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5． 土 の 判 別 法 （そ の 2）
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5，6 細粒土に 対する判別

　対 象 とす る 土 を観察 し
， 細粒分が半分以上あ る と判断 さ

れ る ま二は ， 細粒土 で あ る 。 細粒土に 決ま っ た 土は，た だ ち

に 土 の 色，臭気，含有物を 観察し，有機質土 ，火山灰質粘

性：Lに 分類 し
， その い ずれに も属さぬ 無機質上 は ， そ の 土

の 細粒土特性か らシ ル トと粘性土 ｝こ 簡易分類す る 。 液性限

界， 塑性限界試験 を 行 な っ て分類す る場合 は ，図一一3，4 の

塑性図に 基づ く淤 ， どの グル ープ に 属す る土 か は観察， お

よ び 簡易試験だ けで識別す る こ とblで ぎ る 。

　 5．6、1 有機質土 の 判別

　有機質土 は ，

一
般 に 暗色 ， 黒色を帯び ， 新鮮 な湿 っ た 有

機質土 に は 分解 した有気臭が ある 。 熱す る と
一

層臭気 が 明

りょ うとな り，そ の 識別 は 比 較的容易で あ る 。 多少塑性的

な有機質シ ル トもあれば ， か な り粘性 の 強い 有機質粘土 も

あ る 。 飽和 した有機質粘土 は，通 常圧縮 性 が 非常 に 大き く ，

乾燥強さば 中ぐらい か，高い 。

　有機質土 は 普通，塑性図 の A 線の 下 に 分布す る 。 た だ し，

液性限界の き わ め て高い 有機質粘土に は ，A 線 の 上 に くる

もの Dミあ る 。 有機質土は ｛0 ｝と簡易分類す る 。

　そ の 土 が ， 火山 灰質粘性土の 場合は，有 機 質 火 山 灰 土

（OV ）と細分類す る 。

　5、6．2　火山灰質粘性土 の 判別

　火山灰質粘性土 で あ るかどうか を識別するに は ，

一
般 に

現地 の 土 層断面 で 調 べ る と識別 しや す い 。 火山国で あ る わ

カミ国に は ， 各地 に さま ざま な火山灰 土 が存在す る 。 そ の 性

質 の 違 い は ， 供給源 で あ る火山の 岩質 や，タ イ積環境 ， タ

イ積年代 ， 風化 の 状態 に よ る 。 火山灰質粘性土 に は 関東 Pt

一ム な ど ， い わ ゆ る ロ ーム の 名で 呼ばれ る土 や，九州 の 灰

土 ， 赤ボ ク ，黒 ボ ク，ヨ ナ な どが そ れ で あ る 。 土木材料 と

して 用い る 場合，常識的 に 取 り扱うと ， しば しば問題を 生

ず るた め，特殊な土 とみ な されて い る 。 識 別 の た め の 一般

的 な特微を あ げ る とつ ぎの よ うなもの がある 。

　  　乾燥 した 露頭 の 土塊 は 軽く，固結す る もの が 多い 。

　　そ の 固結土 は ， 指先 で つ ぶ し，粉末 に し難 い
。

　（b） 自然 の 土塊を割 っ て ，断面 の 含有鉱物 （浮石 ，
ス コ

　　 リ ア など） を 肉眼観察する こ とに よ っ て ，

一
般の 粘性
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　　 土 と区別 で きる こ とが多い
45 ）柵

