは 従来 か ら木製 の もの とし て ，

一
般 に 入手 し

ゃ すい 9〜10．5cm の 角材 ま た は マ ク ラ木 （15　x 　25　cm ）

程度 の もの を敷き並 べ て番線ス チ ソ プ ル 止 め と す るバ ラ

角敷き，あ る い は 10cm 角材を 4
，
5 本ボ ル トで 連結 し

た 長 さ 3〜4m の もの を敷 くユ ニ ッ ト敷き角敷きが行な

わ れ て い る が ， 損耗がはなは だ しい の で 近年鋼製の 道板

が こ れ に と っ て 変 わ ろ うと して い る。

　鋼製道板 は と くに 最近規格化され た種 々 の 製 品が売 り

出 され て い る が か な り
一

般化 し て い る もの に つ い て 参考

ま で に そ の 規格と特長を列記する 。

　（a ）　フ レ ッ ク ス マ ッ ト （ロ
ードマ ッ ト用）

　規格 ： 図一ア．11，図
一7．12

　特長 ： 可 トウ性 を もた せ車の 重量 に よ っ て マ ッ ト自体

が 永久変 形 しな い
。 軽量 で 取扱 い が 容易 で あ る 。

　（b ）　 フ ロ ン テ ア （ロ ードマ ッ ト用）

　規格 ：図
一7．13，表一7．1

　特長 ； 孔の し ぼ りが 上開きの た め 傾斜地 で もス リ ッ プ

を起 こ さない 。 付属金具を使用 し な い ため敷 設 ， 撤去が

簡単 で ある 。

　 （c ）　 ロ
ードマ ッ ト

　規格 ： 図
一7．14， 表

一7．2

　特長 ；強さ が高く軽量で あ る 。

　裏表の 別 な く両面が使え裏面 の ス ベ リ止 め は マ ッ トと

地盤 の ス ベ リを防 ぐの で 斜面 に も使 え る 。 継手 が ヒ ン ジ

に な っ て い る た め地盤 の 起伏に な じみ ， よく敷 ける 。
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　 （d ）　 トラ マ ッ ト，ス ミ デ ッ キ

　規格 ： 図
一7．15， 表

一7．3

　特長 ： 溝型鋼に熱間圧 延 の 際 に シ マ （縞）をつ け て ス

ベ リ止 め と して い る。 トラ マ ッ トは一
般 に軟弱地盤 ， 仮

設桟橋に適す，ス ミデ ッ キ は 地
．
ド鉄 覆工 板 ， 建築現場 の

路面 覆工 板 に 適す。

　 （e ）　 ス チール デ ッ キ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表
一Zl

　　撮子焔『　「 綴鵜∬ 　阡
・ ド・ ur ン テ ・ ア

A 　 　1，200mrn
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重 量 27 ．8kg

1，200mm4eo200528

　 40

　 33．5
　 40　di
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　 40
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1組あ働
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（mm ）．
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ユ，200
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表一7，3

