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きい ほ ど減少す る結果に な る 。 載荷試験終了後，ク イ 先端

地盤を と り上げ て 観察す る と ， 上載圧，b：　 1．Okg ／em2 以上

で は ク イ先端 に 硬 い コ ア ーが 認め られ，そ の 部分 の 砂 は ，

直後 の 約 ユ．5 倍程度 の 範囲で 平均接地圧 は 150kg ／cm2 と

思わ れ ， 粒 壬破砕が生 じて い た 。 こ れは 筆者 の 理論的推定

に よ る ス ベ リ面 の 深さに ほ ぼ一
致す る よ うで あ る 。 さ らに

ク イ 底面 と地 盤の 間 に は 大 きな セ ン 断力が 作用 して い る こ

と を明らか に して い る 。

　 122　（E − 4） 開放グイ の たて 割れ に 関す る一
実験 （内

山）　 こ の 実験 の 目的 は 先端開放の PC グ イ の 実用性を検

討す る た め に 行 な っ た もの で あ る 。 開端 グ イ の ク イ先 に お

け る 割れ は ， 打込 み 時 に 中空内 に 侵 入 す る 土 に よ っ て 内圧

thミク イ 体の Hoop　Tension とな っ て 発生す る もの で あ る 。

二 重管の 試験 グ イ に 土圧計を と りつ け 打 込 み 時 の 内 外圧 を

測定 した 結果，半開放 グ イ （穴径 83mm の 部分的開端）

で は 内圧が少 な く， 全開放 グ イ （穴径 250mm ）で は ク イ

体 を 破壊 せ しめ る 内圧 が 作用 して い る こ とが わ か っ た 。 中

空 グイ 内部に 侵入 した 土 を土 質試験した結果 ， 前述 の 半開

放グイ で は ク イ先 よ り 1．75φ，全開放 で は 2，5φ の 範囲 の

土 が 非常 に よ く詰 ま っ た 密 度 で あ り， 中空 グ イ 内部に は 土

が ア
ts

チ 状に侵入 して い る こ とが判明 した 。 こ の 事実は 砂

地盤に おける鋼管グ イ の 実験傾向 と も
一

致 して い る 。 肉厚

の コ ソ ク リートグ イ の 貫入 施 工 の 容易 さ と，支持力 と ク イ

体の 安全 か らあわ せ 考察す る と きク イ底を 閉端 に しない で

一部を開端に す る と，優れた 効果が得られ る とい える 。

　123　（E − 4） 開端グイ内部に詰 っ た乾燥砂の 挙動 （原 ・

岸田 ・鈴木）　 こ の 報告は ，開端 グ イ内部 に 詰 っ た 土沸砂

質土 の 場合の ク イ と砂 との 摩擦抵抗を 圧縮性を含め て 定量

的 に 求 め る こ とを 目的と して い る。 そ の 第 一
段階と して 内

径 200mm の 鋼管内に あ ら か じめ 砂を 入 れ て お き ， 剛な棒

で 押 し上げ て ，鋼管 と砂 との 摩擦力分布を実験的に 求め た

もの で あ る 。 ク イの 閉塞効果 に 密接 な関係を有す る と考え

られ て い る ク イ の 内径と根入 れ 長 を係数 と して 摩擦抵抗力

の 変化を 調べ て ある D
一方，

二 つ 割 りの 鋼管内に砂 を 押圧 し

て 閉塞効果を生 じた ときの 管内 の 砂を取 り出 して 砂 の 密度

を調べ た 。 発表者 の 1人ぷ か つ て 報告 した こ と か ら推 定 さ

れ る とお り， 今 回 の 実験で荷重 の 75％ が管の 下端 か ら管

の 内径に 等 しい 距離 まで の 摩擦支持力で 支持され て い る事

実は ， ク イ の 閉塞効 果の 研究 に 指針を 与え る も の とい え よ

う。 ヤ ソ セ ソ の サ イ ロ の 理論を ク イ の 閉塞効果に 応用す る

に は，力学的に 考 え た 場合，あ る 種 の 仮定 と限界が ある こ

と を 注意 した い 。 ク イ 先の よ うな高圧 部 で は 水平土 圧係数

は 0．sr）〜O．95 の よ うに 1．  に 近 い こ とは 注 日す べ き点で あ

る 。

　124　（E − 4） 地中連続壁工 法 に 関する実験的研究 （そ

の 5）− SSS ク イ の大型載荷試験 （清水 ・岡田 ・山城）

SSS 工 法 で 設 置 した い わ ゆ る地中 連続壁 を 支持壁 と して 考

え る場合，そ の 支持お よび沈下性状 が 問題 に な っ て くる 。

こ こ で は施工 技術に よ る支持性状 の バ ラ ツ キ を 調査す る と

共 に ， 先 端支持地 盤に ス ラ イ ム が な い 状態 で 設置し た ク イ

との 先端支持性状を 比較 した 試験 で あ る 。 そ の 結果 に よ る

と ク イ巾間部で 伝達荷重 の 差異は あ る が ， 先端軸力と先端

沈下 と の 関係は ほ とん ど同等 で あ っ た 。 また 地 盤 の ゆ るみ

の 程度や 形状 の 差異 な どに よ る沈下性状へ の影響は ほ とん

ど認め られ な か っ た 。 こ の 試験は 実物大 の 試験 で あ っ て ，

SSS 工法で は ク イ 先の ス ラ イ ム 除去方法 の 原則 に 基 づ い て

実施 された 場合に は ， 地中連続壁を 支持壁 また は 基礎壁 と

して 考え に 入れ る こ と泓で きる と結論 して い る 。 こ の 場合

に 採用すべ き支持力値と して は ， 場所打 コ ン ク リー トグ イ

の 慣用値を 用い た 結果 ，

一
応満足すべ きもの と述べ て い る Q
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　125　（E − 5） 埋設管に 及ぼす地表面動荷重の影響に つ