。 また ， 現地 で は 軽石

　　 などの 火山噴出物を 多量 に 含 む 層が，そ の 土 層の 上 下

　　 に存在すれぽ 目安 とな る 。

　 （C ＞ 構造的に ポ
ー

ラ ス で 包水性 が大 きく，鋭敏比が き わ

　　 め て 高い 。 した カミっ て ，湿 っ た 自然上塊を 練 る と
， ぼ

　　 ろ ぼろ して い た 土 が あた か も含水 を増 した か の よ うに

　　 軟化 し，粘性 を 帯び る。十分 に 練 返 した 供試 体 は 自立

　　 で きな い こ とが 多い が ，
こ の よ うな土 は ト ラ フ ィ カ ビ

　　 リテ E の 確保ポ 困 難 とな る 。

　 （d） 有機質土 と 同様 に ， 脱 水 に 対す る 非可逆性 ボ あ る 。

　　 十分に 乾燥 した 土に 水を加えて 練 り， それ と同
一

土層

　　 の 湿 っ た 自然土塊を練 っ た 両者に つ い て ，手 の ひ らで

　　 ロ ール し ， 塑性の 程度 を 比較す る 。 火山灰質粘性 土 は

　　 い
っ た ん 乾燥 させ る とか な り塑性の 低下を きた す 。

　 その ほ か，火山ガ ラ ス の 有無を 検鏡 し，そ の 存在か ら識

別す る 方法細 や ， 突固め試験 を 実施 し ， その ときに 見 られ

る特殊性 や 鋭敏性 ， そ の 結果の 密度か ら判断す る方法
45）s2）

が ある 淋，現場 的 に は 上 述 の 四 つ の 方法 が簡便で あろ う。

　火山灰質粘性土 の 塑性図上 の 分布 は きわ め て 広い
。 参考

の た め に その 分布を 示すと図
一5、12の とお りで あ る。 例外

もあ る が，ほ とん ど液性限 界 40％ 以 上 で あ っ て ，A 線 の

下 に 広 く分布する 。 火 山灰 質粘性土 と判断され る土 は ｛V ｝

と簡易分類する 。

　5，6．3 シ ル トと粘性土 の 判別

　有機質土，火 山 灰質粘性 土 の い ず れ に も属 さ ぬ 無機質 の

細 粒土 を簡易分類 す るに は ， 図
一5，1の 無機質土 の 手順 に

従え ば よい
。

　（1） 試料 の 準備

　対象とす る土を よ く練 り，簡易試験を行なうの に 邪魔 に

な る粗粒子 （粒径約  ．4mm 以上）を手で 取 り除 き， 親指

の 先 程度の 土 塊を 用意す る 。

　 もし， 粗粒子が多く， 簡 単に 除去 し難い 場 合 は，一
握 り

の 土 に適度の 水 （手 に べ と つ く程度）を加えて 練 り，両乎

の 手 の ひ らで こ ね る 。 土 の f’1
．
着 し た 手を 軽 く払 う よ うに す

り合わ せ る と ， 大半 の 粗粒子は 落 ち る 。 さ らに 残 る粗粒子

を 指先で 除 き， 手に 付着し た土をヘラ で 集め ， 少 し水分 を

蒸発させ て判別 試料 とす る 。 現場で の 分類で は ，こ の 試料
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　火山 灰 質 粘 1’Ll．の 塑1生図上 の 位 置 （関東 ロ ー
ム 研究委員 去の 資柚

で 十分役に 立 つ
。

　（2｝　触感に よ る観察

　土 を 指擦 し，砂 の 日立 つ 土 （LL50％ 以 ドに 多い 〉 と砂

の 目立 た ymLL （LL5   ％ 以一Lに 多い ） に 識別す る 。 また ，

砂，シ ル ト，粘土分 の い ずれ の 性 質が 最 も．卓越す る か を 判

断す る 。 ざら ざ ら した 感触 は 砂質で あ り，粘 り気 の あ る 感

触 は 粘土 質 で あ る 。 手 の ひ ら に 塗 りつ けた 土 を ， 水で 洗 い

落 とそ うとす る と ぎ ， 数 回 両手を こす り合わ せ た だ け で，

簡単に 洗い 落 とせ る土 は
一一・

般 に シ ル トで あ る 。 ぬ るぬ る し

た 感触 が あ り，容易に 洗い 落 とせ な い 土は 粘土 で あ る u 混

合土 は 判定 しに く く個人差 も多くな る 。
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　 粒度的な 相違 が，塑 「生図上 の 位置 に どの

