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± 質 基 礎 の 回 顧 と 点 描

4． 内務省に おける土質基礎研究

（株）間組顧問

大分工 業高等専門学校長，九州大学名誉教授 ・工博
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1． は じ め に

　筆者の 1人高田 は ，1922 年 （大 正 1］年）に 東大地質学

科を卒業，た だ ち に 内務省 に は い り， そ の 翌 年内務省土木

試験所 （建設省一E木研究の 前身） の 設 立 と同時に ， 同所 に

移 っ た。以後，
ユ％   年 （昭和 25 年） ま で 内務省 が関係す

る道路や ダ ム の 土質や地質 に 関す る研究を担当 した 。 高田

の 大学に おけ る 1級下の 渡辺貫氏と広 田 孝
一

氏が劣悪 な 地

質条件で 難渋 を ぎわ め て い た 丹 那 トン ネ ル 工 事 （1918〜

1934）を 担当す る 技師と して 鉄道省 に は い っ たの が，1923

年 （大正 12年） で あ る か ら， 日本 に お い て 土木と地質の

交流 が本格的 に 始 ま っ た の は，こ の こ ろ か らで あ る 。

　筆者 の 他の 1 人松尾は ，1924 年 （大正 13年）九大土木

工 学科を卒業 し， 内務省 に は い り関東大震災 （1923年）後

の 横浜 港 の 復旧 工事に たずさわ っ た 。 こ の と き の 地震時土

圧 の 問題は ， そ の 後ず っ と著者に つ き ま と っ た テーV で あ

る 。 1928年 （昭和 3 年）王 木試験所 に 移 り，現在の 運輸省

港湾技術 研 究 所 が 行 な っ て い る よ うな部 門 を 担 当 した。そ

の 後 1944年（昭和 19年）， 九 州大学 土木工 学科に 安蔵善之

輔教授の 後任と して 移 り，河海工 学 を担当 し，定年 まで 在

職 した。日本 の 土 木工 学科 に お け る 大学教育で 土質工 学 が

い ち ば ん 遅れ て い る こ とを痛感 し て い た の で ， 戦前か ら

Krynine の 「
．
Soil　Mechanics」 （McGraw 　 Hill，1941）を

用 い て，河海工 学の 中で 教え た 。

　以
一
ドに 述 べ る こ とは

，
2 人の 経験 に基 づ く思 い 出の 記 の

よ うな もの で あ る D こ れ が 今後の 土 質工学 研 究 の ヒ ソ トに

な れ ば 望外の 喜び で あ り， また よ り正確な技術史研究 へ の

き っ か け に な れ ぽ と思 っ て い る 。

2． 第 1次お よび 第 2次道 路改良計画と土 木試

　　験所の 設立

　内務省 に お け る 土質基礎 に 関す る研究は ，それ ぞれ の 時

代 の 公共事業 と密接 に 結びつ い て い た 。 1919年（大正 8年）

道路 法 が成 訖 し，そ れ に 伴 っ て 本郷駒込に 道路材料試験所

が 設け られ る こ とに な り，1923年 に その 建物が完成 して 仕

事を開始 した と きに は ， 土 木試験所 と・して発足 した 。 1920

March ，1974

年 か ら道路法に 基づ き第 1次道路計 画 が 始 ま っ た 。 当時の

仕事 の 内容は ，も っ ぱ ら道路材料に 関す る もの で ，瀝青材

料 と非瀝青材料とに 大別 し，まず手始め と して 北米合衆国

の Bereau 　 of 　 Public　 RQad の 基 準 に 従 っ て種 々 の 試験

を 行な うこ と に な っ た 。 同時 に 道路構造 の 規格を制定す る

た め の 資料を整備す る こ とleな っ た 。 砕石 の 規格も北米 の

それ を まね る こ と に し， 道路 工 事 に 使 お うとす る砕 石 につ

い て の 試験を始め た 。 砕石 の 試験を担当 して い た 高 田は
，

北米か ら買い 入 れ た 試験機を使 っ て 府県 か ら依頼 され た砕

石 用原石 に つ い て 試験を行な っ た 。 そ の 主 な試験は，比 重，

吸 水，Deval す りへ り試験 ，
　 Dorry硬度試験，　Toughness

試験，Binding　Power 試 験 （Ball　 mill で 粉砕 した 岩石

粉末 の 結合力 の 比較）等で ，
マ カ ダ ム 道路を対象と した も

の で あ っ た 。 こ の こ ろ の 自動車台数 は 全 国で 約 5，000 台

（1919年）で あ り， 第 1 次 道路計画は ， 関東 大 震災後の

財源難 で 1924年に うち切 られ た が ， そ の 後1933 年 （昭和

8 乍）に 第 2 次道路計画 と して 復活 した 。 そ の 間 ，
1926年

（大正 15 年） に は
， 土 木試験所 に 治水港湾部門 が設 け ら

れ た 。

　ee　2 次 道路 計画 の こ ろ に な る と，自動車の 台数 が増え ，

全国で 10万台に 達 した 。 土 木試験所 で も自動車交 通 に 対

する試験が 主体とな っ て きた 。 画期的 だ っ た の は ，直径

1Um 程 度 の 円周 の 位置 に ， 幅 60cm くらい の 舗装道路を

作 り，その 上 に 円の 中心軸 の まわ りを 回転す るわ くの 先端

に とりつ けた 自動車 の 車輪 を走らせ て，舗装の い た み方，

路面の 抵抗や タ イ ヤ の 摩 滅な どを 調べ た こ とで あ る 。 これ

をテ ィ
ーデ ィ ソ ト ソ 〔Teddington）試験 とい い ，

ロ ソ ドソ

の 西 部 に あ る町 の 名で あ る が，こ の 試験が初め て そ こで行

な わ れ た の で
， そ う名づ け られ た 。 こ の よ うな 大型実験は ，

主 と して赤羽支所 で 山田 元氏 の 指導 の もとに 船山晴雄氏 が

行な っ た。関東 Pt一ム の 締固 め 試験なども，赤羽支所で 行

なわ れた 。 しか し理 論 的 な裏づ け もな い ま ま，予算が つ い

た か ら とい うよ うな こ とで 実験を強行 した の で ， 後世 に 残

る よ うな業績 を上 げる こ と がで きなか っ た 。 戦後，米国で

は すで に Proc 亡or 理 論 に 基 づ い て CBR の 値を求め ，飛

行機の 大きさ （輪荷重） に よ っ て 滑走路の 舗装厚 さを決定
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講 　　 　座