い て （村田） 最近問題 に な っ て い る パ イ プ ラ イ ン の 安全

性検討の
一

つ の 足 が か りとして ， 埋設管に か か る 動的圧 力

を 調 ぺ るた め ，
ユ00 × 10  × 70cm の 箱 の 中に 砂 を 詰め ，直

径 6cm
， 厚さ 4．5　mm の 模型パ イ プ を 設置 した 。

パ イプ

は 水平 お よび苦干 傾斜させ ， 土 カ ブ リを変え て い る 。
パ イ

プ に は ヒ ズ ミ 計を つ け ， オ シ ロ グ ラ フ に 連結 し，砂の 上 に

は 5kg
，
7kg の お もりを，落下高 20〜100　cm に 変え て

落下 させ た 。 土 カ ブ リ厚，落下高を変え，土圧 の 最大値，

衝撃 の 継続状況お よ び 応力分布領域 を 実験的 に 求 め て み た 。

結論 として
，

パ イ プに か か る圧 力は約42 °

の 方向に 伝ぱ し 1

24

また 土 カ ブ リ圧に 関係する こ と を示 して い る が ， 荷重 とパ

イ プ に か か る圧力の 関係や荷重の 伝ぱ に つ い て の 各因子の

影響や それ ぞれ の 寄与の 度合な どに まだ まだ 未解決の 点カミ

多い 。 とくに 落下高の 組合お せ の 変化 に よ り圧力の 変化が

見 ら2’Lる 点 は ，砂中の エ ネ ル ギーの 発散 に 重合 の 法則茄 ど

う関係する か興味あ る点 で あ る。これ と同 時 に 発表者が粘

土 の よ うな 土 で 同種の 実験 を試み ， 実際の パ イ ブ ラ イ ソ へ

適用 させ るた め に 相似性 の 理論へ と研究 を進め られ る こ と

を切望する 。

　126 （E − 5） 盛 りこぼ し橋台の 主働土圧につ い ての 実

験的研究 （狩俣 ・稲葉）　盛 りこ ぼ し橋台 に 働く主働土 圧

は，そ の 橋台ボ脚柱形式の た め タ ーロ ソ 土圧 と異な り土圧

の 作用状態 も単純 で ない の で ，純理論的に 求め られず慣習

土 と基礎，21− 10（188）
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的 に ク
ー

ロ ン の 土圧係数 の 2 〜 3 倍の 値 を 採用 して い る 。

発表者 らは 橋台 の 主 働土 圧 は
， 土 圧 が発生 して い る間 に 支

え られ て い る主 働セ ソ 断土 塊の 両 側面 に セ ソ 断応力を与え ，

こ れ に よ り脚柱 に 増 加 土 圧 が 発 生 す る も の と考 えて 実験 を

行な っ た 。 乾燥砂 を 粗 と密 の 2 種類 に 分け 8 〜1
，000ga1

で 3Hz の 振動 を 与 え て ，箱 に 詰 め た 。 箱 の 大きさは 約

40 × 40 × 60cm で あ る 。 次 に 箱の 前面に 設けた 脚柱 の 「鄙 鬲

を変え，同時｝こ 上 ・下端を ヒ ン ジ に し壁を動 か し，土圧 の

変動を土中に 埋 設 した 圧 力計 ・変位計な どで 測定 した 。 そ

の 結果，下端を回 転させ る と ， 主 働 ：1：圧 カミ発生 し，地表面

に ス ベ リ線が平行 に 表われ，上 端を同転させ る と，砂 は ぬ

け出 し脚柱間 お よび脚柱 と砂槽闇に 円弧 の ス ベ リ線が 発生

