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　ベ ソ ケ ル マ ン ビ ーム 試験に よる方法は
， 舗装 を各層ご と

に締め 固め なが ら各層で 試験を行な い ，あ る い は完成 した

舗装 に つ い て は ， 各層の 変位 を 測 定す るた め に 所 定の 深 さ

ま で 直径 10cm の コ ア ボ ー
リ ソ グ を行 な っ て 試験 を し， 各

層 の 変形係数 を 求 め る 3）
。

　上述の い ず れ か の 方法に よ っ て 求め た E の 値を用 い て 舗

装構造を弾性論 で解析した もの と ， 実測 値 とを比較す る と

き， 十分な一致を 見 な い 場合 があろ う。 そ こ で ， 弾性論で

舗装構造 を 設計す る こ との 妥当性 に 疑問が 生 じよ うが，弾

性論 で 求め た い 数値 が 得られ る よ うに ， 各条件 に お け る各

層 の 変形係数 を 実験等 か ら逆算 し て 求め る こ とに よ り，弾

性論を有効 に 利用す る こ とが で きる と考えられ る 。 すなわ

ち ， 弾性論を厳密に 適用す る の で は な く，実際 の 経験を加

昧 し な が ら，舗装構造 の 挙動 を 正 し く推測す る た め の 道具

と し て こ れを 有効 に 利用す る こ とに 意義 が あろ う。

　 こ こ で ， 実験 で 求め られた 路床土や路盤材料 の 変形係数

の 値 を 表
一1に 示 そ う。 こ れ らの 値の 申で どれ が妥当で あ

るか は一
概 に は 泱め られず ， 今後の デ ー

タ の 集積を期待す

る と ころ で あ る 。

　 い ずれ に して も，実際 の 舗装の 種 々 な材料 の 変形係数 の

値を正 し く知 る こ とは ，今後 の 舗装設計 の 計算仮定を よ り

実際的なもの とす る うえ で ，非常 に 重要な こ とで ある 。
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プ ル ー フ ロ ー リ ン グ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お 　　　　　がわ　　　　の り　　　　 k

日 本道 路 公団試験所 小 川 紀 生

1． 定義 お よ び 目的

　 プ ル ーフ ロ ーリ ソ グ （Proof　Rolling）とは ，空港や道路

の 路 凩 路盤 に 対 し て 通常 の 締固め が 完了 した の ち，締固

め 不足 を補 っ た り， 不 良個 所 を発見する 目的で重量 の 重

い ，ラ バ ー
タ イ ヤ を有す る タ イ ヤ ロ ーラ や トラ ッ ク を走行

させ る こ とを い っ て い る 。 舗装体は ，交通荷重 を 受け る と ，

そ の 表面 がたわむ が ， その タ ワ ミ （Deflection）の 大きさや

形 は ，路床 な どの 下層 の 状態 の 影響 を 大 き く受け る 。 すな

わ ち下層の 締固め が 不 均
一

で あ っ た り，不 足 し て い る と ，

路面 に不 均
一

な タ ワ ミや過大 な タ ワ ミを生ず る 。 こ うした

こ とが，交通荷重 に よ っ て ，繰返 し生 ず る と，つ い に は，

舗装 が破壊する こ と に な る
。

プ ル ーフ 卩
一リソ グ は ， 施工

時 に お い て前 も っ て こ うした有害な変形を除去する 目的で

行 なわ れ る が ， 目的 に 応 じて 次 に 述 べ る ， ア デ ィ シ ョ ナ ル

ロ
ー

リ ソ グ （Additional　Rolling） とイ ン ス ペ ク シ ョ ン ロ

ーリソ グ （lnspection　 Rolling）カミある。

　 1） ア デ ィ シ ョ ナ ル ロ
ー

リ ソ グ ：対象 と して い る 層に 対

　　 し て
， 舗装完成 後に 繰 り返 して 加わ る 輪荷重 よ りも ，

　　は る か に 大 きい 輪荷重を数回 以上 追加 して 走行さ せ て ，

　　締固め の 不 足 を 補 うこ とに よ り，将来舗装に 著 しい タ
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　　 ワ ミが 生 じる こ とを 防 ぐ。

　 2 ）イ ソ ス ペ クシ ョ
’
一 　Pt 一リソ グ ：特定 の 輪荷重 と接地

　　圧 （タ イ ヤ 空気圧）を もつ タ イ ヤ Pt 一ラ
ー

， あ る い は

　　 トラ ッ ク を 走行 させ て ， こ の と き生 じる タ ワ ミ を観戮

　　 した り測定 して ， 材料 お よ び締固め の 不 均
一

性や不良

　　個所 の 発見に 努め る と共 に ，著 し く不 良な部分は 新 た

　　 に 良 質材料 に 置換 え を 行 な っ て 均
一

で ， しか も ， 著 し

　　 い タ ワ ミを起 こ さない よ うに 改善す る 。

　 こ の よ うに
，

プル ーフ ロ ーリ ソ グ に は
，

2 つ の 目的 ボ あ

る が，こ の 両者は，普通同時に行な わ れ る。 すな わ ち タ イ

ヤ Pt　一ラ ーあ るい は ト ラ ッ ク を走行 さ せ て 対象とす る層全

面 に わ た っ て 追加転圧 し ， 最後の 回 で タ ワ ミを観察した り

測定 して ，均
一

性や不 良個 所を チ ェ ッ クす る とい う方法が

と られて い る 。

2． 活 用

　 プ ル ーフ P 一リ ソ グは路 面 の 均
一

性が特 に重要な空港や

道路 の 路床，路盤な どを管 埋 す る手段 と して利用 さ れ るが ，

施工 途中の 土 の 締固め に お い て も施工 管理 と して有効に 活

用 で き る 。 われわれが通常行な っ て い る土 の 締固め の 管理

と して の 密度や飽和度 の 測定 は 全 面 で 行 な うこ とが で きず，
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ご く
一