し て い る こ と を知 り， 理論が実際の 工事に うま く結びつ け

られ てい る の に 大きなシ ョ ッ ク を受けた 。

　 な お ， 道路法 カミ成立 した 1919年 に 社団法人道路改良会

（1919〜1947） が設立 され ， 「道路 の 改良」 を発行 し，道路

改良 の 急務 の 宣伝や道路 に 関す る 技術の PR を 行な っ た 。

い つ ごろ か 忘 れ た が，筆者 の ／人 高田 は ， こ の 雑誌の 編集

長か ら既存の 砂利や土 の 路面を舗装する の に ，表層土 を と

り除 い て か ら行な うの は 不利 で は な い か とい わ れ た こ とカミ

あ る 。 当時 は せ っ か く締固 ま っ た表層を除 い て か ら舗装し

て い た の で ある 。
P 一

ム に 砂利 を しい た 道な どで は ，土 と

砂利が
一
体とな っ て ，厚 さ 30cm 稈度 の きわ め て 良好な

状態 の もの に な っ て，当時の 交通荷重 に 耐え て い た よ うで

ある 。 そ の 後，い わ ゆ る簡易舗装が 実施 され る よ うに な っ

た ときに は，こ の 締固 め られ た 砂利道が そ の ま ま利用 さ れ

る こ と 淤多 くな っ た 。

3． 土お よ び 水と土木工事

　 1926 年 （大 正 15年）横浜港で の 震災復旧の 港湾工 事 の

一
部 として ， 橋脚 ・橋台工 事を 行な っ た さ い に ，海中 （水

深 8m 程度）に 矢板を打 ち こみ ， 締切 っ て 中の 水をポ ソ プ

排水 した 。 矢板 は 当時国産 の もの がな く， テ ル ・レ
ージ ； 矢

板 （Terres　Rouges，多分フ ラ ソ ス 製）を用い ， 1列 だ け

打 っ て ， 切バ リで お さ k な D：ら掘削 した が ， 工 事中に 浸水

した 。 地 盤は 水中で は 堅 か っ た の で ，透水度 な ど十分信頼

で きる と思 っ た が ， あ とで 調べ る と土丹の 中に 縦横に マ テ

貝（？）の 径 3m くらい の 孔 が通 っ て お り， これ が漏水原因

の 一つ の 大きな要素で あ っ た よ うに 思われ た 。 その ほ か に

矢板を 1列 だ け打 っ て
， そ の 内側を木材 の わ くを組 ん で 水

圧を さ さえ る設計で あ っ た こ とが，もう一つ の 大きな要素

で あ っ た と思 う。 復旧工 事で は，外側に もう 1 列鋼矢板を

打 っ て ， そ の 間 に 土を つ め て 日的を達成す る こ と カミで きた 。

　その こ ろ青山士 氏 が新潟港 で ラ ル ゼ ソ 製 （Larsen ）の シ

ー トパ イ ル を 打 っ た ら，
つ め に ひ び がは い っ た 。 施工 の 不

備か材料 の 不備か をみ る た め に ，土木試験所 で ひ び の は い

っ た部分の 断面 を み カミい て 検査 して み た ら ， 最初から鋼組

織 に 欠陥があ っ た こ とがわ か っ た 。

　信濃川大河津分水工 事 （1927年完） で は ，山地 開削時の

地 ス ペ リ （19ユ5年）や矢板の 事故ぷ しば しば起 こ っ た 。 も

っ とも大 きな事故は ， 分水 可動セ キ （堰）の 崩壊 で あ っ た 。

可動セ キ の 基礎 コ ソ ク リ
ー

トの 下 の 上 流部 に は 鋼矢板 の 止

水 壁が施工 され て い た 。 しか し満水 時の 水圧 に 耐え られ な

くて 漏水が起 こ り， これ が原因 とな っ て 基 礎 の 下 の 土砂 が

洗い 流 されて ，構造物 全 体が 崩壊 した の で あ っ た 。 こ の と

き， ウ ォ
ー

タ ージ ェ ッ トを 使 っ て 打 ち込 ん だ 矢板付近 の 砂

の透水係数 を 求め る必要が生 じ，物部長穂氏（1888〜1941）
の 命で 高 田 が室内の 透 水 試験を行な っ た こ とがあ る 。 実験

に は 水道水を用 い た が ， 空気 が 溶け こ ん で い る の で ，実験
中に 気泡 とな っ て 分離 して，砂 の 間 ゲ キ を ふ さ い で 困 っ た 。
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透水試験 に 使 う水は ， 初 め に 煮沸しな けれ ば な らない こ と