よ うに 影響す るか は ， 判別す る ときの 参考

とな るた め ，以 下に その 関係を示す 。

　塑 性 図に よ る 分類 は
， 粒径 420μ 以下 の

一［．：粒
’
r’を用い る た め，こ の 実験 で は 4  番

フ ル イ通過試料 を用 い た Q

　分類試験 を 行ない
， 塑性図上 の 分類位置

に 日 グ ラ フ を 用い て 砂 ， シ ル 1’，粘土 分の

含有割 合を図示 し た もの が 図
一5113で あ る 。

　試料数ガ少 な い た め ， 全 ぼ うを示す もの

とは い えない が，液
．
性限界が 大 き くな る に

従 っ て ，粘一ヒ量 が 増加 す る 。 A 線 の 下 に ，

粘土 分の 少ない もの があ るが ， 大局酌に は ，
A 線上 下 で 粘土 量 の 差 は な い 。塑性図．ヒの

位置 の 違 い は ，粒度 や粘土鉱物 の 種類，イ

オ ン の 種類 な ど に 影響 され る もの と考え ら

れ る 。

　植下 ら
41）

は ， 名肖屋 地盤図 の 資料を整埋

した 結果 ， 非常に パ ラ ツ キ が大 きい が ， 平均値的関係に お

い て ，粘土 分 3 ％ が 液性限界 50％ に 対応す る と述べ て い

る が，そ れ とほ ぼ 一
致す る 。 ま た ， 約 30％ 以 上砂 を含む

と砂粒子 が 凵立つ ボ，そ の よ うな土 は 大体液性限界 5  ％

以 下 に 多 く，LL50 ％ 以上 に は 砂の 日立つ 土 は 少 な い 。

　上 述 の 分布を 見 て も ， 単な る 粒度的識別 だ け で は ，塑性

図に 基づ く分類は むつ か し く，土 性 の 考慮 力：必 要 で あ る 。

　細粒土特性を識別す る た め に は ， 簡単な現場判別 試験方

法 が，各種提案され て い る 。 な か で もキ ャ サ グ ラ ン デ ポ提

唱 し， その 後，改良 され て ， 現在米国の 規格 とな っ て い る

統一
土質分類法 の 現場判定法

49 ）
は ， 諸外国で も採用 して お

紛

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 液　性　限　界　y・』　tt．

図
・− 5．［3　塑 性 図上 の 位 置 と砂，シ ル ト，粘士 分 含 有剖合 と の 関 係

土 と基 礎，2t −4 （T82）
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り，す ぐれ た もの と考えられ る 。 以 下に そ れ を 主 体 と し た