し ， 次第に 大 き くな っ て ， 主働上圧 の ス ベ リ線 に 接する よ

うに な る 。 脚挽間に ス ベ リ線カミ発生 す る と増加 土 圧 が生じ ，

この
一L圧 強度 の 鉛直分布 は下端 か ら大き くな り上 方へ 伝 ぱ

す る 。 増加土圧 は 脚柱付近 で 特 に 大 きく， その 値は 主働土

圧 程 度に な る こ と もあ っ た 。 発 表者 は 盛 りこ ぼ し橋台 の 上

圧分布に つ い て ク ー
ロ ン の 土 圧係数に 掛け る係数を提案し ，

そ の 値を 図 示 し，最初に 述ぺ た 2 〜 3 倍 の 値に な る こ と ，

作用 点の 位 置 は 底面か ら 1／3 よ り上 に あ る こ とを確認 した 。

　127　（E − 5） 盛りこぼ し橋台 の地震時主働土 圧 に つ い

ての 実験的研究 （稲葉 ・狩俣） 盛 りこ ぼ し 橋台 の 脚柱問

の 土 は地 震 の さ い 抜け だ し ， 橋台全 体に 大 きな 土 圧 を かけ

な い よ う考え られ た 構造で ある が ， 地震時の 設計主働土 圧

につ い て 不 明な点が多 く， 前題 126と同 じ よ うな 理由か ら

増加 土 圧が働 くもの と考え ら れ る。発表者 ら は 4  x40x

60c皿 の 箱に 砂 を 詰め ，振動数，脚柱 の 数 7 振動加速度に よ

っ て 増加土圧分布が どの よ うに 変わ る か を 調べ て ，深さ方

向の 土圧分布を求め ， 物部公式と対比 し て 小さ い 値に な る

こ とがわ か っ た 。 また ， 増加土 圧 は ， 最大値とみ られ る時

点 の 鉛直分布を 3次曲線と仮定 して 最小 自乗法で求め た。

土圧分布は 中央 よ り縁 で 大 きく， 作用点 は底面か ら 1／3 よ

り高く， 脚柱部と中央部とで は前者で 大 き い 値を 示 した ぷ ，

他 の 要因の 相互関係や は っ き り した 特性 に つ い て は 触れら

れ て い な い 。 実験方法に 関連す る誤差や変数の 問題もあろ

う泓 ， 解明ヵミ急が れ て い る土 の 動的性質解明の
一助と して

系統 的 な 解析 が望 まれ る。

　 128　（E − 6） 掘削泥壁面 の安定因子に つ い て （浅川 ・

吉田 ・山本） 非粘性土 中の トレ ン チ 掘削面 が ベ ン トナ イ

ト泥水を 使用 して 保持 され る とい う安定因 子 の うち，次 の

因子 に つ い て 検討 した 。 （i） 非粘
・
「生土中へ の 泥水浸透に

よ るセ ン 断抵抗 の 増加 。 （ii） 壁面に 存在す る泥水 膜 の 応

力拘束効果 。 （iii） 泥水 の 受働抵抗。 実験で は コ ン ク リー

ト用標準砂 で作っ た 供試体 を，ベ ソ トナ イ ト溶液中に 浸た

し た もの に つ い て 三 軸圧縮試験 を 行な っ た 。 また 泥水壁面

の 安定へ の 寄与の 程度 を調 べ るた め ，汚水の 溝幅を変化さ

せ た もの に つ い て 載荷 に よ る 受働抵抗や 壁面の 変形量を求

め た 。 結果 と して ， 砂 の CU 強度 は 粘着力 で o．18　t／m2 ，
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内部摩擦角で 2．5°