を 知 っ た 。

　土 の 透水係数の 実験は ， 農業関係 で は もっ と早 くか ら行

なわれて お り， 土 壌学者で あ とで 九 州帝大学 長 を や られ た

大 工 原銀 太 郎 氏 （1868〜1934）な どは
， 土 に 関す る試験の

草分け で あ ろ う。 ま た土 木関係で は
， 山 口 昇氏 カミその こ ろ

か ら土 の 透水試験を行な っ て い た 。

4． 地震時土圧の 問題

　 松尾は 大学卒業 （1924年） の 翌年 こ ろ か ら振動土 圧 の 問

題 とと り組 ん だ 。 当時，物部 氏 （1924）， 岡部氏 （1924）

の 振動⊥ 圧の 理 論 が 出て い た 。 松尾 は 横浜 の 港湾事務所で

振動台 を作 っ た 。 振動台 と い っ て も， ト P ッ コ 台の 上 に

60cmx ］8 　cm 程 度 の 木 の 箱 を 乗 せ ，箱の 一端を とび ら

に して，そこ に 広井式波力計をあ て て，台に 振動を与え な

がら土圧 の 変化をみ た 。 波力計は ス プ リ ン グ 式だ っ た の で ，

よ く測定 がで き な か っ た Q そ こ で つ ぎに，水圧式圧力計を

用 い
，

これ を 目で 追 うとい う方式を と っ て ， ど うに か測定

が で きた 。 加速度も原始的な方法で 測定 し，加速度 と土圧

との 相関を 見い だ した 。 その 後振動台や測定装置に 多少 の

改良を加えて 実験を 続 け た （図一1）。 そ の 結果は 1929年

（昭和 4年）東京で 開かれ た世界工 学会議 で 発表 さ れた （N ．

Mononobe ・H ．　Matuo ： On 　the　determination　of 　 earth

pressure　during　earthquake ）o こ の 実験 で 地震時 の 土圧

分布は わ か らなか っ た が ， 土 圧 合カ カ：t2面上 か ら 2／3 の 位

置 に ある の で は な く， もっと高い とこ ろ に位置する とい う

こ とがわか っ た 。 しか し当時は 2／3 の 位置に 地震時土 圧 の

合力が作用す る とい う理論が優勢 で ，そ れ に お し切 られ た

形 1こ な っ た 。

　松尾 は 1928年に 土 木試験所 に 移 っ て，本格的 な 振動実

験を始 め た 。 こ の と きは 加速度や 圧力の 測 定 に ピ エ ゾ電気

を 利用 し た 。 こ の 実験結果 で も地震時土圧 は 2／3 よ り高い

位置 に 作用す る とい うこ と が明らか に な っ た 。 電気計測を

行な っ た せ い か ，体の 調子 の 悪 い と き 測 定を 行なうと実験

ぷ うまくゆかなか っ た 記憶 がある 。 土圧測定 の さい
， 固定

壁 で 実験を行な っ た が ， 実際 の 地震時 に は 壁面 が少 し動 く
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の で ， そ の ギ ャ ッ プか ら実験は ゆ きづ ま っ た 。 後年 カ リ フ

ォ ル ニ ア 大学 の H ．B 、　Seed が 大原 資生 氏 を とお して ，こ

の 実験結果 に つ い て質問 して きた 。 地震時土 圧を考 え る さ

い 水 圧の 問題に 関して ，
Seed と彼の 下に い る研究者 との

間で 松尾の 実験 に 対 す る評価が 食い 違 っ た ら しい 。

　振動土 圧 の 問題は そ の 後 ， 石井靖丸 氏 な どが 運輸省で と

り扱っ た が，ま だ は っ きり した結論は 出て い な い よ うに 思

う。 こ こ で わ れわ れ が 反省 しなければ な らな い の は ， と も

か く予算をもら っ て きて実験をや っ て，つ ぎに 理論を とい

う 日本的 方式 が，長 い 目 で み る とマ イ ナ ス に な っ て い る の

で は な い か とい う こ と で ある 。

　1920年 （大正 9 年）こ ろ ま で ス ゥ ェ
ーデ ン を中心 と して

行な わ れ た Atterberg （1911）や Hultin （1916） の 研究

が ， 1930年 （昭和 5年） こ ろ か ら日本 に 紹介 され 始め た 。

鮫島茂氏 （1894〜　　）ボ ス ゥ ェ

ー
デ ソ へ い っ て Hultin

の 円弧ス ベ リの 論文 な どの 別刷 を もら っ て きて ， 松尾が そ

れ に 自分の 考え を加え て 発表した （松尾春雄 ：岸壁滑 り出

し に 対す る 安定に 就 て ，港湾，7 巻 1  号，1929）。 こ れ に は

地 震時の 応用を考え て計算図表を作成 して の せ た 。 山 口 昇

氏ボ上の セ ソ 断抵抗 の 実験を始め た の は ，こ の こ ろ （1931

年 ） で あ る 。

5． 林桂一氏の 業績

　 口本で 支持力 の 問題 に 最初に と り組 ん だ の は 九大に い た

林桂
一一

氏 （1879〜1957＞で ある 。 林氏は 数値計算 （岩波，

194D ，積分計算 ， 関数表 な ど に よ っ て 応 用 数学 や 物理 学

の 方直で 有名で あ る が，生粋 の 土木工 学者 で 京大土木工 学

科を 1912年 （明治 45年） に 卒業 して い る 。 彼は い わ ゆ る

地 盤係数法とい わ れ る 方法 に よ る 地盤反力の 計算や ク イ の

理論な どを 広く展開 した 独文の 1
’
Theorie 　 des　 Tragers

auf 　elastischer 　Unte1・lage」 を 1921 年 （大 IE　10年）に ベ

ル リ ソ の Springer 社か ら出 して い る 。
　 Terzaghi が攴持

力の 論文 （Bearing 　 capacity 　 of 　soil）を ENR （Engine−

ering 　News −Record ）に 書 い た の が 1928年 （VoL　loe，　No．

］6）で あり，
Chang の 公式 が 出た の は ず っ と後年 （Dis−

cussion 　on 　
t‘Lateral　pile　loading　tests’，

　 by　Feagin，

TranS．　 ASCE ，1937）で ある こ とを 考える と，林氏 の 先駆

的 な 業績 が わ か る o 林 氏 の 独 文 の 著書 は 日本 で よ り外 国 に

お い て 著名で あ り， 土 質力学 の 研究 で も しば しば引用 され

て い る が，最近 （昭和 46年）日本で復刻出版 され た （国際

理工 研究社 ，
1971）。 林氏の 業績を うけ つ い だ の は 星埜和

氏 で は な い だ ろ うか 。 しか し，林氏 の 理 論的研究は あ ま り

に も時代に 先 ん じて い た の で
， 現場 との 接点が なく世界に

先がけて
．一
派 を なす に 至 らな か っ た 。

6， 第 1回お よ び第 2 回国際大ダム会議と土質

　　試験 ・調査の あ けぼの

第 1 次世界大戦後 の 水力開発 の 進展 に 伴 っ て ， 大 ダム に

March ，　1974
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関す る技術 の 交流が必要 とされ る よ うに な り，
フ ラ ソ ス 政