試験法を述べ る o

　（3）簡易判別試験

　つ ぎに 述 べ る三 つ の 試験は ，前述の 準備試料 を 用 い ，す

べ て 練返 し た 土 の 反応で 評価す る 。

　（a〕 ダ イ レ イ タ ン シ ー
試験 （ゆすぶ りに 対す る 反応 ）

　土 をね ばつ か ない 程度 に や わ らか くこね る ○ それ を
一

丿∫

の 手 の ひ らに 載 せ，表面 を ヘ ラ な どで ス ム ーズ に し，水 平

1，c 振動 し ， 自由水 が 出て くるか どうか 観察す る Q 水平 の 振

動 の み で 自由水 が表面 に 出て こない 場合は ，試料 を 載 せ て

い る手を 他方 の 手 に 数 回 強 く打ち つ け ， 自由 水 が 表面 に で

て くるか ど うか を 観察す る 。 つ ぎに ， その 手の ひ ら を すぼ

め る と，表面 の 白由 水 が 試料 中に 消 え る か どうか 観察す る 。

試料表面 の 自由水は ， 試料表面 の 光沢 で 判断 で きる 。 そ の

反応 に よ っ て つ ぎの よ うに 区分す る 。

　（i）　ダ イ レ イ タ ソ シ ー現象が顕 著 ：振 動 中 に 水 が 現 わ

　　れ ，
つ ぎに ， 手 の ひ らをす ぼ め る とすみ や か に 水 が 消

　 　 え る 。

　 （ii）　ダ イ レ イ タ ン シ ー現象カミわ ずか ：試料を 載せ た 手

　　 を 他方 の 手に 数 回強 く打 ちつ け る こ とに よ り，かす か

　　 に 水 が現わ れ，つ ぎに ，手 の ひ らをす ぼ め る と表面 水

　　 ヵ〜わずか に変化す る 。

　 riiD　ダイ レ イ タ ソ シ ー現象が な い ：試料を載せ た 手 を

　　 他方の 手 に 数回強 く打 ち つ けて も水が 現 わ れず，手 の

　　 ひ らをすぼめ て も表面水に 変化泓 な い 。

　   　塑性ひ も試験 （塑性限界付近の 土 の タ フ ネス ）

　 ダィ レ イ タ ソ シ ー試験 が 終わ っ た 試料 で 行な う。 土を平

滑 な面と手 の ひ らの 間 ， また は両 手 の 間 で 伸 ば し，直径約

3mm の ひ も状 に す る 。 こ れ を折 り重ね て P 一ル し ， きれ

ぎれに な る ま で こ の 操作を 繰返す 。 こ の

と きの 含水比 が ほ ぼ塑性限界で ある 。 塑

性限 界付近 で ロ ール して ひ もを作 る とき

に 必要な圧力と，ひ もの 強 さに 注目す る。

限界に 達した 土 を
一

つ に ま とめ ， それ が

くずれ る ま で こね る 。 こ ね て い る ときの

タ フ ネ ス （強 じん 性）に 注意を 払 う。 そ

の 反 応 で つ ぎの よ うに 区分す る 。

　（i）　タ フ ネ ス が な い ：土 の ひ もを 作

　 　 る こ とが で きな い Q

　（ii）　タ フ ネ ス が 弱 い 1塑性限界付
’
近

　　で ロ ール す るの に わずか の 圧力で よ

　　 く，土 の ひ もは ほ とん ど強さ が な い 。

　 （iii）　タ フ ネ ス が中ぐらい ：塑性 限 界

　　付近で ロ
ール す る の に 中ぐらい の 圧

　　 力が 必要 で ， 土 の ひ もは 5〜6cm 程

　　 度 の 自重をささ え る こ とカミで き る 。

　　 そ の ひ もか ら作 るか た ま りは ， わ ず

　　 か に こ ね る と くずれ る 。
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　（iv）　タ フ ネ ス が 強い 1 塑性限界付近で 卩
一ル す る の に