の 増加 を 示 し， こ れ は 泥水膜の 影響 と

考えられ た 。 泥水膜 の 応力拘束 は Veder の 値 よ りは は る

かに 小さい 。 上載荷重 に よ る沈下 は ， 側壁部で 中央部 よ り

小 さ く，破壊に 近づ くに つ れ て 上部 の ヒ ズ ミ は 大 きくな り，

ア ーチ 作用に よ り土 圧 ぶ軽減 され，また 縣幅が 泥壁 の 安定

に 影響をもつ こ とが わか っ た 。 結論 とし て 泥 水 の 砂中 へ の

浸透 に よ る安 定 効果 は 少 な く，膜 の 応力拘束効 果は 0．15〜

o．2t／m2 程度 で
， 泥水 の セ ソ 断抵抗に よる受働抵抗も考慮

の 価値が あ り，土 圧算定 に．は 砂 の ア
ー

チ iFAIも倹討すべ き

だ ， とい え る 。 ボ ーリ ソ グ や 山止 め 関係も泥水が 使わ れ て

い るが ，施 工 の 合理化 とい う面 か ら も現在明 らか で ない 泥

水の 果た す役割や合理的な使用法 の 確立 とい う面か らも意

味の ある研 究 と思わ れ る 。

　129　（E − 6）　ジ ャ （蛇）紋岩の 地 ス ベ リに つ い て （山

田）　 ジ ャ 紋岩は 超塩基性岩 の 主 要構成鉱物 で あ る カ ソ ラ

ン 岩，輝石 の ジ ャ 紋岩化物質に よ り生 成 され た もの で，変

成帯地帯 に 分布 し て い る。この 地 ス ベ リの 特 徴は 慢性 継 続

的で 移動量 が 少な く，降雨量や地下水位 との 相関性は ほ と

ん ど見 られ ず，急激 な ス ベ リは 末端 の 斜面応力を急激に変

化 した と きに の み 生 じ る。
ス ベ リ面 の 厚 さは 薄 く，

ヒ ズ ミ

面が 非常 に 鋭敏に 現わ れ る 。 した が っ て 防止対策 と して は

通 常 の 排 水工 は 効 果 が な く，わ く工 ，ク イ そ う入工 ，排土

工 が 適当だ と思わ れ る 。 千葉県 や 大糸線 な どで 発生 した こ

の 種 の 地 ス ペ リの 調査 と対策に つ い て 述ぺ て い る 。 地 ス ベ

リの 対策 は ま ず第 1 に 排水 工 法 とい うの が定 説 とな っ て い

る中で ， ジ ャ 紋岩の 特異 な 地 ス ベ リの 発見 は 防止対策検討

とい う意味で 意義ある も の とい え よ う。

　130　（E −−6） 複合地盤 に お け る円弧 ス ベ リ計算法
一

従

来の 分割法電算プロ グラ ム を用 い て一
（荒川

・
上山

・
大丸）

軟弱粘土 中に サ ソ ドコ ソ パ ク シ ョ ソ パ イ ル を打設 して 載荷

す る 場含に は ， 必ず ス ベ リの 検討が必要 に なる 。 こ の 種 の

複合地盤 で は ， 上 載荷重 に 対 して 砂 グ イの 受 3 もつ 応力が

粘性土の 受け もつ 応力の 数悠に な っ て 応力分担す る こ とに

な るの で ，従来 用 い られ て い る分割法 に よ る 円弧 ス ベ リ の

プ ロ グ ラ ム を用 い る こ とは で きない こ とに な っ て い る 。 発

表者 らは 従来 よ り用 い られ て い る 分割法に よ る プ Pt グ ラ ム

を利用 して 計算す る 方法 を 考えた 。 複合地盤に 荷重がか か

っ た とぎ，粘十一とク イが分担す る 応力比，また 地盤 とク イ

の 断面 積比 を 用 い て 複合 土 の 全体的な粘着力 と 内部摩擦角

を 求め た 。 こ れ らの 値 を 用 い て 従来 の 円弧 ス ベ リ の 電 算 プ

ロ グ ラ ム に 入れ る こ とに よ り， 安全率が 容易に求め られ た 。

本発表で は 計算 し た 結果OCつ い て 全 く触れ て お らず ， 計算

法 の 精度に つ い て 不明 で あ る。また ，他 の 研究者 泓得た 結

果との 対比 もなされ て い ない 。 別な タ イプ の 日弧 ス ベ リ公

式 を 使用 した 場 合 の プ ロ グ ラ ム の 適用性や 複合地 盤 内で 実

際に 起 こ りそ うな ス ベ リの 形に 対す る計算法 の 開発な どに

つ い て も広 く研究 し て後 日述べ て も らい た い 。

　 131　 （E − 6） 統計 に よ る切取 りノ リ面 の安定解析 （南
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部 ・浅野） 道路 の 切取 リ ノ リ面 の 災害防止 と，ノ リ面崩