府の よ ぴ か け や 国際動力会議 の 提唱に よ り，1933 年 （昭和

8年）ス トッ クホ ル ム で 第 1 回 国際大 ダ ム 会議が 開 かれ た 。

日本 で は 1931年 （昭和 6年），初代土木学会会長 で あっ tc

古市公 威氏 が 委員 長 とな っ て 日本 国 内委員会が組織され た 。

第 1回 会議に は 20 力国が参加 し，48 編 の 論文が提出され ，

そ の うち 3編は 日本か ら の もの で ある 。 3編の うち 2編は

ア ース ダ ム に 関す る も の で ， 「小 野 基樹 ：山 ロ ア ース ダ ム

に 使用され た 材料の 性質 お よび 特性 」 と 「神原信一郎 ・阿

部謙夫 ：ダ ム 及 び 下 層土 壌内 の 水の 滲透 を 支配する物理 的

法 則 の 研 究」 で あ る 。 小野氏 の 論文は ， 多摩川上流 の 山

ロ ダ ム 建設 の さ い の 関東 P 一ム の 試験結果で あ り，試験方

法は セ メ ソ トモ ル タ ル の 圧縮試験 や 引張試験 に 準拠 し て

い た 。 そ の こ ろ す で に Terzaghi の Erdbaumechanik

（1925） が 出 て お り，どの よ うな土 の 物性 が工 学的に重要

か は わか りか け て い た し，Atterberg限界試験 も高田 に よ

っ て 紹介され て い た の で ，モ ル タ ル 試験法を 土に適用 した

だ けで は ， 国際的に うま くな い だ ろ うとい うこ とに な っ た 。

ち ょ うど山 ロ ダ ム と同 じ 関東 ロ ーム の 高田 馬場付近 の LL
，

PL，　SL，比重，野外含水 比 ， 遠心含水当量，粒子 の 含泥率

と物性との 相関な どを 高 田 が 研 究 して い た の で （高 田昭 ：

高田 馬場簡易舗装の 路床土質に関す る試験，土木試験所報

告 22，
1931），

こ の 結果を加え て 山 ロ ダ ム の デ ータ と して

提出 した 。 お そ らく この ときの Atterberg限界試験は ，

日本で 最初の も の で あ ろ う。 第1 回 国際大 ダ ム 会議 に 提

出さ れた ア
ー

ス ダム 築造用材料 に 関す る 論文 の General

discussion を 担当 した Terzaghi は ，その Proceedings

の 中で ，日本で も Atterberg 限界試験 が と り入 れ られ て

い る とい うよ うな 主 旨の 論評を 行な っ て い る 。

　第 2 回 国際大 ダム 会議は ，
1936 年 （昭和 11 年） ワ シ ソ

トソ に お い て ， 参加 24 力 国を も っ て 開 か れ た 。 日本 か ら

は 5 論文が提出され ， そ れ ら の うち 土に 関係す る もの は ，

「物 部長穂 ・高 出　昭
・
松村孫治 ：ア ース ダ ム の 耐震性」，

「神原信
一郎 ・高田　昭 ：ア ース ダ ム 堤体内浸潤水 の 流動

状態並び に その 作用に 関 連せ る ア ース ダ ム の 安定度計算に

つ い て の 二 ，三 の 問題」，
「諸川雄二 郎 ・岩岡 武博 二基礎地

盤の 地質工 学的研究に 資 す る ダ ム 工 事実例」 の 3編で ある 。

物部 ・高 田
・
松村 の 論文 は ，

1929〜1931年 に高田 が東京山

手の ロ
ーム に つ い て 行 な っ た 実験 （東京山手赤土 の 弾性的

諸性質に 関す る試験 1 ， 皿，皿 7 土 木試験所報告 20，
21，

22）で 得た Pt・一ム の 弾性 係数や既存 ダ ム 地点 で の 弾性波探

査 か ら得た 動的弾性係数を もとに ，理論的 に ア ース ダ ム の

安定性を計算し，寒天模型 で 実験を行な っ た もの で ある 。

高出 は こ の 研究 に お い て ，お そらく日本 で は 初 め て乱 さ な

い 試料を 採取 し， φ＝ 25mm
，
　 h ＝25　mm の 円筒供試体 を

地層に 平行 お よび垂直 に 作り ， 道路路床 の 支持力比試験機

に 似た も の を作 っ て ， い ま の 言葉で い う
一

軸圧縮試験 を 行

な っ た （図
一2）。 試験は 空気中だ け で な く， 水 中で も行な
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図一2