講 座

呼 称
長 さ

醗
高 さ

．畫壁錨 粫 鰍 ト 備 考

トラ マ ッ ト T −1 型

　 　 　 T −2 型

　 　 　 T −3 型

　 　 　 T −4 型．

375 × 1，000 × 65

250x1 ，5DOx65
125 × 4tOOO × 65

125x5 ．eeox65

ス ミデ ッ キ　 1 型A 　　 2，000 ×SGO× 200

　 　 　 　 1型 B 　 　 2，000x750 × 200

　 　 　 　 2 型 　 　 2，000x510 ×125

45455872

．5

工78256192

e＝＝43．83
　 29．22
　 14．61

・4 … 1

125mm − 3 枚ボ ル トヌ ィ

〃　 　 　 2 枚　 　〃

Xx ＝33e

　 403

　 298125 −8 枚合わ せ

　規格 ： 図
一7．16，表

一7．4

　特長 ：締結金具 は本体に装着 して い る の で取付け ，取

外 し作業が簡単で ゆ る みを生 じ な い 。

　（f）　メ ト ロ デ ッ キ

　規格 ； 図
一7．11，表

一7．5

　特長 ； デ ッ キ と受バ リ との 間 に ゴ ム パ ッ キ ン がつ け ら

れ て い る の で 騒 音防止 と衝撃 の 緩和 に 役立 つ 。強さ が大

きい わ りに 軽量 で あ り，ま た 覆工 現場 の 状況 に よ り異形

長尺が製作で き る。

表
一7．4

　（9 ）　ダ ク デ ッ キ

　規格 ： 図
一7．18， 表

一7．6

　特長 ：覆 工 板高 さが従来使用 の 木

材 と同 じ高さ で あ る か らこ れ ら と 併

用 で き る 。軽量化の た め に あ けて あ

る 孔 を暗キ ョ 中の パ イ プ な ど の つ り

用 に利用 で き る 。

　道板敷 き に よ る 通 路 は 下 地地盤 の

水 は け が悪 い と きに は土 が うん で 道板 の 上 に 出 て き た

り，横に押し出され た りし て 路床 が い た み通行困難と な

る こ とが あ る か ら ， 下地 に は 良質土 を敷 くとか 砂利を 入

れ て 平 た ん に し 両側 に排水溝 を設 け る などの 処置が望ま

しい 。大 きな コ ン ク リートの は つ リ ク ズな ど を入 れ る と

不同 め り込み に よ っ て と くに 木材 の 道板で は折損 の 原因

と なる か ら， 目つ ぶ し を十 分 に す る か ， あま り荒い もの

H−125L −125H −100

表
一7．6A

−1 型 0 　　型

L −100100

× 100x2 ．3
　 　 6

　 210

　 　 2．4
　 　 88

　 　 王89

寸　 　法

角 管 寸 法 　125x75 × 3．2
セ Pt ト本数　　　　9

セ ヅ ト重 量 　　　 4〔｝O （kg）
床 　面 　積 E　　 2．7
　 　 　 　 　

重 　 　量 1148〔kg ／cm2 ）

・ 酪 数 1．4。・・c ・ ・

125x75 ×2．3
　 　 9

　 310

　 　 2．7
　 　 115

　
3
鐙

100x100 × 3．2
　 　 6

　 270

　 　 2．4
　 112

　 247

幽⇔長

幅

呼ぐ高

2，eOO 　mm750

　 〃
210 　 〃

　 　 　 　 1枚 あ た り
重 　　量
　 　 　 　 lm2 あ た り

一〇

230　kg153
　〃

2、OOOmm750
　 〃

145 　 ・“

．218kg145
　〃

．2，〔喝G

図
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表
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罰
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図
一7．17

は使用 しな い 方 が よい 。

　道板 の 使い 方 と して トラ ッ ク の 車輪 に あた る 部分 の み

長手 レ ー
ル 状 に 道板 を敷 い て車を 通 す 方法 もあ る が ，ご

く
一

時的な揚合以外 は あ ま り好ま しい 方法で は な い 。

　（2） 砂 利 敷 き

　敷地地盤が比較的 よい 場 合 ， 既設道路 の 補修程度 で よ

い 場合，ある い は本工事道路 の 路床に役立つ 場合 などに

は 工 事用幹線道路と して 砂利敷き仮舗装を行な っ て 有利

な こ とがあ る 。 しか し軟弱地盤 で は め り込 み が 多 く，い

っ た ん トラ ッ ク が 陥没 す る とそ の 部分 が い つ ま で も通行

困難の 難所 と な っ た り し て ，こ れを正規 に維持管理す る

に は大量 の 砂利を用 し そ の 回収もほ とん どで き な い か

ら，仮舗装 と し て は 道板敷 きよ り一般 に 不経済と な る 。

　（3） コ ン ク リ
ー

ト舗装

　 トラ ッ ク 通路 を長期 に わ た っ て 使用す る 場合の 幹線路

で は コ ン ク リート舗装 の 道路をつ く っ た方 が よい こ と も

ある 。 広 い 敷地 を有する 工 場や団地の 新設 工 事で その ま

ま本道路となる 工事が で きれ ば問題 は な い が，工 事終了
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講 座

