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1． 山留め工 法お よび構造の 多様化

　従来 の
一一

般的な工 法 に よ る山留め は，土 圧 に 抵抗す る た

め の 比 較的簡易で 仮設的な 壁 で あ っ た が，今 日で は 市街地

に お げる根切 り工事に際して の 山留め は ， 単に い わ ゆ る 山

（崩壊）ボ こな い よ う土 圧に 抵抗 し， 掘削壁面 の 土砂 を ささ

え て安定保持す る だ け で は 不 十 分 で あ っ て ，山留 め 壁 の 変

形 に 伴 う周辺地盤 ， ひ い て は隣接す る構造物の沈下 な どの

障害を最小限度に と どめ る こ と が ， 大切な 機能 とされ て い

る 。

　 こ の こ とは ， 山 留 め 壁 を 従来 の た わ み や すい 壁 か ら ， な

る べ く剛 な 壁 に 変 え る 動機とな り， ほ か に 矢板な ど の 打ち

込み に 際 し て の 振動，騒音 の 防止の 要求か ら も，鋼矢板 な ど

に よる 山留 め に 代わ り，場所打 ち コ ソ ク リ
ー

トに よ る RC

出 留 め 壁ぶ 多 く利 用 され る よ う1こな っ た 。

　ま た ， 仮設の 腹起 こ し 切バ リで さ さ え な が ら， まず オー

プ ソ カ ッ トした後， 基礎か ら地 下室へ
， すな わ ち下部か ら

上 部 に 向 か っ て 構造 物 を 築 き上 げ て ゆ く，
い わ ぽ順 打 ち工

法 に 代え て ， 地下室本体の バ リや 床版で 山 留め 壁 を さ さ え

な が ら， 掘削に つ れ本体 工 事を進め て ゆ く逆打 ち工 法 ， あ

る い ば その 併用工 法 も行な わ れ て い る 。

　以上，山留め に 作用す る 土圧 お よ び 水圧な どに よ る 側圧

荷重の 問題に 関連 して ，今 日ます ます多種多様化 して きた

掘削か ら山留め お よ び 基礎 と地 下室の 本体工 事を含め た 地

下部分の 施工 と， 山留め 構造 に 関す る 諸条件を い かに 整理

す るか が問題 で あ る 。

　 な か で も根切 り地盤 が ある 程度以上の 硬 さを 有す る 揚合

で 深 く掘らな い 問に ，設計切 バ リ反力値 に 近い 大 きい 値 の

プ レ ロ
ードを 切 バ リに 加 え る か ， タイ バ

ッ ク ア ン カ ーを利

用す る よ うな 場合に は ， 山 留め 壁の 支点変位 は 小 さ くな る

と考えられ る 瓜 こ の よ うな工法に よ る場合の 側圧分布に

つ い て は
一

般 の 場合 に 増して わ か らない 要素 が多い 。

　 また，山留 め 壁に RC 壁を使用す る よ うに な っ て からは ，

た とえぽ 連続壁と呼 ば れ る よ うな山留め 壁を ， そ の まま深

い 地 下室本体 の 外壁と くに 耐震壁と して 兼用す る こ と，さ

らに は 地 下室 の 外壁 回 りの バ リや柱 ， あ るい は そ れ らの
一

部を RC 山留 め 璧に 内蔵す る とい っ た 工 法 も考案され，す