い ， 縦 ヒ ズ ミの ほ か に 横 ヒ ズ ミ も測定 し，ボ ア ソ ソ 比を求

め た 。 ヤ ソ グ 率は 100〜200kg／cm2 で，水中 ・空 気中と

も地層面 に 垂直に 圧縮 した ほ うが，平行 に圧縮 した もの よ

りヤ ソ グ 率は 大 きか っ た 。 また ロ ーム を こ ね か え して ，
モ

ール ドに 入 れ ， 上 下 に 砂 層を し い て 再度一昼夜圧縮 して 供

試体を作り， 組織を破砕 した試料と して 圧縮試験を行な っ

た 。 現在で い う乱した 試料 の つ も りで あ り，鋭敏比 の よ う

な 考えが頭 の 巾に あ っ た 。 もち ろ ん 含水比 ， 間 ゲキ 比 ， 粒

度分析 ， 収縮試験 な ど も行な っ た 。 上 記 の 高 田 馬場 の 試験

や こ れ ら
一

連 の 試験は ，日本に お け る 系統的 な土 質試験 の

始 ま りで あろ う。

　弾性波探査 も同 様 で あ り， 土 木の 目的 で 行なわ れた も っ

と も初期 の もの で あろ う。 そ の こ ろ の ア ース ダ ム は ，大野，

山 口 ， 上 ・下村山の 各ダ ム と も，現在 の よ うに 中心 に コ ア

を 入 れ る とい 5 よ うな もの で は な く， 全 体 が monolithic

だ っ た の で
， 弾性波探査を や っ て も， そ うお か しな 結果が

出なか っ た の か も知 れ な い 。 地震波を発生させ る の に ，20

〜100kg の ハ ソ マ
ー

を 落下 させ た 。

　 こ の よ うに 現地の 土の 系統的試験 が 姶 ま っ た が ， 土 の 性

質カミ含水比に よ っ て変わ っ て くる こ とが や っ とわ か っ て き

た 程度 で ，そ れ は水 に よ る土 の 成 分変化に よ る もの で は な

い か と考 え て い た 。 ま た Atterberg 試験 から，　 PI が大 き

くなる と路床土 と し て は よ くな い と か，凍上 の 可能性など

の 判断 は で きた が ， 支 持 力 や舗装厚 さ と土 の 物性 との 間 の

関係は つ け られなか っ た 。 戦後，米軍 か ら理 論化され た も

の を み せ られ て お ど ろい た 。 当時は コ ソ ク リートの 部門 で
，

Abrams の 水 セ メ ソ ト比の 理 論 （ユ919） や Talbot の 空 ゲ

キ 説 （1921 ， 1923）が や っ と出 て きた ぽ か りの こ ろ で ， 土

の 含水比が強度 とどう結びつ くの か は わ か らなか っ た 。

　日本で 最初 に 行な わ れ た 土 質試験 が 関東 P 一ム で あ っ た

とい うこ と も， そ の 後の 先進的な理論 の 導入 と普及 に 問題

があ っ た かも知れ な い 。 い まで は よ く知られ て い る よ うに ，

関東 V 一
ム は 日本 に 固有の 特殊土 で あ り，少 し乱す と物性

が非常に 変わ り， そ の た め試験 を 行な うた び に 結果が大幅

ic変 わ っ た 。

　同様の こ とは 丹 那 トソ ネ ル 工 事 の さい 出会 っ た 諸 事 件 に
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もい え る よ うで あ る。 地質学者の 福 富忠男氏 （1893〜197 ，

当時北 大工 学部助教授） は， トソ ネ ル の 温 泉余一！．の 膨 張 性

に つ い て ， 丹那 トソ ネ ル と花岡 鉱 山 の 粘土 を用 い て 実験を

行 な っ た （粘土 の 吸水膨張 に 関す る実験的研究 1 ， ff， 岩

イr鉱物鉱床学 会誌 7−6
，
8−1，1932）。 こ の 研究 で 福富氏は ，

粘土 の 構造 が十 圧 に 関係す る こ と，⊥や 岩 の 問題 で は 水 が

本質的 に．重要 で あ る こ と な ど を 明 ら か に した が ， 問題 が特

殊 で あ った こ とや ，発表雑誌が地 質学関係 の も の で あ っ た

こ とな ど もあ っ て，問題は それ 以上 に発展 させ られ な か っ

た ○ 福富氏は こ の 研 究を 行な ううえ で，Terzaghi の Erd・

baumechanik と ENR に の っ た 「Old　 earth 　pressure

theories　 and 　 new 　test　 result （1920，　Vol．85，　 No．14）」

が もっ と も参考 に な っ た と書い て い る 。 も っ と も現象や 問

題点が解明されて も，当時の 施工技術 は それ らを有効 に 利

用 し うる ほ どの 高さに 迂 して い な か っ た。ま た 測定技術も

未発達 で あ り，ト ソ ネル 中で 水圧 を 測定す る よ うな技術も

当時は な か っ た 。 室内で の ス ト レ イ ソ メ
ー

タ
ー

や ピ ＝ ゾ電

気は ，
1932年 （昭和 7 年） こ ろ か ら使わ れ 出 し た 。 ワ イ ヤ

ース ト レ イソ ゲージ や光弾性 は ，第 2 次大戦 中に仁科芳雄

博十 の 主宰す る理 科学研究所 で 開発され た 。

　なお 地 下湧水，地 圧，岩圧 な どの 問 題は ，石 炭採 掘 の 方

面で 研究 され ， 土木に 輸入 され た もの が 多 い
。

7， 地 ス ベ リ

　193  年 （昭和 5年） に 長野県犀川 流域 の 占くか ら有名な

地 ス ベ リ地茶臼山が再 び 地ス ベ リを 起 こ し， 下流 に あ る部

落 の 安否 力墹 題 とな り，高 円 が 相談を受け た 。 調査 してみ

る と，その 部落 自体 は 地 ス ベ リ塊 とは別 の 岩塊 に 乗 っ て い

る の で 安全 と考 え られ た が ， 地 ス ベ リを停IE させ るた め に

水抜きを提案 した 。 当時 か ら地 ス ベ リ と水は 密接な関係 に

ある こ とが知られ て お り， 水抜きカミ地 ス ベ リ防止 に 有効 で

あ る こ とは わ か っ て い た が， ボ ーリ ソ グ技術 が未発達 で あ

っ た し， また 水抜 き トソ ネル を設け る工 費の ほ うが地 ス ベ

リに よ る 被害 よ り膨大に なる の で ，と りや め に な っ た 。 こ

の 地 ス ベ リは その 後 も停止す る こ とな く， 下流 に相当の 被

害を与えた が ， 問題 の 部落 は 現在な お 安全を誇 っ てい る 。

ま た ，数人の 著名人 が その 後 こ の 地 ス ベ リに 関 与され た よ

うで ある 。

　1931年 （昭和 6 年） に 奈良県 と大阪府 の 境界 に あた る 大

和川 の 亀の 瀬付近の 右岸 の 堅 上 地区 で ， 大規模な地 ス ベ リ

が起 こ っ た 。 大 和川 の 右岸に は 関西 線 の トソ ネル があ り，

左 岸 に は 県道が あ っ た カミ
， そ の 拡幅 の た め に 花 コ ウ岩の 山

すその 切取 工事中で あ っ た 。 後に な っ て判 明 した こ とで あ

る が，こ の 切取工 事個所 が滑動 面の 先 端に あ た っ て い た の

で
， そ こ の 山を 切取 っ た こ と が抵抗 上 圧 を 減少させ る こ と

に な っ た と推察 された 。 地 ス ベ リの 発端は ，まず県道の 対

岸 に ある鉄道 トン ネル の レ ソ ガ 壁 に き裂 が 発生 し，滑 動面

の 上 端部ic地割れが 現わ れ た 。 ト ソ ネル の き裂は 増加 し，

土と基礎， 22− 3 （193）
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ア ーチ 部 に 縦方向 に き裂が伸び ，
つ い に トン ネ ル は崩壊し