　　かな りの 圧 力力｛必要で，土 の ひ もは 5〜6cm 以 上 の 自

　　重を た や す くさ さ え る こ とカミで ぎる 。 塑性限界 が ， や

　　や 不 明 り ょ うなもの ボ 多 く，土 ひ もが切れか か っ て も

　　さ らに 圧 力を 加 え る と数回1：　Pt 一ル で き ， ば ら ばらに

　　な りに くい 。そ の ひ もか ら作 る か た ま りは 固 く，粘着

　　力が あ る。

　  　乾燥強さ試験 （指砕 お よ び 折損 に 対す る強さ）

　1cm 角で ， 長 さ 3cm の 供試体を作 り， 十 分空気乾燥 さ

せ ， そ の 強 さ を 調べ る 。

　供試体 の
・一

端をつ まみ ，指圧 で 圧砕で きる か ど うか を 調

べ る。 圧砕で きな い もの は ， 両 端部 を つ まみ ， 中火で折 る 。

そ の と きの 強 さで つ ぎの よ うに 区分す る。

　（i） 乾燥強さ が き わ め て 低 い ：指圧 1・こ よ り圧砕 で きる 。

　（ii） 乾燥強 さ が低 い ：指圧 で は 圧砕 しに くい が，わず

　　 か な力で 簡単 に 折 れ る 。

　（iii） 乾燥強さ が中ぐら い 二指圧 で は ｝」
．：砕で きない が ，

　　比較的容易に 折れ る。

　 （iv） 乾燥強 さが高い ：折 る ときの 抵抗が 大 きい 。

　こ の ほ か に 光沢 試験，リ ボ ソ 試験，す りつ ぶ し試験など

が ある が ， 塑性図に 基づ く判別法 と して は ， 上 記の 出 つ の

試験法 を特 に 推 奨す る 。

　以上 の 簡易試験 に よ っ て 細粒土 を判 別 す る表を 表一5、4

に 示す。こ れ は，塑性図分類 を 用い て い る欧米諸国の 判別

表を比較す る と と もに ， 塑性 図 に 分布す る 各種の ⊥ の 反応

を調べ
， 再検討 を 行な っ て ま とめ た もの で あ る。

　（4） 総合判断に よ る シ ル トと粘性土 の 判別

　表
一5。4の 簡易分類名の シ ル ト ｛M ｝と粘性土 ｛C ｝に 注 日

す る 。 触感 的 な 観察を 行ない ， 表 の 代表的な土質名の うち

表
一5，4 細 粒土 に 対する簡 易判 別表

注．匿 璽 は お もな る反応 を示 1，一 はときどき反応を尓†。

　＿＿＿一＿は紐分鬣区分 を示す，
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か らそ の 土 に 最もふ さわ しい 土質 グル ーブに 見当を つ け る 。