で に実用 の 域 に 達 して い る 。

　この よ うな地 下あるい は 基礎構造本体と兼用 の 山留め 壁

に つ い て は ， 設 計 に 際 して の 側圧荷重 の 採 り方 の ほ か に ，

掘削時に お ける 壁の 残留変形や応力の 問題カミあ る 。

2． 建築基準法お よび 学会基準の 背景

＊
早稲 田大学理工 学 研究所 　教授

May ，1973

　根切 り山留 め に 関す る法規制と して は ， 建築工 事 の 場合，

建築基 準法施行令第 7 章の 2 「工 事現場 の 危害防止 」 の 第

136条 の 3が まず適用 さ れ る 。

　 こ の 法律 で 規定されて い る 主 な 事項をあげる と下記の と

お りで あ る 。

　 i）地 盤 お よび近接す る工 作物に 対す る調査

　 ii）根 切 り，　 IJ［留 め お よ び 排水 な どに 関す る施工 図 の 作

　　成

　iii）近接工作物の 補強対策

　iv＞出 留め の 根 入 れ ， 支保工 各材 の 構造計算

　 v ）土圧 お よ び近接工作物の 荷重 に よ る影響の 算定

　vi ）支保工 各材 の 許容応力度

vii）施工 中 の 点検

viii ）欠板 の 抜き取 りに 際 して の 周辺地盤の 沈下防止 の 措

　　置

　上 記 の 内，（vi ）の 材 の 許容応力度 を除 く他の 項 目に つ い

て は 具体的な規定 は な く， 単な る 注意 の 喚起に と ど ま るが ，

これ は 法律 の 性質また 技術面 の 実情からみて む しろ 当然 で

あ ろ う。 土圧 の 取 り方や，根入 れ長 さ お よ び ヒ ービ ソ グ に

対す る算定などに 関 して は ，建築主事 に よ る行政指導の 面

に お い て も，実情 として は 日本建築学会 の 基礎構造規準 の

第7 章 「根切 り工 事」 の 中の 48条 「山止 め 」，
49条 「下部

地 盤 の 回 り込 み （ヒ ーピ ソ グ）」 な どの 各条項が重視され て

い る よ うで ある 。 した が っ て ， 規準に は 単に 学会の リ コ メ

ソ デ
ー

シ ョ ソ とい うよ り重大な社会的責任泓負荷され て い

る 。

　山留め の 場合は 従来は 仮設構造物で あっ た が ， 先に 述べ

た とお り， 今日で は 必ず し も仮設物 で は な く， 本体構造物

として の 山留 め もあり， 工 法カミ多様化し てい る こ とか ら側

圧 の 取 り方
一

つ を取 り上げ て 規定す る の も容易で は ない 。

すなわ ち 山留め に 作用す る 側圧 に つ い て は，山留め ボもと

よ り不静定次数の 高い 構造物 で ， しか も山留め の 変形条件

な どがた だち に 土圧分布な どに 影響す る こ と が知 られ て お

り， 地盤状態 の ほ か 山留め の 構造 お よ び 掘削や排水な どの
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施 工 条件 ボ ， 山留 め 設 計の 荷重 で ある 土圧 お よ び 水圧 の 分