た 。 当時 の 大和川の 右岸は 高さが約 5  m の 急斜面 の ガ ケ

で あ り，川幅も約 ，50　m あ っ た が，右岸 の 地 ス ベ リ に よ っ

て川幅 が縮小 され る と ともに 河床も隆起して き て ， 河水 の

流下が妨げ られ る よ うに な っ た の で
， 内務省大阪土木出張

所 で は，河 道 維 持 の た め に 左 岸 の 切 り広げ と河 床 の 掘 り下

げ を 行な っ た 。 地 ス ベ リの 進行が ますます著 し くな っ た こ

ろ ， 松山基範氏 （当時京大教授，後に 山口 大学学長，地球

物理 学担当 で戦前 に潜水艦中 で 世界 に 先 が け て 海溝 の 重力

を 測定 した り， 地 質時代に お ける 地 球磁場 の 松山逆転を 発

見 した ）が 学生数人 と と もに Wild の 経緯儀 （theodolite）

を 使 っ て ， 三角測量 に よ り地 ス ベ リ塊の 移動方向 ， 移動速

度 の 観測を 行 な っ た。当時 の 学生 の 1 人に 大 西 千秋氏 が い

た 。 高田 も大阪府土 木部 の 応援 の もとで ， 別 の 2 地点 で 同

様の 観測を 行 な い
， 滑動地塊が 2 塊あ る こ とを 明らか に し

た 。 地 ス ベ リ地 の 地質 は ， 二 上 火山の 風化 した 安山岩や火

山砕屑岩 よ りな り，基盤は 領家花 ゴ ウ岩で あ る 。 花 コ ウ岩

と二 上 層群の 間 の 不整合面 に は 花 コ ウ 岩の レ キ や粘土 が は

さまれ ， そ の 付近 ボ ス ペ リ面 に な っ て い る よ うで あ っ た 。

ス ベ リ面 の 深 さを 調べ るた め に，移動地塊の 大体中央部 に

上 総掘 りで ボ ー
リソ グ を行ない

， 深 さ約30m に 達 し て か

らは ，
ス ベ リ面 の 位置を確認す る た め に ，毎夜作業を中止

して い る 間は 孔内に 長 さ 3〜 4m の 鉄筋を 入 れ て お き，毎

朝と り出 した 。
これ が曲が っ て引き出すの に 困 っ た と こ ろ

を ，
ス ベ リ面 の 深さと した D その こ ろに は 大和川 の 左岸は ，

河幅維持 の た め 大体現在 の 位置まで 掘削され て い た が，そ

の 切取 ノ リ面 こ滑動面 の 先端部が衝上 断層状 に くい 違い と

な っ て 現われた 。 亀 の 瀬地 ス ベ リで も，水の 浸透がス ペ リ

に 大きく関係 して い る こ とが わ か っ た の で，雨 水 が 地 「†・に

浸透す る の を防ぎた か っ た が ， 現在 の よ うに ビ ニ ール シ ー

トの よ うな もの が な い 時代だ っ た の で うま くい か なか っ た 。

現在亀 の 瀬 で は 排水 工 が 大 規灘 こ 施工 され ， 成 功 して い る

（建設省大和工 事事務所 ：亀の 瀬地 ス ベ リ ，
1972）。

　この よ うな災害や 上記の Hultin の 論文の 紹介な どを と

お して ， しだ い に 「ス ベ リ面 」 の 概念， 土 の 強度と水 の 関

係 ， 斜面や盛 土 の 安定性 の 破壊規模な どが 明らか に な っ て

きた 。

　熊本県三 角港は 1924年 （大正 13年）〜1928年（昭 和 3 年）

に 改修が行なわれた が，軟弱地盤 の た め うま くゆ か ず，

1932年 （昭和 7 年） か ら再度工 事 が 始 め られた 。 こ の と き

に は
， 軟弱地 盤の 安定 に 対 し て か な り新しい 知識が導入 さ

れ ， 岸壁 の ス ベ リを防 止す る ため ， 盛土の カ ウソ ターウ ェ

イ トを お くな どの 試み が な され た 。 大 正 期 に 不 可 能 だ っ た

工 事が 可能 に な っ た の は ， ぼっ興 しつ つ あった 土 質力学 の

知識 に よる と ころ が 大きか っ た。

8． 静岡大 地震 （1935）と工事失敗例

1935 年 （昭 和 1  年＞ 7 月 に 静岡 地 方 に M ＝ 6 程 度 の 局 地
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的 な 浅い 地震が起 こ りt 清水港 で 岸壁 がこ われ た 。 松尾 が