砂 が 目立 つ か，否 か は
．一つ の 目安 とな ろ う。

　必要 に 応 じて ダ イ レ イ タ ソ シ ー
， 塑性 ひ も試験 に よ る タ

フ ネ ス を調 べ る 。 そ れらの 反応を 判別表 で 照合す るこ とに

よ っ て どの グ ル ー一プ に 属 す る土 か が 識別 され る 。 さ ら に 判

断 しか ね る場合は ， 乾燥強さ も調 べ る必要が あろ う。

　新 し く学会基準 とな る予定 の 目本統
一

土質分類法 で は ，

た とえ 塑性図 A 線 の 下 に 分布す る土 で あ っ て も，土 性的 に

粘性土と変わ らぬ 土 は粘性 土 ｛C ｝とす る 。 そ の よ うな土は

図
一5．13の 塑性図で 示す と A ，C，　D 線 の 範

．
ら ゆ うに 多 く

見 られ る 。

　 した が っ て 簡易分類的 に 土 を シ ル トと粘性土 に 2 区分す

る とすれ ば ダ イ レ イ タ ソ シ
ー
反応 が顕著で ， タ フ ネ ス ボ 弱

い 無機質土 は シ ル ト ｛M ｝と判定 し ， ダ イ レ イ タ ン シ ー反 応

が わずか か ， ある い は なく， タ フ ネス ，bミ中ぐらい 以上 の 無

機質 土 は 粘性 土 ｛C ｝と判 定 す れ ば よい で あ ろ う。

　塑性 図 上 に 分布す る土 ，bX， 上 述 の 観察や簡易試験 に よ っ

て ， 実際 に ど の よ うな 反応と分布をするか ， 具体的に 示 し

て お く。 そ の 判定や 反 応例 は，土 質試験 を 専門 とす る技術

者 に よ っ て 行 なわ れ た もの で ある 。

　  　観察，な らび に簡易試験に よ る諸反応 の 塑性図 上 の

　　分布

　（a） 触感観察に よ る 塑性図上 の 土 質分布 （図
．− 5．14）

　塑性図 に 基づ く分類 と，三 角座標分類との 対応 ぶ，困難

で あ る こ とは ，三 木や 植下 ら も指摘 し て い る
4v47 ｝

e こ の 判

定 で は ，た とえ ば，糧度的 に 粘土 に 属す る土 で あ っ て も，

粘性が強 くない 土 は シ ル ト質粘土，粘性 の 乏 しい 土は 粘土

質 シ ル ト，砂質の R立 つ 土 は LL50 ％ 以下に 多い な どと
，

経験的な判断に よ っ て 判定 が な さ れ た：o

　触感的に 粘性土 と判断された 土 は A 線 の 上下 に 分布 し，

シ ル トは A 線 の 下 に 分布す る 。 LL50 ％ 以上 で 粘 土 質シ ル

ト と判断 された 土 は 大体 ち 20 以 下 の 土 で あ る 。 ま た，砂

が か な り目立つ 土 は 大体 LL30’％o 以 下 で あ り，そ の よ うな

土 は ，砂分 を 40％近 く ， ま た は そ れ 以 上 含む 土 で あ る 。

一
般に 粘土 CH と低塑性 シ ル ト ML は ， 識別 しや す い が，

そ の 他 の 土 は 触感 の み で は判断 しに くい もの が 多い 。

　（b） ダ イ レ イ タ ン シ ー反 応 の 塑性 図 上 の 分布 （図
一5．15）

　方法 は 前述 の ダ イ レ イ タ ン シ ー試 験 と全 く同 様 で あ る 。

土 を載せ た手を
一

方 の 手 に 打 ち 当 て ， 光沢 の 反応 が現わ れ

る ま で に 要 した 回 数を 調べ た もの で あ る。 7 回 以 下 を 速 い ，

8〜12 回 を 中 ぐらい ，13 回 以上をお そい
， また は 反応 が な

い とした 。 こ の 区分は 塑性図．L の 分布を 分類区分的 に 分け

るた め に 決め た 回 数で あ る 。

　一般 に 反 応 の 速 い もの は，表面水 の 変化が顕著 で あ り，

シ ル トと判断すべ き土 で あ る 。 粘性土は ，中ぐらい の 速さ

で わ ず か な 反応を 示すか ， また は 反応溢 な い 。 高液性限界

シ ル ト MH と見 られ る 土 は ， 手 ざ わ りが 粘土 の よ うに な

め ら か で 判別 し に くい 。 しか し， そ れ ら の 土 の ダイ V イ タ

ン シ ー反応は 速 い もの か らゆ っ くりした もの まで ある が ，

顕著な反応 を示す こ とか ら粘性土 と区別 で きる 。

　（e） 塑性 ひ も試 験 に よる 塑性図 上 の 分布 （図
一5．16）

　タ フ ネス の ない もの ， お よび 弱い もの は シ ル トで ある 。

中 ぐらい か 強い もの は ， 粘性 土 で あ る 。 砂 質 の 特 に 日立つ

土 は 砂 粒の た め に こ わ れや す い 。 しか し こ の よ うな土 の 場

合，3mm 径の 土 ひ も淡比較的容易 に 作れ，ロ ール して や

や か た さの あ るひ もが 作れ るな ら粘性土で あ り，ひ もは 作

れ て も弱 々 し く ， す ぐ くずれ た り，作 る の が困難な土 は シ

ル トと判断すべ き土 で あ る。

　（d） 乾煤強 さ の 塑性 図上 の 分 布 （図
一5．1ア）

　指圧 で 圧 砕された り，折損強さカミ低 い 土 は シ ル 1・で ある 。

折損強 さが 中 ぐらい か，また は 高い 土 は粘性土 で ある 。 砂

分 の 特 に 囗立 つ 粘性土は 低 い 場 合が あ る 。

仙
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図一5．14 触感 に よる判別 と塑 性 図上 の 位置 の 関係
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　一般 に 提唱 され て い る乾燥強 さは ， 供試体を指圧 で 圧砕