壊 の 予測 を 目的 と して ， 現在あ る ノ リ面 の 調査資料を数量

化 1 類を 用い て 計算 した 。 崩壊した もの と安定側に ある も

の との デー
タ を 全国 か ら集 め ，土 質 ，

ノ リ コ ウ 配 ， 自然斜

面 の 状態，湧水状況，災害歴 ， 水 処理 ， 経過年数 ， 防護工 ，

ノ リ高 の 9ア イテ ム に 分けた 。 上 記 の ア イ テ ム を さらに 35
カ テ ゴ リーに細分 して 相関関係 を 求め た 。 結論 と して 各 ア

イ テ ム の 内で 安 全 お よび 危 険 に な る 要因を統計的 に 求め て

い る 。 現場 の データ の 選 び方に よ っ て統計量thX変化す るの

は 当然の こ とで ある ボ ， と りわ け崩壊 した 例 が 少ない の は

気 に か か る 。 しか し ， 切取 り斜面 の 安全管理 基準作成 の 足

ぷ か りと して 本研究 の 果た す役割 は 大きい 。

川 崎地質（株）　 山　 田　 剛　二

　 132　（E − 6） 浸透水 の影響に よる崩壊および そ の実験

（山下 ・白石） 地下湧水 に よ っ て 料面 の あ る部分 の つ り合

い ボ破れ る場合に つ い て 実験を行 な っ た 。 湧 水 装置 と して

10cm 間隔 に 取 り付けた噴出 ノ ズ ル を用 い 湧水条件と して

上部湧水 ， 下部湧水 の 二 つ を 行ない ，そ の ときの 水頭差は そ

れ ぞ れ 1．5m お よ び 1．7m と した 。 地 下湧水 に よ っ て あ る

部分の セ ソ 断抵抗が減少 した と き斜面の つ り合い は ， （1底

面 ス ベ リ，  受動破壊 ， （3）パ イ ピ ン グ現象に 分けられ る 。

（2）の 受動破壊 に つ い て解析的 に 取扱 っ て い る 。 実験 の 考察

か ら斜面上端か ら の 湧水で は 水 は 表面 に 流れ出 し，全面破

壊 の 危険は 少 ない 。 中間部で の 湧 水 で は 斜 面 の 滑 動抵抗 の

減少 に つ な が り，斜面構成に よ り受動破壊 ， 底面 ス ベ リ破

壊 とな る こ とが 観察され た 。

　実験で は 流入 水流，斜面 の 変位，底面 で の 湧水 に よ る影

響長 さを 時間の 経過と と もに 記録 して い るが，問 ゲキ 水圧

の 増加に つ い て は ふ れ て い な い 。

　133　（E − 6） 軟弱地 盤 上 の 盛土 の ス ベ リ破壊 に つ い て

（鈴木 ・松崎
・
伊藤

・
阿部 ・新田） 埋没谷を うずめ た軟弱

地盤上 に 盛土 を施工 して 破壊 ス ベ リを起 こ させ，その とき

の ス ベ リ破 壊 の 動態 お よ び計算円弧 ス ベ リ と実際の ス ベ リ

面 と の 比較を行な っ た 。 地層 の 状態を明 らか に す る た め乱

さ な い 試料 を採取 し，ス ベ リ面 の 状態とス ベ リに よ る 移動

量 を 測定す る た め パ イ プ ヒ ズ ミ 計（ノ リ尻付近 とそ の 前方）

お よび伸縮計 を 設置 し た 試験は 2 日間 に わた っ て 幅約 20

m
， 高 さ約 4．5m に 急速に 盛土 し，盛土 高 と地 中の 挙動 と

の 時間的関係 を 明らか に す る とともに ス ベ リ面 を 求め た も

の で あ る 。 盛土高が 3m まで は 伸縮計，
ヒ ズ ミ 計と もほ と ん

ど変化 は ない h；　3m を越 す と ヒ ズ ミ 計，伸縮計 と もに 移動

し約
一
昼夜続きそ の 後は落ち つ い た 。 ノ リ尻前方 で は ス ベ

リ面がは っ き り現われ な い o こ の 種 の 実験 で は 発表者 らボ

い うよ うに 多数 の 変位 グ イ と問 ゲ キ 水圧 の 測定 を あ わ せ行

な う必 要があろ う。

　134　（E − 6） 砂質土斜面 の 表層 ス ベ リと土 の 強度 に つ
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い て （小橋 ・草野）　砂質土斜面 で表層近 くに 不透水層カミ