後 に 撒去 し な けれ ば な らな い 揚所 に コ ン ク リ
ート舗装を

行 な うと き は，使用 ピ ン度 と必要性 を考慮 し た うえで 道

板敷な ど に よ る揚合 の 損料や維持補修費 との 比較検討に

よ っ て決定され る べ きで あ る 。

　 こ の ほ か 特殊 な場合 と し て ，地下室本体の 根切 りに先

立 ち ， 建物周 囲 に連続山留め 壁 を構築す る よ うな泥水掘

削 二〔法 を行 な うと きは大量 の 水 を常時取 り扱 うの で ，現

場内 の 通路と し て 道板敷 きや 砂利敷 きで は 使用 に耐え ら

れな い とい うこ と で コ ン ク リート舗装の 仮通路 をつ くる

こ と が多 い 。

　 （4） 本体 ス ラ ブ

　 さか 打 ち工 法 に よ る 場合，ま た は 1 階 の 床を作業床 と

し て 使用す るた め に先行施工 す る場合に は ，

』
建物本体 の

1階 の 鉄筋 コ ン ク リートス ラ ブを トラ ッ ク 通路 と し て 土

揚げや積込 み が 行なわ れ る 。 こ の 場 合 ス ラ ブ は 重量車両

の 通行 を 目的 と し て 設計され て い る わ けで は な い か らダ

ン プ トラ ッ クや ク ロ
ーラー

ク レ ーン の 通行 に対 して 十 分

安全で あ る か どうか をチ ェ ッ ク し，必 要 に 応 じ て 増筋 し

た り，許され る な らば ス ラ ブ厚を増 し た り小バ リを入 れ

る な どの 処置が必 要で あ る 。 小 パ リや大 バ リに つ い て も

同様 に安全性 を確か め て お か ね ば な ら な い 。

　
一

般 に さか打ち工 法 を行な うの は鉄骨鉄筋 コ ン ク リー

ト造 で あ っ て大バ リに補強を要す る こ と は な い か ら ， ス

ラ ブに加わ る トラ ッ ク の 車輪圧 をで き る だ け分散 させ て

バ リに流す 目的 と，ス ラ ブか ら 立 上 っ て い る 壁 な ど の さ

し 筋 をき ら う意味で，トラ ッ クが じ か に ス ラ ブ上 を通 る

こ とを避け て，柱ス パ ン に か け渡 し て 平角 （150x300）

P 道板類をベ タ に ス ラ ブ上 に 敷 くこ と も行 な わ れ る。

　 ま た ク ラム シ ェ ル バ ケ ソ トをつ る重機 （ク ロ ーラ
ー

ク

レ ー
ン ， 三 脚デ リ ッ キ な ど） の 位置す る 場所 で は 衝撃を

考慮 して ス ラ ブ に 荷重 の か か ら な い よ うに 尺角や 1型鋼

な ど を置 く揚合 もあ る 。

　 7．2．3 桟　　　橋

　（1）　土 揚 げ 桟橋

　市街地 の 深 い 地 下工 事 で 敷地 に余裕 の な い 場合の オ ー

プ ン カ ッ トで は 現揚内 に桟橋 を架設 し て 土揚げ を行な う

こ とが 多 い 。

　土揚げ桟橋 は 根切 り終了 後 も引き続き地下 工 事中の 荷

さばきや生 コ ン 車の 進入 ， ある い は 鉄骨建方時の トラ ッ

ク ク レ ーン や鉄骨取込み の 桟橋 と して活用で きる よ うに

多 B的 に計画れ さる の が 普通 で あ る か ら，最重量 の 車両

の 運行 に 耐 え る よ うに 設計 され な け れ ば な らな い 。

　支柱と して は通常 1型鋼ま た は H 型鋼を根切 り底以下

十 分 の 支持力 が 得 られ る ま で 打込む 。 打込 み は 掘削を開

始す る前 に 地表面か ら行な うこ とが多い が ， 状況 に よ っ

て は表土 の ス キ取 り， 第 1 段 の 機械掘り を終わ っ た と こ

ろ で 行な っ て も よい 。 バ リ材は尺角 ま た は 1型鋼 ， H 型

42

鋼 な ど を用 い ，こ の 上 に根太 と し て や は り尺 角や 工型鋼

を必 要間隔 に配 し て ， 上面道板敷 き とす る形式 が よ く行

な わ れ る 。 掘削に し た が っ て 現 わ れ る支柱に対 し 3〜4 皿

ご と に座屈止 め ， 振れ止 め の 筋違 い を つ け て 行 く。横 ゆ

れ に対 し控柱や控索を要 す る 場合 もあ る が ， い ずれ も山

留 め切バ リ とは 必 ず縁を 切 っ て お くべ き で あ る。

　 こ の よ うな桟橋 の 設計計算を行な う手順 と し て 表