で き るか 否か で 調 ぺ る が ， 実 際 に 各種 の 土 を 気 乾燥 させ て

試験す る と ， 指砕 で き る土 は 図に 示 す とお り，か な り低塑

性 の シ ル トや 有機質土 に 限 られ ， 大半の 土 は 指砕す る こ と

が 不可能で あ る 。 した が っ て ， 塑性 図 の 区 分 判 定 の た め に

は ，折損の 強さで 区分す る 方が適切 と 考え られた 。 た だ し，

炉乾燥す る と気乾燥 よ りか な り強度が増加す る
43 ）

の で 注意

を要す る D 十分空 気乾燥さ せ た 土は ，土 に よ っ て 含水比ぷ

異 な る に もか か わ らず ， 炉乾燥に 比較して 精度 も劣 ら ない 。

した が っ て 現場的 に は ， 簡便で あ る気 乾 燥法 を 推奨 し た い 。

こ の 実験例 も空気乾燥法 で 実施 した もの で あ る。

　以上述べ た 分布 を 見 て も，分類境界に 近 い 試料は 別 と し

て ，簡易分類は それ ほ ど困難 な作業で は な い 。 また ， こ れ

らの 判別方法 に ある 程度習熟すれぽ，組分類 も不 可能 で は

な い σ た だ し，塑性図 の 4 区分を明確 に 区別 で きる決 め 手

〔レo
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爵 40
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暗
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劉
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とな る 方法 が 少ない た め ，

一
般 的に は細分類は むずか しい

とい わ ざる を 得 な い 。 塑 性 ひ もを 作 る と き の 折 り返 し 回数

試験方法は，細分類 の 識別 に か な り役立 つ もの と思われ る

の で ， 参考の た め つ ぎに 述べ て お く。

　5，6，4 塑 性 ひ もの 折 り返 し回 数試 験 と細 分 類へ の適用

　この 方法は ，
LL5   ％ の 判定 に 役立つ 。 しか し ， 現揚判

別法とは い え ， 少し入念に 行な う必要があ り，口射 は さけ

な けれ ば な ら な い Q また ， ダ イ レ イ タ ン シ ー反応 が 顕 著 で ，

タ フ ネス の 弱 い 明らか なシ ル ト質土 ， 火山灰質粘性土 ｝ 有

機質土 に は 適用 しない こ とを前提条件 とする （塑性 の 低 い

MH ，　OH ，
　VH ，，　VH ，，　OV に は 適用 しfvSた い ）。

　方法 は ， 塑性ひ も試験 と同様な 操作で 行 な う。 土 に 水を

加 え て 練 り，ガ ラ ス 板など平 た い 面 と手 の ひ らの 間 で土 を

ロ
ール す る 。 土 に よ っ

て 異 な る が ， 毎秒 1往復程度 の 速 さ

で ，5〜6cm の 距離を ロ
ール し，

8〜10回往復 させ る こ と

20

図
一5，18

：IU　 　　 40　　 　 5［｝　　　 醐　　　　 7し1　　　 80　　　 eo　　　　 100　　　 1⊥U
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塑性 ひ もの 折返 し試験 と塑性 図 上 の 位置の 関係 （室温 17〜soec に て 実施）

液 性 限 界 Wt 〔％）

図一5、19 土の 簡易試験 に よる 4 区分の 判定結 果 （試料数 113 個）
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｝こ よ り，直径約 3mm の ひ もに す る 。 長 さは 約 1  　cm と