布 と密接に 有機的 に 関係す るた め ， ケ ース バ イケ ース の 要

素が あ ま りに も強い
。

　上記の 建築基準法 施行令 の 元は，昭 和 34年施行の 政令

と して 生 まれ た もの で ，現行 の 学会規準は 昭 和 35年の 刊

行 で あ る が，これ に 先立 っ て 行な わ れ た の が，後 に 述 べ る

昭和 31年 か ら昭和 33 年 に か け て の 建築学会に お け る特別

委員会の 研究 で あ る o

　た だ し，建築 の 分野 に お い て も根切 り工 事 の 安定性 に 関

し て は，実施面に お い て
．
占くか ら関心 が強 か っ た よ うで あ

っ て ， 文献
1）

に よれぽ既 に 昭和の 初期 に お い て か な り高度

な 工 法が開発 され，地
’．
ド室全体を オ ープ ソ ケ ーソ ン とす る

大規模 な竹中ケー
ソ ソ も実施 され ， 昭和 14年 1月に は 日本

建築協会に よ っ て 山留 め 工 法 の
一

般 の 考え 方 な り計算法 に

つ い て 「仮設土留工 事構法」 が 刊 行 され た 。

　戦時巾の 長 い 空白期間を経 た 後，昭 和 30年 頃 か ら急速

な 建築 ブーム の 復興を み る に 至 っ て
， 根切りや ク イ 打ちな

ど基磯工 事 に 伴 う地盤沈下などい わ ゆる建設公害の 発生ぷ

問題とされ る に至 っ た 。 そ こで，昭和 31年 お よ び 昭和 33

年度に は ，建 設 省建設 技術研究補助金 を 得て
， 下記 の 表題

に つ い て の 研究 が 日本建築学会の 受託研究として 行 なわ れ

た 。

　 i ）施工 に 伴 う地盤沈下 OCよ る公害 とその 防止に 関す る

　　研究

　 ii）基 礎 の 安全 施工 法 に 関す る 研究

　建築学会内に は そ の た め の 特別委員会 （主 査
’
：故内藤多

仲） が設 け られ，最上 武 雄 ， 南 和 夫 ， 竹 山兼三 郎，大崎順

彦 の 諸氏 を は じめ ， 業界か らも故久良知 丑 二 郎 ， 故甲野繁

夫お よ び大内二 男， 永井 久 雄 ， 箕曲在信 らの 諸権威の 下 に

遠 藤正 明や 筆者 （委員会幹事〉 らカミこれ に 参加 し た 。

　 i） の 課題 に つ い て は ， こ の 問題に 関して の 諸外国に お

け る 法規や 行政指導 の 実情 に つ い て の 調査 を は じめ ， 根切

りに伴う沈下 な どの 障害の 実態お よび その 原因の 分類など

に つ い て調査研究が行な われ た o

　外国 の 関 係法 規 の 中で ， 根切 りに 伴 う沈下障害 の 補償 な

り責任限界 に つ い て ， 既存建物の 隣接地 で 根切 りが 行な わ

れ ， そ の 深さ thr　IO〜 12 フ ィ
ー ト以 下で あ る場 合に は，む

しろ 既存建物 の 所有者力泊 主 的に 建物を 保護すべ き で あ る

とい うこ とを 義務付け て い る例 が あ るの は ， 都市の 公共性

を 優先 させ た こ とに よ る もの と解 され，興 味 を ひ い た o

　沈下な ど の 障害の 実例 に つ い て は ， 業界側委員の 積極的

な協力icよ っ て，多数の 既存 の 事故 例 が収集 され，ま た 当

時施工 中の 多数の 現場に おけ る調査も進 ん だ 。

・
その 結果 は，

根切 り事故の 原因分類と して 今 日で も多 く引用 され て い る

が ， 中で も注 目す べ きこ とは ，塑性粘土 地 盤に お け る根切

り工 事に 伴 う周辺地盤 の 沈下 は，土 砂 くずれ な どに よ る場

合を除けぽ ， 主 として 山留め 壁 の 変形 に 起因 し， 変形土量

と沈下土 量 と の 体積 が ほ ぼ等 しい とい う事実を 見 い だ した 。

2

こ れ は 後に 第 7 回国際土質基礎工 学 会議 （メ キ シ コ
，
1969

年）に お け るペ
ッ ク （Peck） の

一
般報告