一

7．7 に そ の フ ロ ーチ ャ
ー トの

一例 を示 す。

　桟橋 は通常 1階 の 床 の コ ン ク リート打 ち を完了 した 後

に 解体す る こ とが多 い か ら，高 さ は バ リ材 が 1階の ク

（躯 ） 体 に か か ら な い 方 が よ く ， ま た支柱やバ リ材は 当

然建物の 柱，バ リと は 別 の 位置 に も っ て く る べ き で あ

る。桟橋の 幅 員は ト ラ ッ ク がす れ違え る だ け の 幅 が あ る

こ と が望 ま し く，一車通行 の 場合に も 4m 程度が よ い 。

ま た 両面道路 に 面 し て い る と き は 通 り抜 けで き る 方 が 運

行 が 円滑 に 行なわ れ る。し か し な が ら桟橋 は 相当多額 の

費用を要す る こ と と，面積を大 に す る と建物本体の ダメ

が 増 え る こ と，桟橋 の 下部 の や りに くい 作業が 増す こ と

な どの マ イナ ス 面 が あ る の で，計画 に 際 し て は 十分検討

の うえ 必要最小 限 とす る よ う心 が け る べ きで あ る 。

　（2）　ス ロ ープ 桟橋

　切 バ リ の な い オープ ン カ ッ トで ，掘削機械 と ダ ン プ ト

ラ ッ ク を申に 乗 り入 れ る 場合 は 通路 と な る ス ロ
ープ とし

て 当初は 土を残 して お くが，こ れ を掘 り取 る段 階 に おい

てバ ッ クホ ウシ ョ ベ ル などで 後方へ逃げ る こ と が で き な

表
一7．7r
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図 　 7．19

図 一J．20

けれ ば ， 別の 個所ヘ トラ ッ クや掘削機械 の 進出入 の た め

の ス ロ
ープ桟橋を架設する必 要を生ず る こ とがあ る 。 こ

の よ うな 場合 は 全 く掘削搬 出の た め の み に 要す る 仮設桟

橋で ある か ら， で きる だ け費用 の か さ ま な い も の を考

え，図
一7，19 の よ うな サ ン ドル 組み で 用を足す か ， 図

一7．20 の よ うな 構台式 の 桟橋 を設 け る こ とが多い 。根

切 り底が軟弱 な 時は敷角をペ タ敷 きに して 地耐力を増す

な どの 処置 が 必 要 で あ D，ま た サ ン ドル 組み で は交差部

の 緊結を十分 に し て 倒壊 の 恐 れ が ない よ う安全 を期さね

ばな らな い 。

7．3　掘削土 の 置場捨場

　7．3．1 置場，捨場の選 定

　掘削土 を場外に搬出す る場合に は，そ の 置場な り捨場

の 面積，立 地 条件，現場 か ら の 距離，経路 な ど が 搬出能

率や運搬経費 に 直接影響 し て くる か ら，そ の 選定に あ た

っ て は 十 分調査検討す る 必要があ る 。し か し なが ら，±

量 に よって は
一

個所 で 処 分 しきれ な い こ と もあ P，ま た

土質に よ っ て 他に使用 で きない 条件 もあ っ た りして ，と

くに 土 地 利用度 の 高い 市街地 で は 有利 な捨場を選択す る

こ とは 非常 に 困難 で ある 。 した が っ て大規模な 地下 工 事

を行 な う都会地 で は 掘削土 の 処分 は 全 く残土業者に一任

し て い る の が現状で あ る。残土業者は捨場 と し て 長期 に

わ た る海岸埋立 て 地 な ど を確保 し，同業者組織で 共同管

理 し て い る よ うな状態 が多い よ うで あ る が，そ れ で も大

量 の 土を短期間 に搬出す る 場合は処分 し きれ な い こ と が

起 こ り得 る か ら，現場で は 土量 と工 程 をに らみ 合 せ た

上 ， 残土業者 と事前 に よ く打ち合せ を行な い ，捨場を調

査 し て 掘削 ， 搬出 に支障 を きた さ な い こ と を確か め なけ

れ ば な らなV・。

　7．3．2　掘削土 の 処分

　一一
般 に 掘削上 を処 分 す る 形態と し て

　（i） 敷地内 ま た は 他 の 揚所 で そ の ま ま 盛土，埋 戻 し

な どに 使用す る 場合
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　（ii） 敷地 内ま た は他 の 場所 に
一