調 べ て み る と，裏込を 安 くあげ る た め に，海底 か ら シ ュ ソ

セ ツ した 土 砂 泓使 わ れ裏込害1」石 が省か れ た 設計に な っ て お

り，それ が破壊 に つ な が っ た もの と推 定 さ れ た 。 も し大 き

な割石 が 入 っ て い れ ぽ，破壊は しな か っ た と思 わ れ る 。 土

圧 論に は の ら な い が裏込 の 果た す役割が わ かった とい う点

で は貴重 なデータ で あ っ た 。 現在 で もそ うで あ る よ うに ，

工 事 失 敗 例 や 災害事故例 な どは ，学界に 率直に 報告 し に く

い ふ ん 网気 に あ り，それが工 学 の 発達 を阻害 して い る の で

は ない だ ろ うか 。

　地 震 に よ る清水港岸壁事故に 関連 し て，裏込 の 果た す役

割 は 大体わ か っ た が，そ の ほ か に 裏込 の 中に あ る 水 の 圧力

変化 や 基 礎地盤 の 支持力 な どが 岸壁 の 安定 に は 複雑 に 関連

し あ っ て い る こ とがわ か っ た 。 松尾 は あ とで こ れらの 問題

と と り組 む よ うに な っ た 。 こ れ らの 問 題 か ら進 ん で ，松 尾

は ク イ の 横抵抗 ， 引き抜き抵抗 ， 矢板 を 止 め る 斜グ イ の 研

究 な どを行な っ た （松 尾 春雄 ：杭 の 水 平 抵 抗 力 に 関 す る試

験 1 ，皿，土 木試験所 報 告，42，46，1938．8，1939．　7）。 こ の

研究は 石 井靖丸 氏 に よ っ て
，戦後 TschebotariofF 教授に 紹

介 され ，彼の 論 文 に 引用 さ れ てい る （G．P．　Tschebotarioff ：

Large　scale 　 earth 　pressure 　test　 with 　 model 　 fiexible

bulkheads ，　Final　Report 　to　the 　Bereau 　 of 　Yards 　and

Docks ，　Princeton　University，　Jan．1949）。 こ の 研究 を と

お して ， 盛 土 や 自然地盤 の 強度 が 時間的 に 変化す る こ とに

気が つ い た 。
ク イ を 打つ と 前日よ りは い らなか っ た り， 打

つ と きは 容易に は い っ た の に，引き抜 くと きに は 苦労す る

な ど の 問題 に し ば しば 出会 っ た 。 その 原因 は 結局 わ か らず

じまい で あ っ た ボ，土の 構造が変化す る の で は な い だろ う

か D 土 の 強度 の 時間的な 変化 は，現在 で も第
一

級 の 問 題で

あ ろ う。

9． 戦時中の研究

　 こ の 時期 の 研究は ，世相 を反映 して 飛行場 の 舗装や飛行

機の 発進 の さ い 邪魔に な る チ リの 問題 な どが 多 くな っ た o

これらは い ずれ も基礎的なつ み 上 げカミな く， 手品 の よ うに

す ぐに 役立 つ 成果 が 期待 され る もの ば か りだ っ た の で ，み

る べ きもの が残 っ て い な い 。 こ の 時期 の 特徴 と して ， 戦争

の 激化や敗色濃厚 とい う情勢 の 中で ， 軍需工 場や飛行場の

地方分散 が 行な わ れ，地方的な特殊土 が土 木技術者 の 口に

と ま っ た こ とで あ る 。 関東 P 一ム に 似 た よ うな 火山灰層が

全国各地 に 存在す る こ と，シ ラ ス ，黒 ボ ク，風化 卩 一ム
，

マ サ ，三 和土 な どの 存在 ぶ 明 らか に な っ た が ， これ らの 本

格的研究は 最近まで もち こ さ れ た 。 中国地 方各地 で の 工 事

か ら， 花 ゴ ウ岩 の 風化の 程度が地 域的に 差 の あ る こ とな ど

も，こ の 時期 に わ か っ た 。

　こ の 時期 に は ， 理 論 を 主 とす る基礎的研究も若 干 み られ

る が，理 論 そ の もの の 歴 史 力戦 い こ と も あ っ て，構 造力学

の 分 野 に お け る よ うに
， 古典的 な理 論 問 題 に た ち か え っ て
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研究を行な うとい うよ うな こ とは で きな か っ た 。