2）の 中で 述べ られ

た こ と と
一
致して い る 。

　 しか し，障害 の 対 策 と して は ， 十分な 矢板根 入 れ，適当

深 さ の 掘 削 と切 バ リ架設 ， 切 バ リ架設に 際 して の プ レ ロ ー

ドの 有効性 な どが 指摘 され た が ， 切 バ リ反力の 測定などの

工 事中の 点検調査の 必要性 が強調 さ れた 。

　 切 パ リ反 力 の 測 定 計 器 の 開発 に つ い て は ，昭 和 32 年 に

も同委員会の 自主 的研究が 継続 され，現場に お ける 測定 と

して は カー
ル ソ ン ヒ ズ ミ計な どに よ る よ りも，直視式 の 方

淤 実用 的 で あ る とい うこ とか ら， 主 と し て 遠藤 正 明 らの 努

力で 今 日一
般 に 見られ る 油圧式反力計が開発 され，昭和 33

年度の 研究 に お い て は ，こ の 油圧式反力計を用 い た 測定謌

査 3丿 が 行 なわ れた 。

　 こ の ほ か ， 上 記 の 研究 で は チ ェ ボ タ リォ フ （Tschebota−

rioff ） の 実 験方 法 に な らっ て ，可 と う壁 に 対す る ±圧 に つ

い て の 乾燥砂を用 い た，模型実験 な どに よ る基本的実験の

も行なわ れ，先述 の 「工 事現 場 の 危 害防止 」 の 政令案 に 関

す る 検討，お よ び 基礎の 安全施工 に 関す る 指針 の 作成が 行

なわ れ た 。

　先述 の 建築学会規準の 「根切 り工 事」 の 各条項 お よ び 解

説の 原案は ， 山門明雄 の 努力 に よ る 苦心の 作 で ある 。 内容

に つ い て は 諸氏 の 大 方 が 承 知 され て い る こ と と思 うの で 省

略す る が ， 山 留め に 対する 土圧 の 取 り方に つ い て の 背景に

つ い て そ の 要点を 述べ る と， 地盤を砂質地盤 と粘土質地盤

とに 分け て ， 砂質地 盤 に つ い て は テ ル ツ ァ
ーギ ペ

ッ ク

（Terzaghi −Peck）の 現場実測に 基づ く台形分布 を，粘土 質

地盤 に つ い て は チ ェ ボ タ リオ フ の 実験 に 基 づ く理論的考察

を 尊重 して ，土圧係数 K ＝O．5 とす る 三 角形分布，また 粘

土 の 硬 さに 応 じて 下部 の 土圧分布を 低減す る チ ェ ボ タ リオ

フ の 提唱式を採用 して い る 。

　上 記規準の 刊行の 時代か らす で に 10年以上 を 経 た 今日，

内外 の研 究資料 も多くな りと くにわ カミ国 内で は この 間 に 多

数 の 剴 バ リ反 力 の 実測 カミ行な わ れ ， 資料は 集積 され て い る e

建築学会規準は 近 く改訂 の 時期に 当 た り， こ の 点で は 規準

改訂 の 背景 と し て好都合で あ る が，一
方で は 施工 の 実際面

に お い て ， と くに 近 年 に な っ て 急速な工 法 の 変遷 な り，多

様化 が 目立 ち そ の ため 山留 め に 作用する 側圧 の 取 り方な ど

カミます ます 腹雑 に な っ て き た こ とに 問題 淤 あ る 。

3． 山留め 壁の変形性状

　山留め に 作用 す る土 圧 の 分布ボ 壁 の 変 形 状 態 と密接な 関

係 を有 し，互 い に 困 果 関係 に ある こ とは 衆知の こ とで あ る 。

しか し ， 壁 の 変形性状に 関 し て は ，下記 の 事項が 要素 と し

て あげ られ，全 体 的 に は 施 工 条件 の 影響 が大 きい と思わ れ

る 。

　 i）地盤状態 お よ び 根切 り場 周 囲 の 地 表面 荷重 の 状 態

　 ii） 山留 め の 構造 お よ び 材料に よ る剛 性

土 と基礎，21− 5 （183）
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　iii）切パ リな どの 各段 に お け る サ ポ ー
トの 架設 に 際 し て

