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可能 な時期 に 近づ い て い る。
つ ぎに 示す報告は この 問題 を

扱 っ た も の で あ る。

　100　（E − 2）　アー
ス ダ厶 の 経時的沈下 に関 す る考察

（成 田 ・山 ロ ・木村）　 この 報告は 盛 土 を構成 す る各土 層 の

圧密性 と，施工 過程の 組合 わ せ に 応 じて ，V 状盛土 に 生 じ

る 沈下 の 経時変化を ， 弾性論に 基づ く有限要素法 に よ っ て

調べ た も の で ある 。 解析 に 当た っ て は 盛土を等 しい 厚 さの

水平層で ，

一定時間間隔 ご とに 積上 げる もの と し， 有効応

力 の 増加 に よる 弾
・
「生係数 の 変化も考慮して い る。

　実際の ダム 建設 に お け る沈下測定例を本方法で 解析し，

高 さ の 低 い 盛土段階で は よ く
一

致す る が ， 高 くなる に した

が っ て 計算値 の ヒ ズ ミ増加率が実測値 よ り大 きくなる こ と

ボ認め られ て い る 。 こ れ か ら発表者 は ダ ム の 圧密 ボ，解析

で 予 想す る よ り もか な り早く進む もの と推定 し てい る。

　 以 上 今 回発 表 さ れ た 5編 の 報告 を 中心 に し て ， 盛 土 地 盤

の 変形 と沈下を概観 し て きた が ， こ の 分野 で は 現場ある い

は 模型 に お け る 精密な変形 の 測定 と，時間変化まで 考慮 し

t 土 の 応カー ヒ ズ ミ関係の 研究 が 将来の 重要課題で あろ う。

　すな わ ち これ ま で の 圧密理 論 が 多くの 変形ある い は沈下

の 測定 と ， そ の 解析に よ っ て 発展 して き た こ とを 思 えば，

必要条件 を 満足す る 十分な測定結果淤 集積されれば され る

ほ ど， よ り合理 的 な変形や沈下 の 解析が 可能に な るだ ろ う。

ま た 土 の 非排水条件に お け る 変形性状 の み な らず，排水条

件 の 下 で 生 じる変形や，不 飽和土 の 変形などに つ い て そ の

性状が明らか に な っ た とき ， 有限要素法 の 利用 な どとあわ

せ て 実用 的 な解析法を 見 出す こ と が で きる も の と思わ れ る D

基 礎 地 盤 の 沈 下 （発表論文 No ．101〜105）

日本大学　浅　川　美 利

［今まで の 研究動向］

　101〜105 の 発表論文は ， 鋼グ イ の 支持力に 関す る も の

が 2 編 ， 粘土 地盤巾に 砂柱を打設し ， 砂柱
一
粘土複合地 盤

の 支持機溝を 理 論的 に 取扱 っ た もの 1編，圧密層上 に ある

上 部構造物の 不同沈下が，種 々 の 構造形式 とそ の 剛性 に よ

っ て どん な影響を受け るか を検討 した もの カミ2編 とい う内

訳 で ある 。

　従来， 載荷試験を行 な わ な い で ，
ク イ の 鉛直支持力を 見

積 もる い わ ゆ る ク イ の 支持力 公 式 に は 多 くの 提案が あ る 。

　 し か し 各種公式を 使 っ て 支持力を 求め て み て も，得られ

た 数値 に は か な りの 差があ り，載荷試験結果 と比較し て み

て も相 当 な 違い が ある の ボ普 通 で あ る 。

　在来の 支持力公式の 多くは ， 載荷 し うる荷重 の 大きさを

対 象と して い る もの で あ っ て，荷重一沈下 の 関係か ら ク イ

の 支持機構を 考え よ うとす る もの は 少 な い 。

　 ク イ 周摩擦 の 弾塑性的 な性質 を 考慮 して ク イの 荷重
一

沈

下 関係を求め よ うとした Seed・Reese の 理論 に 端を発 し ，

山 肩， 藤田 ら は
，

ク イ 周 土 の 変形，
ク イ先端 の 沈下 渉荷重

の 増大に 応 じて い か よ うに 進行して い くか とい う荷重
一

沈

下 特性を も とに し た ク イ の 支持力機構を考え て い る 。

［現況と問題点］

　105　（E − 2）　鋼管グィ の 支持力 な らび に 沈下特性に つ

い て （山肩 ・永井）は，開端鋼管グイの 支持力機構を明ら

か に し よ う と して，鋼管内 ・外土 の 摩擦抵抗 と変形特性を

組 入 れ た 理 論 式を 提 示 して い る。数値解析の 結果 か ら （i）

荷重の 増加 と と もに ク イ体の 弾性圧縮 が進み ， 管外土の 摩

擦応力が上部か ら増大 して い っ てつ い vcwa伏値に 達す る ，

（ii）管外土 カミ降伏 した後， 管内土 の 摩擦応 力の 降伏が ク イ
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先 よ り始 ま り， ク イ先端沈下 が 急増す る ，
こ とを考察して