部分 の 代表 地 点 に お け る 測定値 を も っ て ， 全体の 締

固 め の 合否を判断 して い る
。

こ の た め ，と もす れ ぽ 全 体 に

わ た っ て の 管理 が ゆ きわ た ら な い こ とが ある o また ， 土 が

大 ぎな石 を含む粗材料 の 場合は 密度 の 測 定 は 不 適当ない し

不 可能 である。 これ に 対 して ，
プ ル ーフ Pt一リ ソ グ で は 層

全面tcibた っ て ，材料 お よび 締固め度の チ ェ ッ ク が で き ，

単な る観察の み で は発見 で きなか っ た 欠陥ま で 見 い 出す こ

とが で きる 。 この よ うに プル ーフ P 一リ ソ グ を路床 ， 路盤

の 管理 の み な らず，土工 管理 に 活用す る こ と に よ っ て ， 管

理を効果的に 行 な うこ とが 可 能で あ る 。

3． 実　施　例

　空 港 や 道路 の 路床面上 で舗装を施工 す る 前に ，
ブ ル ーフ

ロ
ーリ ン グを行な うこ とが 多 くの 機関で一般化 さ れつ つ あ

る が，荷重 の 大 き さ，通 過 回 数に つ い て は ，舗装構造や将

来 か か る交通荷重な ど に よ っ て 異 な っ て くる o 実施例 とし

て ， 日本道 路 公 団 が高速道路建設 に 際 して 行 な っ て い る路

床仕上げ面 上 で の プル ーフ ロ ・一リ ン グ の 方法 を あ げ る。

　 1 ）アデ ィ シ ョ ナ ル P 一リ ン グと して ， 路床面全体に わ

　　た っ て総重量 25t 以上 ，一
輪当 りの 荷重 5t，タ イ ヤ

　　空気圧 7kg ／cm2 の タ イ ヤ P 一ラ を 3 回 以 上 通過 させ

　　 る 。

　 2 ） イ ソ ス ペ ク シ ョ ン ロ
ーリソ グ と して ，複輪荷重 5t，

　　 タ イ ヤ 空気圧 7kg ／cm2 の トラ ッ ク を 走行 させ て
， 車

　　輪下 に 生 じるタ ワ ミ を観察 した り測定する。

　 3 ） タ ワ ミ量が 許容値を こ す場所 に つ い て は ， 不 良部分

　　を掘削除去 して 良質材料 に 置換え る か ， ま た は
， 材料

　　 を掘 り起 こ して よ く乾燥 した 後， 再 び締固め る。

　 タ ワ ミ量 の 許容値をどの 程度 に す る か は な か な かむずか

しい 問題である が ， 日本道路公団で は 5mm 程度を目安 と

して い る 。 こ う した 路床面で 行な うプル ーフ V 一リソ グ で

は ， 表面下ほ ぼ 80cm ぐら い ま で の 深 さに あ る高含水比粘

性土 などの 不良部分 の 存在を発見す る こ とが で き る 。

4． 問　題　点

　プ ル ー
フ ロ

ーリソ グは 施工 管理 とし て 有効な手段で ある

が，以下 に 述べ る よ うな問題があるの で，現場 の 条件を十分

考慮して そ の 適用 を 誤まらない よ うに しなけれぽ な らな い 。

　 ］）土 は 含水状態 に よ っ て そ の 性質を著 し く異に す る。

　　含水状態が適当で あれば，プ ル ーフ P 一リ ン グ に よ っ

　　て 締固め の 不 足 を補 っ た り，不 良個所を発見す る こ と

　　が で きる が，土 が 乾 い た状態 に あれ ば，追加転圧 の 効

　　果もな く， 締固め 不 足 で あ っ て も ， 大 きな タ ワ ミ も生

　　 じな い の で，誤 っ た 判断を下す こ とに な る 。 ま た，土

　　が降雨直後の よ うな過度な含水状態で あれば ， 重 い タ

　　イ ヤ P 一
ラ
ーな ど の 追加 転圧 に ょ り， オ ーバ ーコ ン パ

　　ク シ ョ ソ （Over−Compaction）となり， か え っ て 材料

　　 の 強度 を 下 げ て し ま うQ

　 2） タ イヤ 卩
一ラーや ト ラ ッ ク の 通過に よ り生 じ る タ ワ

　　 ミ量は ，施工直後は 大 きく， 放置 して お くと次第に 小

　　さ くな る傾 向 に あ る の で ，プル ーフ P 一リ ソ グ の 夫 弛

　　時期 を い つ に す る か が 問題 に な る 。

　 3）舗 装 の 構造，将来 か か る交通荷重などを考慮して ，

　　荷重条件や許容タ ワ ミ量を 定 め るべ き で あ るカミ，その

　　理 論的根拠を 求め る こ とは 現段階 で は 不
’
可能 で ある 。

　　 した が っ て ， 現在 の と ころ で は ，数値的に これ らを定

　　め て 合否 を 判定す る と言 うよ りは
， 不 均

…’t：個所 を 発

　　見 した り，眼 で 見 て 特 に 大 きい 個所を 発．見 した りして

　　 い る の が現 状 で あ る 。

　 プル ーフ Pt　一リ ソ グ は ， 土 工 の 施工 管理 の 手段 と して は

大 へ ん 有効 で あ る が ， ほ か の 密度や含水比 の 管理 な どに と

っ て 変わ る も の で は な く，こ れ らを 同時 に 行な うこ とに よ

っ て 施 工 管理 の 成果が あ が る こ と を銘 記 す べ きで あ る 。
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