　　 の 掘削 深 さ ， お よ び 掘削底面 よ り下部 の 地盤 の 剛性

　量v ）H 型鋼などを 親 グ イ とする工 法 に お い て は ， 親グイ

　　 の 打込み ，あ るい は せ ん （穿）孔後の 建込 み に よる か な

　　 どの 施工 上 の 条件

　 v ）根切 り底面下 に あ らか じめ 設ける 既製 グ イ お よ び 場

　　所打ち グ イiCよ る 土 の か く乱 な どの 影響，そ の 他

　 川留め 壁 の 材料 に よ る剛 性 に つ い て ，場 所 打 ち コ ソ ク リ

ー トを 用い た 厚 さ 50 〜80cm の RC 壁を口」留 め 壁と して

利用す る 例ボ 多 くな り，
RC 壁 の 曲げ剛性 EI （た だ しE ：

ヤ ソ グ 係 数，1 ：断 rM二 次 モ ーメ ソ ト）を 鋼 矢板 皿 お よび N

型 の そ れ と比較す る と ，
20 〜3  倍 の 大 きさ で あ る 。 した

が っ て ， 剛壁 と して の 山 留め 壁 に 対す る 土圧分布 が 問題 に

な っ て い る 。 しか しな が ら，RC 壁 の 変形調査iに よ る と，鋼

欠板 な どを 用い る場合に 比 して 変形量 は 概 し て 小 さ くな る

が，一般 に そ の 変形量 は 全根切 り深さ H に 対 し HA     

よ り大 ぎい 値を 示 す 例 が 多 く， 変形 の 状態 も掘削底面 よ り

下方 の 土 が 軟弱で ある場合に は ，深部か らの 曲げ変形を 示

す例溺多い こ とか らみ て も ， また ， 壁而 に お け る側圧 実測

値 の 動 ぎに よ っ て も ，
RC 山 留め 壁 も また一

般的 に は 鋼矢

板 の 変形性 と大差は な い とみ て 差 しつ か えない よ うで あ る 。

側圧分布 に 関す る RC 壁 の 変位 もまた 支点位置の 変位 の 大

き さに 支配 さ れ る とみ られ る。

　 RC 山 留め 壁 と鋼矢板 との 相違点 は ，従来 の 鋼矢板 な ど

に 対す る 場合，壁に 作用す る 土 圧や 水圧 の 分布は さ して 問

題 で は な く切 バ リや腹起 こ し材に 対す る荷重 の 大 き さ が 問

題 で あ っ た ぷ，RC 山留め 壁 に 対 して は壁体応力の 関 係か

ら壁に 作用 す る 側圧 の 分布演 直接 的 な 問 題 と な る こ と で あ

る 。

　 し た が っ て，切 バ リ荷重 の 推定f直と し て
，

テ ル ツ ァ
ーギ

（Terzaghi）お よびペ
ッ ク （Peck ）らに よ る切 バ リ反力 の

実測例に 基づ く山留め 土圧 の 提唱式とは 別 に ， 直接的な 壁

面側圧荷重 の 分布が 問題で あ る 。

　山留め 壁に作用 す る 土 圧の 分布 に つ い て は ，

一
般 に 可と

う性 の 壁あ るい は タ ワ ミ壁に 対す る 土圧分布 の 問題 と解釈

され て きた カミ
， 土 圧分布に 関 しては 壁 自体 の 剛性 の ほ かに ，

切バ リな どに よ る支点位置の 変位量 もま た 大 きな要素とみ

るべ き で あ る 。 こ れ は ， 支点位置に お け る 変位 に 比 し て 支

点間 ス パ ソ の 部分の 変位 カミぎわ め て 大 きくな る ， い わゆ る

タ ワ ミ壁 に お い て 認 め られ る 土圧 の 再分布現象，すなわ ち

支点位置 で の 土圧集中は 支点に 変位 を与 え る こ と に よ っ て

消滅 し， 土圧は 三 角形分布 に もどる とい う実験結果 に よ る

もの で あ る 。

　先 に RC 山 留め 壁 の 変形性状 も また 鋼矢板 の そ れ と大 差

ガ な い と述べ た の は ，RC 壁に 対 して もか な り掘削した後

に ， 切 パ リなどの サ ポー トを か け る とい っ た 工 法 に よる 場

合に は，支点位置に おけ る変 位 が一般 に 上 記 の 土 圧 再分布

消滅 に 必要な量に 達 し， 全体的に は 壁 は下部を 中心 と した
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回 転の 動 き をす る とい う こ とで，こ の 状態は ，根切 りに 際 し