ある とい う条件 で そ の表層土 の 崩壊 現象を実験的に 検討 し

た 。 破壊に は 2 種類あ り，一つ は 水 圧上 昇 に伴 うパ イ ピ ソ

グ現象で あ り， も う
一

つ の 型 は 地 下水位上 昇に よ る 円弧ス

ベ リ形 で の 流動 で あ る 。 流動ス ベ リ が生 ず るに は ある 限界

密度ガ ある 。 こ の 場合，土 の 強度 を セ ン 断試験 で 求め る の

は 精度上問題がある の で フ ォ
ール コ ーソ 貫入試験を行な っ

た 。 試料を 各種 の 密度 に 作 り一定水位で 飽和 し，貫入試験

を行な っ た 。
コ ーン 貫入 量 は あ る密度 で 不 連続 に 傾向が 変

化 し，その 不連続に な る密度 と流動 ス ベ リの 発生密度 とほ

ぼ一
致する こ とが判明 し た 。 密度別 に 飽和度 と貫入 抵抗値

をみ る と密度が高くなる と共 に コ ゥ配 は急とな る 。 　qc一γa

との 関係で は飽和度が高 くなる と不連続点が み られ，そ の

ra は 1．38 で あり，こ れ が 流動 ス ベ リの 発 生 の 限 界 とみ ら

れ る 。 貫入 抵抗 と飽和度 の 関係 ， そ れ に 及 ぼ す密度の 影響

を み た 。 発衷者 の い うと お りコ
ーソ の 貫入抵抗値を 土 の セ

ン 断定数に 読み か え る こ とに 問題 が あ り，小 さ い 応力条件

下 で の 土の セ ン 断抵抗 の 解明力泌 要 となろ う。

　 135 （E − 6） 地 ス ベ リ面 付近 の 排水 が安 定 に 及ぼ す影

響につ いて （第 2報）（玉 田 ・
加藤 ・谷崎 ・津 田 ） 地層中

の ス ベ リ面 に 沿 っ て薄い 擦過粘土が 生成 し て い る 。 こ の 粘

土 は滑 動 した 結果生成 し た もの で 地 ス ベ リの 原因 で ない と

して い る 。 擦過粘土 の 含 水 比 とそ の す ぐ下位 に あ る強風化

層 の 含水比 の 差は 0．1〜22％ で あ る。擦過粘土 は 土 カ ブ リ

応 力 に よ っ て 圧密 された 場合は 正規圧密粘土 で あ り，
セ ソ

断特性 は τ ＝免 で あ る 。 これ に対 して 滑動開始時 は 吸水

膨張 して 擦過粘土 と な り，セ ソ 断 特性 は τ ÷ Cs で あ る 。

した 淤 っ て 排水工 事に よ っ て 地 下 水 位を 低下 させ る こ とは

有効 で あ るが，こ れは 圧密促進形式に よ る排水工 法 に よ る

もの と し て い る 。 発表者は 擦過 粘土 に 対 して 土 質工 学 の セ

ン 断特性 を あ て は め よ うと して い る が実証的裏付けを い か

に す るか が今後の 問題 とな ろ う。

　136 （E − 6） 簡易間ゲ キ水圧 計 （鉄研 1型）によるノ

リ面の 監視 （上沢 ・安 田 ・毛受） 盛土 ノ リ面は 内部 が か

た くノ リ面表層部ぷゆ る い た め こ の 部分に 間 ゲ キ 水 圧が 発

生 して ノ リ崩壊 を 生 ず る 。 ノ リ面 の 締 り具合 ， 間 ゲ キ 水圧

の 発生 ， 崩壊の 際 の 傾斜 を 測定 して ノ リ面 の 異常を監視す

る簡易器具を 開発した 。

　構 造 は 先 端に 有孔部 の あ る 34φ の ガ ス 管で この 中に 水

位測定 コ
ッ プ が入 っ て い る 。 降雨後に内管を引き上げて 満

水 に な っ た コ ッ プ の 高さか ら最高の 間 ゲ キ 水圧を 測定す る

方式 で あ る 。 模型盛土 と現場実験に よ りそ の 有効性を確 か

め た 。 本器を盛土 ノ リ面 に数多く設置すれ ば ノ リ面 の 仕上

り状態 お よび異常監視を効果的に 行な うこ とが で ぎ る 。

　137 （E − 6） 地ス ベ リ防止グイに作用す る外力 の算定

に っ い て （伊藤 ・松井）　地 ス ベ リ防止グイ の 設計 は 外力

の 発生機構が複雑なた め 種 々 の 仮定を設け て算定 して い る 。

こ れ らの 式は White 式，　 Hennes 式 ， 土 研式などカrあ る

土 と基礎，　21− 10　（188）
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が，い ずれ も
一