い る。

　また CO件 の 載荷結果か ら許容支持力の 合理 的 な算定法 を ，

データ ーの 統計処理 に よ っ て 提案 して い る 。

　 104　 （E ・− 2） 鋼グイの 沈下量 の推定とその 精度につ い

て （第 5報）（藤 田 ・下 村）　 ク イ の 荷重
一

沈下特性 に か か

わ る要因 と して ク イ 自体の 材料特性 の ほ か に，クイ周摩擦

に 関 し二 つ の 定 数と ク イ先端 反 力 に 関す る一つ の 定数 の 三

つ の 地 盤 定 数 z）：あ げ られ る Q こ れ らの 定 数 と地 盤土 の 性質

の 間に 相関性 が見い だ せ な い か と して，N 値の 実測値と ク

イ の 載荷試験結果を藤田 の 基本式 に 入 れ て求め た 3定数と

の 関係を 調べ て い る 。

　 3定数 は N 値か ら十分な精度 で 推定 で ぎる として ，
！〉

値 を 関数 と した 経験式を 示 して い る 。 また 各地層 ご との 定

数を考 え な い で ，平均化 し た
一

層系地盤 と し て 取扱 っ て も

問題 の ない こ とを確認 して い る 。

　 105 は よ り妥当な ク イの 支持力理論式を提示 し よ うとし

て お り， 104 は ノV 値 の 測定値だけから支持力に か か わ る

定数を見い だ し ， よ り実用性を 高 め よ うと し て い る 。

　やわ らか い 粘土地盤 に よ く締固め た 砂柱を打設する と，

砂柱 と粘土地盤が
一

体 とな っ た 複合地盤ボ形成され る 。 こ

の よ うな地盤に 上 載荷重 が 加わ る と，砂 柱 は 粘土地盤 よ り

も大 きい 応力を分担す る こ とに な り， 粘土 地 盤 の 負担ボ軽

減され，砂柱 カミ
ー

種 の ク イの 効果を発揮す る と考えられ る 。

ま た 打込 ま れ た 砂柱の ダイ レ イ タ ソ シ ー一な ど に よ っ て 砂柱

の 半径方向の 応力増加があ り， それに よ る圧密排水効果 が

期待 され る ○ い わゆ る サ ソ ドコ ソ パ ク シ ョ ソ 工 法 は この 考

え 方 に よ っ て い る 。

土 と基礎 ，
2G− IO （176）
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　粘土地盤 の 条件 に よ っ て応力 の 分担割合ボ 違 っ た り， 分