て の 鋼矢板 の
一

般的な 動 き と大差 が ない とい う意味で ある 。

　 可 と う性の 壁 に 作用す る 土 圧 に つ い て は，本学 会 の 第 14

回シ ン ポ ジ ウ ム （昭和 44 年度〉と ， これ に 関連して 論述 さ

れ た 市原松平 の 論文 が 有益 な資 料 で あ る 。

　 市原
5）

は ， 壁 の 変位 に 応ず る土 圧 変化に つ い て の 模 型実

験 に つ い て ，ダル ウ ィ ン （Darwjn ）（1882）の 実験を は じめ テ

ル ツ ァ
ーギ の 古い 実験 （192  ），デ ン マ ーク に お け る ア ソ カ

ー
矢板岸壁設計規準 の 基 と な っ た ス F ロ イ ヤー （Stroyer）

の 実験 （1933），時代 を下 っ て ， チ ェ ボ タ リオ フ （Tschebo −

tarioff）の プ リ ソ ス ト ン 大学 に お げる 実験 （1949）また ロ ウ

（Rowe ）の
一

連 の 実験 （1952〜1955）な ど｝こつ い て ，研究

の 日的 と実験方法お よ び結果 の 要 旨な ど を沿革史的に 論述

し
， と くに ロ ウ の 研究結果 に つ い て は ， 矢板岸壁設訂法と

の 関係 に お い て 論 じ て い る の で わ か りやす い 。

　 こ の よ うなア ン カ ー矢板 な ど タ ワ ミ 壁 に 作用す る 土 圧 分

布に つ い て は
， 下記の 理 由 に よ る土 圧 再分布 の 現象が注目

され る Q

　 i ）上 下段 の 支点間に お け る 鉛直方向 ア ーチ ン グ

　 ii）支点位置 の 壁 背面と ス ベ リ面外 の 土 との 間 に お け る

　　 水 平ア
ー

チ ン グに よ る 下部土圧 の 減少

　iii）根切 り底面境界部に お げ る 土 の セ ン 断 抵抗 に よる 土

　　圧 伝達

　 iv） 壁 ド部の は らみ 出 し に よ る 壁 上 部 の 受働側 へ の 変位

　　 に 伴 う上 部土 圧 の 増加一 壁 の 連続 パ リ効果

　 ア ーチ ソ グをは じめ と し て 土 圧再分布の原因に関して は ，

テ ル ツ ァ
ーギ 6）

お よ び チ ェ ボ タ リオ フ
7）

の 見解 が とくに 注

目 され る 。

　模型実験 の 多くは ア ソ カ
ー

矢板，も し くは あらか じ め 取

り付け たサ ポート で 支持 さ れ る矢板 に 対す る実験 で ， しか

も乾燥砂 に 対す る 実験で あ る 。 した ，61 っ て 支点位置で の 土

圧 の 集中は 容易に 認 め られ た 。 な お ，乾燥砂 に 対す る実験

に お い て も， ア ン カ ーあ る い ば サ ポー トをゆ るめ て 支点位

置 に お け る変位 を 許す と ， 土 圧 の 集中 は 減少す る こ と溺 認

め られ る 。 こ れに 対 し て ，実際 の 山留め 壁の 揚合に は ，土

質に つ い て も ， また 支点変位 の 点 に つ い て も模型実験に よ

る場合とは か な り条件 ぷ 異な り， チ ェ ボ タ リオ フ が 指摘 し

た とお り， サ ポー
トの 取 り付け以前に 変位す る た め 土圧 の

再配分な り上部 で の 集中は 生 じに くい は ず で ある 。

　 しか L な が ら，こ れ ま で の 切 バ リ反 力 の 実 測 に よ っ て は 1

切バ リの 反 力の 荷重支配面 積を 上 下左右 に 相隣 る 切バ リ ま

で の 距離の 1／2 で 囲 まれ る 範囲 と仮定す る な ど して ，切 バ

リ反力実測値 か ら荷重分布 を 推定 した 場 合 ，
こ の 推 定 側 圧

荷重分布を先に 述べ た建築学会基礎規準式と比較す る と，

砂質地盤 に お い て は，規準式ボ実測値に 比 してお お むね 安

全側で 比較的良い
一

致 を み る の に 対 して，粘土 質地 盤 に お

ける実測例で は
， 規準式が と くに 上 部 で 危険側で ある例カミ

多い と指摘され て きた
S ＞・9 ）

。 ま た事故例 と し て も上 段切 パ

3
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リの 破壊 の 例 カミ多か っ た 。

　 こ の 問題 に つ い て ，砂質地盤に 関する 規準式 は もとよ り

切 バ リ反力実測値に 墓 つ くテ ル ツ ァ
ーギ

ーペ
ッ ク 式 で あ り，

粘土質地盤 に 関す る 規準式 は チ ェ ボ タ リオ フ ボ 模型実験 お

よ び 理 論的に 求め た 式 で ある こ とに ，そ の 原因カミあ る もの