般性 が 少な い 。 発表者は 地 ス ベ リの タ イ プ

を大別 して 地 ス ベ リ層の ク イ周辺部分力遡 性変形 状態と塑

性流動の二 つ に分け ， ク イに作用する 外力を算定して い る。

塑性変形 理 論 で は 地 盤 の 強度 は C，g で 示 され ， 地 盤 は 深

さ方向に 平面状態と して 地盤 の 変形 に よ るス ベ リ面 の 形を

仮定 して 外力 の 式 を 導 い て い る。 塑性流動理論で は地盤 は

定常流動状態 に あ り ピ ソ ガ ム 体 と して 降伏応力 τv お よ び

粘性係数 ηp で 示され，流動方向は常 に 求心 的で あ り，半

径方向の 微小部分 の 両端 に 生ず る応力 は 土圧 に よ る もの と

粘性力 の 合力 で あ る と し て 外力を導い て い る 。 典型的 な 第

三紀層の ク リ
ープ 性の 地 ス ベ リに 対 し て 行なわれた ク イの

実測値に 対 して 比較検討 した 結果 ， 両理論 と も従来 の 理論

よ り近似度 カミ高 い こ と を示 した 。 理論式を適用す る場合 の

土 の 強度の 取 り方 ，
τ y ， ηp の 測定の 方法が閲題 とな ろ う。

　138　（E − 6）　クイによ るがけ崩れの ノ リ面保護に つ い

て （福岡 ・吉 田 ・南部） 千葉県北部 の 高き約 30　m ，斜度

40°〜45°
の 斜面は豪雨 の 際数多くの カミけ崩れを生 じた 。 斜

面 の 安定 を Taylor 図表を用い て地 下 水 の な い 場合 と地 下

水 の あ る場合に つ い て 述べ
， 斜面 の ス ペ リ止め に 使 うク イ

に 加わ る 力を 推定 した 。 また 実際の 斜面に直径 2・5　cm ， 肉

厚 5cm ，長 さ 4m の 遠心 力 RC ク イ を オ ーガ ーで 削孔し

て た て 込 み，横荷重をかけ て ク イの 横抵抗試験を 行な っ た o

試験 は 表層土 と基層土 の 両方 に 対して 行な っ た ボ，両者 と

も極限抵抗力は 約 6t で あ っ た 。 崩壊斜面 の 中で 表土層が

多少移動 して い る よ うな斜面 に は ク イ打 ち に よ る対応工 法

を提案して い る 。

　 ク イ に か か る外力に つ い て は 未解決 の 部分泓 多 く，現場

実験 に よ っ て 解明 しなけれ ばならな い だ ろ う。

締固め ， 盛土 お よび フ ィ ル ダム 　第 1 日 午後の部 第 て会場

建設省　 山　村　和　 也

　93　（D − 9） 関東 ロ
ー

ム の 乾燥過程にお け る締固め特

性に つ い て （神谷 ・今野 ・羽田 ） 関東 Pt　一ム の 乾燥過程

に お け る土 の 締固め 特性を調 べ るた め に ，大きさの 異な る

3種類の モ ール ドを用意 し，実施 した 実験結果 の 報告 で あ

る 。 実験で は 締固め エ ネル ギ ーを段階的に変化 させ た ボ ，

い ずれ の モ ール ドで の 実験で も上 に 凸の 締固 め 曲線が得ら

れ た 。 しか し ， 締固 め エ ネ ル ギー
が大きくない と，明 りょ

うな ピ ーク カミ現われず，乾燥過程 の 始め に で て くる ピ ー
ク

値が最大乾燥密度 とならない こ とが知 られた 。 また モ ール

ドの 大 き さ ， ラ ソ マ ーの 重さ，突固め 層厚な どに よ っ て 締

固め 山線 の 形演異 な る こ と淤 明ら か に さ れ た 。 そ うして ，

ある 条件 の もとで は ， 乾燥過程 の 締固め 曲線ボ締固め 効果

の 判定に 利用 し うる と述ぺ て い る 。 こ こ で ， 締固 め 特性 を

乾燥過程に つ い て検討した の は実際 の 土工 を対象に 考えて