担比そ の もの が経時的に 変化す る 。 ま た 圧密 の 効果は 期待

で きて も設計に それ を ど う組入 れ る か とい っ た 実用上 の 未

解決 の 問題ぷ残され て い る 。

　 101　 （E − 2） 砂柱 の 応力〜ヒ ズ ミ関係 を考慮 した複合

地盤の解析 （村山 ・末松 ・松岡）は
， 複合地盤 に 関す る 在

来 の 理 論 に こだ わ らな い で ， 土質力学 の 原点に も ど っ て 複

合地盤 に お け る 変形 の 問題を新た に 考え て い こ うと し て い

る 。

　複合地盤 上に 剛 な載荷面 を 持 っ た 等分布荷重 が 加 え られ

た と き の 粘土 地盤の 変形 は ，
セ ン 断変形と圧密変形 とを加

え合わせ た もの で あ る として ，砂柱 中心から任意 の 距離 に

お け る各主 応力方向の 変形 を 求め る理 論式 を 誘導 して い る 。

　 砂 柱周 辺 部 の 塑 性破壊状態 に お け る 応カ
ー

ヒ ズ ミ問題 の

解決， 圧密排水中の 時間効果 を どの よ うに導入 して い くか

とい っ た 問題 は 残 され て い るが，砂 の セ ソ 断特性，砂土 の

圧 密 ・ セ ソ 断 両 特性 を 考慮 した 複合 地 盤 の 理 論解析は 興味

深 い もの があ る D

　上 部講造 の 剛性，と くに バ リの 剛性 を 大 き くす る と ， 不

同沈下を 減少 させ る の に 有効 で ある。それ は 剛 性 が 大 き く

な るほ ど不同沈下をならそ うとす る構造物 の 平均化作用 に

よ る もの で あ る 。

　単純な搆造式 の もの で あれ ば，構造物 の 剛性係数を決め

る こ とも建物の 相対沈下量 を算定する こ と も比較的容易で

あ る が，複雑 な 構 造 形 式を 持 っ た建物 の 剛 性係数 の 決定，

不 同 沈下 量 の 算定 を 正確 に 行な うこ とは むずか し く，種 々

の 建物の 実測値 か ら検討されなけれ ぽ ならない 。

　 102・103 （E − 2）不同沈下 に 及 ぼす建物の 剛性等 の 影

響 に つ い て （そ の 7）・同 （そ の 8）（松浦 ・芳賀） は ， 各

種形式の構造物に対 して 剛性係数を求め る 実用算定法を示

し ， 構造物の 剛 性 が 不 同 沈下 に どの よ うに 影響す る か を 検

討 し て い る 。

　102で は 四 っ の モ デル 建物に つ い て提案した算定法 に よ

る 剛性 係数 と沈下 の 実測 か ら求 め た 剛性 係数 の 比 較を 行 な

い
， 提案式の 妥当性を吟味して い る 。 それ に よる と ， 剛性

係数 は，測定値ボや や小 さ め に 表わ れ た もの もあるカミ
， 計

算値 とか な りよ い
一

致 が 見られ て い る 。 相対沈下量 も圧 密

進行中の 地盤で は，計算値 の 方が 30〜4G％ 大きい ボ，圧

密終了の 地盤で は，計算値 とよ く一致 し て い る。

　103 で は ， 立体ラ ーメ ン 構造 の 場合を示 し， 剛性係数を

特別 に 定義す る と ， 立 体 ラ ーメ ン の 場合 で も
一

方向 ラ ーメ

ン の 場合 と同様な 傾向ボあ る と指摘 し て い る 。

　簡略化 した 実用算定法 を 提案して ，
い ろい ろ な構造物の

不 同沈下 を 近似算定 し よ う とい う実用 化 へ の 努力が は らわ

れ て い る 。

　101〜105 の 論文 は ， 続報 の もの が多か っ た 。 字数の 制限

が ある か ら詳細に 前報を ま とめ る こ と もで きICくい とは 思

うが ， 前報の 要点を もう少 し ま とめ て お い て もらえ る と あ

りがた か っ た 。

ク イ の 支 持 力 （発表論文 N 。．107〜114
，
184〜185）

関西大学 　山　肩　邦　男

　筆者 の 担当は ， ク イ の 鉛直支持力に 関す る 部門で あ っ
て，

国際土質工 学分類 （IGC ） の E − 4 に 属す る 。 以下 ，
こ の

部門で の 従来の 研究概要 に つ い て述 ぺ
， 今回発表 の 諸論文

に ふ れ て み た い と思 う。

　 ク イ の 鉛直支持力理 論 は ， 元来地 盤 の 性質 を 剛塑性体 と

仮定す る と ころ か ら出発 して お り，Terzaghi （1943） や

Meyerhof （1951 ） 以 来 ， 多 くの 人 に よ る一
連 の 研 究 が 行

なわ れ て き た 。 これ らは極限支持力を 対象とする もの であ

っ て ， 数多 くの 支持力公式 が発表され て き た の は，主 と し

て ク イ先端地 盤 の 全 般 セ ソ 断 破壊形 状 の 仮定 の 相 違 に 基 づ

くもの で あ っ た 。 これ らの うち ， い ち早く砂質地 盤 の N 値

を 導入 して提案 された Meyerhof （1956）の 式が ， 実用 性

を 買わ れ て わ カミ国 で 広 く用 い られ る に 至 っ て い る。

　この 種の研究は ， そ の後も根入れ径比 に 対する全般セ ン

断破壊 の 形状お よび破壊域 の確認と支持力係数， 先端地盤

1＞値 の 評 価 の 仕 方な どに つ い て 検討 が 行 なわ れ て お り， い

October，1972

まだ定説を得 る に は 至 っ て い ない 。しか し LimitAnalysis

的に み る とき ，
Meyerhof （1951） な ど の ク イ面 に ま で 及

ぶ 全 般 セ ン 断 破壊 形 状の 仮定は ，

一
自由度 の 崩壊 の 変形条

件を 満た さず， 地 盤 を 剛塑性的 とす る 基本仮定 に 問題 淤 あ

る と思われ る 。
こ の 点に 関 し て ， BCP 委員会 （1969） の

実験結果 で は ， ク イ 先端地盤 の 高圧下 に お け る砂粒子 の 破

砕現象ぶ 極限支持力の 発生因で ある こ とを 指摘 し て お り，

今後 の 研究 に 示唆す る とこ ろ が大きか っ た と思 う。

　以 上 の よ うな極限支持力を 対象と した 支持 力論 で は ， ク

イ は 剛体 と仮定 して い る の が一般 で あ っ た 。 これ に 対 して ，

ク イ を弾性体 ， 地盤 を 弾塑性体と仮定 し， ク イの 支持力機

構を沈下 と結 びつ けて 論 じ よ うとし た もの に ，Seed お よ

び Reese （1955），
　K6zdi （1957）， 山肩 （196ユ），

　D’App610nia

お よ び Romualdi （1963）な どがある 。 これ らに よ っ て ，

初め て 荷重〜沈下 曲線 の 持つ 力学的 な 意義 が 明 らか とな り，

また ク イ頭荷重 を摩擦抵抗と先端抵抗に 分離する こ と茄
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