と考えられた 。

一
方，RC ：L［留め 壁 の 出現に よ っ て，壁中

に 埋 設 した土圧計に よ る 直接的な側 圧 の 測定結果
10）

が増え

て きた ぶ
，

こ れ に よ る と多くの 場 合， 側圧荷重 の 分布は ほ

ぼ深 さに 比例 した 三 角形分布で 側圧係数ポ K ＝0．5 に 近 い

値を示 し て い る 。 そ こ で，RC 壁が剛壁 と思われた こ とも

あ っ て ，チ ェ ボ タ リオ フ の い う静 止 土 圧 で は な い か と い う

見方ボ強 くな っ て きた 。 した が っ て ，鋼矢板に は タ ワ ミ壁

の 側 圧 分布を，RC 壁 に は 静止 土圧分布 とい う区別 が 必 要

で は な い か とい う意見 も強くな っ て きた 。

　 しか しなが ら ， 鋼矢板 に対 して も RC 壁 と同 様 に 土圧 計

な り間 ゲ キ水圧計を取 り付け て，切バ リ反力 と俺接的 な側

圧の 分布を 測定 した実験例に よ る と ， 鋼矢板 と RC 壁 も共

に 切バ リ反力 につ い て は ， 従来の 結果 と 同様な結果を得 ，

上 段切バ リの 反力が 比較的大きい 値を示 し なが らも，そ の

時点で 水圧を含む側 圧 の 分布は ，測定開始後 か ら減少 し て ，

前記同様 の K ・＝　O．　J「〜0．6 程度の 三 角形分布を示 し，む し ろ

チ ェ ボ S リオ フ の 提 唱 に な る分布形 に 近 い 結果を 得 て い る

例 溺 多い 。

　チ 「 ボ タ リォ フ に 相違する
’
とと L て は 7 チ ュ

・ボ 衣 リ オ

フ が粘土質地盤 に お け る ア ン カ ー矢板に つ い て も 自立 高 は

認 め られない と指摘 した の に 対 して ，仮設切バ リ腹起こ し

に よ る1［1留め の 場合 に は 白立高が認め られ る こ とで あ る 。

こ れ は ア ソ カ ー矢板 の 支点変位 は 小 さい の に 対 して ， 切パ

リ腹起 こ しに よ る場合に は そ の 架設前に 相当量 の 支点変位

を許す こ とに よ る もの で あろ う。

　上記の 切バ リ反力 と壁面側圧分布 に 関 して の 矛盾は ， 切

バ リ反力の 側圧荷重 の 支配面積の 取り方 の 問 題 に 帰結す る

もの と考え られ る Q

　切 バ リ反力 の 支配面積は ， 壁 の 変形 と掘削底面 下 部 に お

け る土 の 受働抵抗 の 問題に 帰結され る よ うで あ り， 野尻明

美
11 ）の 修 正分割法と山留め 壁 の 変位 お よび応力，各掘削段

階 の 累加の 考 え方 が 今後 の 問題 と して 注 目さ れ る 。

　ま た チ z ボ タ リオ フ は 支点変位 の 予知 の むず か しさか ら ，

可 と う性壁 の 問題 を 連続 バ リ と し て 解 くこ との 意 義 は 小 さ

い と指摘 した 。 これ は 既 に 1温 世紀前の 見解 と し て 当然 で

あ る が，計算機時代 の 今 日， 解法 と し ては 山肩那男 の 理 論

解
11 ）　tsど注 目す べ ぎ も の も多い

。 た だ し， 実用的 に は 壁 の

根入れ部 の 土 の 受働抵抗 な ど反力分布の 性状と数値ボ 明か

で ない 点その 他施工 条件 な ど との 関 係に つ い て 今後の 問 題

が 残 され て い る 。

　なお ， 現段階 で 結論を述べ れぽ，下記 の よ うな こ とに な

る と考 える 。

　 i）
一

般的 な工 法に よ る場合 ，
RC 山 留め 壁 と鋼矢板 の

　　壁 の 剛性 の 差は ， 土圧 お よび 水圧などに よ る側圧分布

　　 に と っ て あま り問題で は な く，支点変位 が 支配的要素

　　 とな る G

　 ii）切 バ リ反力の 推定に つ い て は ， 切バ リ の 側圧荷重負

　　担 の 支配 面積 の 取 り方に つ い て 十分な資料 が 得 られ る

　　 まで の 間は ， テ ル ツ ァ
ー
ギ
ーペ

ッ ク などの 反力 実 測 に

　　基 づ く推定式
2） に よ るべ きで あ る D

　iii）RC 壁な ど壁応力算定の た め の 側圧 荷重 の 分布 と し

　　て は 、 チ ェ ボ タ リ オ フ の 提唱式 に な らい ， 係数に つ い

　　て は 地 盤状態に 応じて 多数の 資料を検討 し て 決 め る 。

）1

）2

、

ノ

9り

、ノ4

丶
丿5

）6

7）

「♂8

、
亅」9

10）

11）
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