い る た め と思わ れ るが ， 具体的｝こ どの よ うな締固め エ ネ ル

ギ ーを 用 い た 締固 め 山線を ， 土工 の 品質管理 i，C 用い る の が

合理 的か などの ， 実用面からの 考察が加えられれば さ らに

実用 上参考に な る と思 わ れ る D また ，実験結果の 諸現象に

つ い て も，今後 の 詳 しい 検討 が期待 され る 。

　94　（D − 9） 関東 ローム の圧縮成形に つ い て （久野 ・

阿部） 関東 ロ ーム を 静的に 締固 め た と き の ， 土 の 性質 を

調べ た 一連 の 研究 か ら ， 最近の 成果 を取 りまとめ た もの で

ある 。 すなわ ち，自然含水状態の 関東 ロ
ーム を定ヒ ズ ミ方

式 に よ っ て 種 々 の 圧縮速度お よび最終圧縮荷重で 締固め
，

供試体を作 り，土 の 性質を検討 した 。 本研究 で は 強度特性

を
一
軸圧縮強さで 表わ し，こ の 値 の 大きさ を含有水分 の 性

状すな わ ち 自由水分 の 量 に 関係付けて 調べ る こ とを試み て

October
，
1973

い る 。 実験の 結果か ら， 供試体作成時 の 圧縮速度カミ遅 い ほ

ど ， ま た最終圧縮荷重ボ大 ぎなほ ど ， 強度ぶ増大す る こ と

を 土 の 中の 自由水分の 減少 と関連を付けて うまく説明 した 。

また圧縮速度 の 大小ヵ鞴 固 め 過程 に お い て ， 土 の 構造を乱

す こ とに 関係す る こ とと同様 に 自由水分の 量の 変化か ら説

明 して い る 。 関東 ロ ーム な ど 火 山灰質粘性土 は こね 返 しや

乾燥な どに よ り性質が複雑 に 変化 して い くが ， こ の 現象を

土中 の 自由水分に 着 目 して 検討を行な っ て お り，従来時に

不 明確な点の 多 か っ た こ の 種の 土 の 強度特性を明らか に し

て い くうえ貴重 な手 カミか りを与え る研究と して評価され る 0

　95　（D − 9） 砂質土 （稲城砂）の 室内突固め 試験 に 関す

る一実験的研究 （吉岡 ・鈴木 ・田中 ・阿部） 土 の 締固 め

の 研究 の 対象に 砂質土 （稲城砂）を取 り上 げ，数多 くの 室

内突固め 実験結果 か ら，突固 め た 土 の 乾燥密度に 対す る突

固め 層数 ， 突固め 回数 ， モ ール ド体積 ， ラ ソ マ
ー
重量 T 含

水比な どの 要因の 影響 を調 べ た 研 究で ある 。 研 究 の 結果，

示 され た もの は ，
プ ロ ク タ ー

の 突固め エ ネル ギ ーと最大乾

燥密度お よ び最適含水比 の 関係式，任意の 突固め 条件 に よ

っ て 突固め られ た 土 の 乾燥密度 を推 定 す る た め の 直交多項

式，お よび室内突固め に 関与す る諸要素 の 影響の 度合 な ど

で あ る 。 こ れ らの 中で 乾燥密度 の 値に 影響を及ぼす要因を

それ ぞ れ寄与率に よ っ て 表 示 した 結果 に よ る と，突 固め 層

数 ， 突固め 回数の 影響が 大きくモ ール ド体積 ， ラ ソ マ
ー
重

量 ， 含水比 な どの 影響は 小さ くな っ て い る 。 本論文 は 土 に

加 え られ る締固め r ネ ル ギ ーの 合理的表 示法お よび エ ネル

ギ ー
が ， 土中 に 蓄積され て い く過程を明らか に し よ うとい

う意図の もとに 行なわ れ た 研究で あ り，さらに 詳細な 考察

が行なわ れ ， 現場締固め作業との 関連 力糊 らか に な る よ う

な方向へ 発展す る こ とが 望 まれ る 。
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