時的 に 山積 み す る 場

合

　（iii） 埋 立 て な どの い わ ゆ る捨 場 で 処 理 す る 揚合

な ど が あ る が ，い ず れ に せ よ 処分を行な う場所 で は 常 に

土を受け入 れ られ る 態勢を整 え て い る こ と が肝要 で あ

ワ ， と くに 降雨直後 の 運搬車 の 進入路や排水処置 に対す

る 配慮 が 必要 で ある 。

　盛土を行なう場合は
一

般 に ブ ル ドーザー類を配 し て お

き，ダン プ トラ ッ ク か ら投 げ出 され た 十 は降雨 の 排水 可

能な コ ウ配 で 順次で きる だ け平 らに な ら し，幾層に もわ

けて 十分転 圧 し な が ら処 理 して 行 く。

　敷地全体に 盛土を行な う よ うな 場合に は，掘削土が良

質な もの で あれば，そ の ままブ ル ドーザー類で 押 して 有
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工 事用 の 通 路 な どに そ の ま ま で は 使 え な い か ら
一

時的に

排水の よい 状態 に 山積み し て お い た 方 が 有利 な場台 も あ

る 。

　ま た 掘削土 が 良質の 砂質土で あ る と きは 埋 戻 し 土用 と

して 敷地 内 ま た は他 の 置場 に一時山積み を 行 な う こ とが

あ る 。 こ の よ うな 揚合 は で きる だ け高 く盛 り上 げよ うと

しが ち で あ る が，崩壊の 恐 れ の な い よ うコ ウ配，締固 め

の 度合 ， 排水処置な ど に留意 し，擁壁 や 土留め の そ ぼ に

山積みす る場 合は そ の 安 全性 に つ い て 十分検討す る な ど

の 注意 を怠 っ て はならな い 。

　 掘削土 が非常 に 軟弱 な 泥 上で あ っ た り，他 に 処分 す る

場所 が な い 場 合 に は，埋 立 て 地などの 捨場で 処理 され

る。捨場は一一般 に 立 地条件が悪 く持ち 込 ま れ る土 も悪質

な もの が 多 い の で ，と く に 排水 に つ い て 段 取 り を よ く し

なければならない 。

・
般 に 湿地 ブル ドーザ ーな ど を 用 い

て 押土 しなが ら処理 し て 行 くが ，と くに軟弱 な 土 に 対 し

て は 山 積 み し た もの を 水 で 流す な ど の 方法 も 行 な わ れ

る。

　 7．33 　置場，捨場の 通 路

　置場 ， 捨場 の 通路は搬出作業に直接関係す る重要 な要

素 で あり，そ の よ しあ し は捨土 に要す る時間を左 右し，

車 の サ イ クル タイ ム に 影響 を及 ぼ す こ と に な る ば か り

か ， 降雨 の た め に通路が泥土化 して トラ ッ クの 運行が不

可能 と な れ ば，現場 で は 掘 削が行な え て も捨上がで き な

い た め に 工 事 が 遅れ て し ま うよ う な事態 も生 ず る。した

が っ て
一
定幹線路 は舗装 を施 し て 排水溝 を設 ける と か ，

盛 土 部分 の 通 路 に対 し て は トラ ッ ク 道板 の 敷設あ る い は

良質 な 砂質土 に よ る進入 路の 造成を行な うな どの 処置を

講 じ，また 盛土 は適当 な コ ウ配を と っ て 十分転圧 し，降

雨時に は防水シ ートに よ っ て 保護す る な ど，置場 ，捨場

の 状況 に 応 じて適切 な措置をと る必要が ある 。
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