し ， これ を 折 り重ね て 再 び 卩 一ル し，ひ もに す る操作を繰

返 す 。
一本 の ひ もに で きな くな る まで 行ない ，それ まで に

折 り重 ね た 回 数を 数 え る 。 た だ し，最初 の 含水状態 は ガ ラ

ス 板 ， 手 の ひ らに土 が べ とつ かずに か ろ うt て ひ もに で き

る や わ らか い 状態とす る 。 こ の 回 数 の 多い ほ ど，襲性指数

が 大 きい と判断 され る 。

　10 回以下 の 土 は LL50％以下 の 土 ， 20回 以 上 の 土 は LL

5  ％ 以上 の 土 と判断で きる 。 10回 と 20回 と の 間 の 回 数 は

一義的に 定 め に くい が，平 均的に は 15 回 を LL5   ％ の 判

断 の 目安 とす る こ とが で きる 。 塑性図 に 分布す る 土を 15

回 で 区分 した 結果は ， 図
一5，18に 示す とお りで ある 。 C ，　D

線 の 下 の 大半 の 土 は 明らfx　tsシ ル ト質土 ， 火 山灰 質粘性土 ，

有機質土 で あ る 。 こ れらを除外すれ ば ， LL5   ％ の 区分は

か な り明 確 に 判断 で きる とい え よ う。
A 線 L下 の 判断 は，

他の 判別法 に 従 う必要ボある 。

　 こ の 方法 は 個人差，気温な ど，試験環境で 異 な る た め ，

中．純に うの み 1，c す る こ とな く，分類試験 を 行 な っ た と き に

この 方法 を 試み ， 経験的に 境 界区分を自ら会得 され る こ と

を 希望す る 。

　以一Lに 述べ て ぎた観察， な らびに 簡易試験を併用 し，総

合的判断 の 結果 ， 土質を専門とす る技術者 の 塑性図上 の 4

区分 の 肉限判定は ， 図
一5．19に 示す よ うに ， か な り良好な

判定がな された 。 A 線上下 の 判定 ，
　 LL50 ％ の 判定 は お の

お の 約 90％ で あ り， 4 区分 の 適中率は 約 80％ である。

　判別 環境 に め ぐまれ な い 現場で は ，こ の よ うな試験をす

べ て 行 な うこ とは 不 可能で あろ うQ しか し， 容易に 識別 で

き る土 は 別 と して，た とえ簡易分類で あ っ て も， 単な る観

察だ けで 済 ま さず， で きる だ け 簡易試 験 を試行 し，正 確 な

判定がなされ る よ うに ， 日頃か らの 修練を 望み た い 。

5．7　その他 の注 意事項

（1｝ 判別方法 として ，露頭 の 乾燥土塊 を 指圧 で 圧砕 した り，

　粉末状態で 土 質 を判定す る こ とが よ く行なわ れ る 。 しか

　し ， 前者は タ イ 積環境，タ イ積年代に よ る固結度の 違い ，

　士 粒子構造 の 特殊性 な どがあ り， 後者 に っ い て は粉末に

　す る 程 度 や ，粘 土 の 乾燥固結の た め に ， 十分に ほ ぐ し き

　れ な い な ど の 難点がある 。 土に よ っ て は 的確な判定 カミで

　き る が ， 意外 に 誤判も多い た め どの よ うな判断 が な され

　よ う と
， 念の た め 水 を加 え て 練 っ た 状 態 で ，再 確認 して

　 み る必 要がある 。

  　い わ ゆ る特殊 ：ヒな どは ， 地方 の 俗称名を用 い る こ とで ，

　その 土の 工 学的性質ボ類推 しや す い た め ， 分類名に 俗称

　名を併記 して お くこ とが肝要で ある 。

（3｝ 現場で 土質 の 判定 が 決 め 難い 場 合は，一
応判断さ れ た

　土質名を付け，別の 分類名 も付記 し
， そ の 後，不 明 確 な

　点を確か め る な り，分類試験結果に よ っ て 訂正す る 。

　以上 は 素材と し て の 土 の 判別 分類を 建前 と した が，地盤

土 を 対象 とす る場合は 次章を参照 された い
。
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