10． 戦 後

　 敗戦 と と もに 米軍がきて ， 各種 の 設計 に 使え る よ うな形

で の 土質試験がもた らされ た 。 昭和 20年 に GHQ 所属 の

Cramer とい う若い シ ビ リ ア ソ が，入 間川（現在 の 豊岡市〉

飛行場と三 沢飛行場 との 計画地点 か ら土を採取 して きて，

Expedient 　Soil　Test とい う便覧 を わた し， それに 従 っ て

土質試験 を や らせ られ た Q 両飛行場 の 滑走路 の 設計資料 と

す る た め で あ っ た 。 その と きや らされ た試験は ，   粒度試

験，  LL ，
　PL ，  プ 卩 ク タ ー試験，  CBR 試験 な どで あ

る 。 粒度試験 で は ，初め て 比重計を使 っ た 。 LL や PL は

前述 の よ うに ，かな り早 い 時期 に 日本 で 行なわ れ た ぷ ， 舗

装設計 と関連させ て 行な うとい うの は 初 め て で あ っ た 。 土

の 締固め 1こ関す る プ P ク fi　一理 論 （R ．　R ．　Proctor ： Fun ・

damental　principles　of 　seil　 compaction ，
　 ENR 　 1933，

ほ か 3 編）は ， 1934年に は 九大農学部 の 田 町正誉氏 （1892

〜1974） ｝こ よ っ て ア ース ダ ム の 構築 に 利用 された （土 堰堤

用 土 の 理 化学的性質並 び に 水 分量 と圧縮性 の 関係 ｝こ就て ，

農業 土 木研究 6−2，1934 ） が，本格的 に 紹介 され，最適含

水比 の 概念が導入 され た の は ，こ の 時期米軍 に よ っ て で あ

る 。 土は 関東 ロ ーム が多か っ た 。

　 同 じ こ ろ米軍 の 指導 に よ っ て，滑走路の 舗装攴持力試験

（平板載荷試験〉，種 々 の 角度を もっ た コ
ーソ に よ る現場貫

入 試験，K 値試験 な どが つ ぎっ ぎに 行 な わ れた 。 こ れ らの

室内 ・野外試験は ，目新 しい もの もあ っ た が，全体と し て

は，それま で 頭の 中 で ば く然とは 考えられ て い た よ うな も

の で あ り，さ して 驚き で は な か っ た 。 む しろ これ らの 比較

的簡単な試験が，実際 の 設計と密接 に 結び つ け られ て い た

の に 大 き な シ ョ ッ ク を 受け た 。

　 い っ た ん土 質試験 が 設計や施．1：と結 びつ けられ て 行なわ

れ る よ うに なる ど 地 質 な どの 理 学畑 の 人 よ り技術燗 の 人

の ほ うが消化 が早 か っ た o 理学畑の 人は ，どうして も土の

成分 と物性 との 相関 とい うよ うな と こ ろへ 目が向い て し ま

い，設計や施工 に 結び つ け る の が 不 得手で あ っ た 。

　 な お ， 米軍 が直接本土 に 各種 の 土 質試験 を導 入 す る 以前

に ， 沖繩本島 に 米軍 基 地 を 作 っ た と きに ， 九大土 木科 の 学

生 カミ何人か 参加 し，新 しい 知識 を 仕入 れて きて い た 。

11， まとめにかえて

　以上 ， 大正 末期か ら敗戦に 至 る期間の こ と を主 と して 述

べ た が ， 土 木試験所 な どに お け る土質基礎 の 研究 の 正史 と

い え る よ うな もの で は な く，筆者 ら 2 人 を 中 心 と して ， そ

の ごく近 くに起 こ っ た こ とが らを ， 思 い つ くま ま に 述べ た

に すぎな い 。 した が っ て ， 研究成 果 の 歴史的評価 とい う面

か らみ れ ば ，重 大 な 欠 落 が あ るか も知 れ な い 。 そ の こ とを

承知 で，来し方をふ りか え りつ つ 若干 の 感想を述べ てみ た

い o74

　 林桂
一

氏 の 業績に は ふ れ た が ， 彼と並 ん で 夭逝 した 安蔵

善之輔氏 （九 大教授 1894〜1943年）に 注 目 す る 必 要が あ

ろ う。 安蔵 氏 は 欧 文 の 論文 が少 な い の で ，外 国 で も評価は

され て い な い が ，
「一土 圧 公式 と 其 図解法 （土木学会誌25

−5，1939）」で 1939年 （昭和 14年）度土 木学会賞を受け

て お り，戦中に は 「地辷 り面の 形 （土 木 学 会 誌 27−1，

194D 」 を発表 し て い る 。 再発見 ・再評価 され る こ とを期

待 した い 。

　 日本 に お け る土質力学 の 発展に は ， 土 木以外 の 専門分野 ，

と くに 地球物理 学 （地震学）の 分野 の 人達 の 力 htあず か っ

て 大 ぎい 。 寺 田寅彦氏 （1878〜1935）は 実験物理 学 の 分野

で ，ぽ っ 興 しつ つ あ っ た 原子物理 学を 日本 に導 入 した 人で

あ る が ， そ の 後地 球 物理 学 ， 音響学 な ど の 研 究 を 行 な っ た 。

地震学 の 研究か ら， 地質 の し ゅ う曲構造に 興味を持ち ， 土

を 用 い て 窒内で 水 平層 か ら しゅ う曲構造 を作る実験を行な

っ た 。 こ の よ うな こ とか ら，さらに 進 ん で 地盤 そ の もの に

興味を持つ よ うに な っ た Q 彼 の 興味 は 宮部直己氏 （1901〜

1973）が引き継がれ，地盤沈下 の 研究 に 結実 して い る 。 大

阪 の 地盤沈下 の 解析で 忘れ られ な い の は ，同 じ く地球物理

学者 で 前埼玉 大学学長和達清夫氏 （1909〜　　）で あ る 。

　 東大地震研究所 の 前身で あ る 震 災予防調査 会 が 1892年

（明治 25年）に設立 された とき，初代土木学会会長古市公

威氏 が委員と して は い っ て い た こ と か ら もわ か る よ うに ，

日本 で は地震学 と工 学 の 結 び っ きは 強か っ た 。 震災予防調

査会 が 1924年 （大正 14年）に 地震研究 所 に 発展 し， 初代

の 所 長 に 造船畑の 末広恭二 氏 （1877〜1932）が な っ た。 2

代目所長 に は 同 じ く造船出身 の 石本巳 四 雄 （1893〜1940）

が な り， 名著 「振動学 1 （岩波 ，
1932

，
ユ972 国際理 工研究

社 よ り復刻 ） を あ らわ し， 戦 時 中 に 所 長 に な っ た や は り造

船出の 妹沢克惟氏 （1895 〜1943 ）が所員 とな っ た りして ，

昭和初期 に は 地震 工学 が 誕生 した 。 この よ うな ふ ん 囲気 の

中で ，石本巳四雄氏は 地盤 の 固有周期や軟弱地 盤 の 振動，

」二の サ ソ プル の ネジ レ 振動な どの 問題を研究 し，土質力学

の 分野で は い ま で も彼 の 研究 か ら恩恵を受け て い る 。 石 本

氏 の 研究は 名大名誉教授飯 田 汲事氏 に 引き継 が れた 。

　土木工学者の 物部長穂氏は 水理 学 の 著書で 有名で あ るが，

1920年 （大 正 9 年） の 第 1 回土 木学 会賞 「載荷 せ る構造物

の 震動並び に その 耐震性 に 就て 」 に み られ る よ うに ， 多方

面 に 才能を 有 して い た 。
つ ね に 広 い 視野 に 立 っ て 後進を指

導 L ， 土 木工 学 の 各分野 の 進歩に 対 して も敏感 で あ っ た。

Terzaghi の 「The 　science 　 Qf　foundation− its　 present

and 　future，　 ASCE 　Proceed．　 Vo1．1
，
1929」 に 興味を も

ち ， 松尾 に 読む よ うに い っ た り，
Fellenius の 「Erdsta−

tische　Berichtungen　mit 　 Reibung　und 　Kohlision」

（Rev ．　 ed ．　Wilbeim 　Ernst 　 und 　Sohn，　Bertin，1939，1st

ed ，1929） に 注目 し，読む よ うに 渡 され た り した。日本の

土質力 学 に 対す る影 の 恩人で あ ろ う。

　工 学的な 応用 を 目的 と した 実験や研究 を 行な う場合で も，

土 と基礎 ，
22− 3 （193）
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つ ね に 広 い 視野 に 立 っ て行な うこ と が必要 で あ る 。 理 論 的

な裏づ けをもち な が ら ， 実際へ の 応用を念頭に お い て 研究

や実験を進 め る こ と は ， きわ め て 重要 で あ る。 土木技術者

は 総合的な広 い 知識を 身に つ けなけ れば な らな い の で ， こ

の よ うな立場 に は 容 易に 立 て る は ず で ある 。 それ と同時 に ，

将来へ の 見通しをも っ た指導者が 必要で あろ う。 実際の 工

事の 経験， と くに 失敗例 は ，工 学 が発展す る糧 で あ り， こ

れ を共通の 財産に する こ とに よ っ て ， 同 じ失敗を 2 度 と繰

返 さず に 工学が進歩し， 同時に 失敗の 原因を究明す る こ と

に よ っ て ， 新 しい 理 論や実験法 ・試験法 の 芽が 生 まれ て く

る もの で ある 。 日本 で 独 自の 工学が発展しな い の は ， 失敗

を公 に し， それ に 対 して 衆智を集 め て デ ィ ス カ ッ シ ョ ソ を

行 な うとい うこ とがない こ と に も原因が あ る の で は ない だ

ろ うか 。

　国 の 公共事業 に 対する施策に よ っ て 予算が つ い た か ら と

い っ て ， や み くもに 実験を始 め て も， 理 論的な裏づ けや将

来へ の 見通 しを 立 て なボらや らなければ ， 成果は期待で き

ない こ とは 上 に 述ぺ た 。 同 時 に あ る時期 に 見通 しの な い ま

ま 行な っ た 実験 で も，そ れ が綿密に 行 なわ れ て い るな らば，

い つ か 役 に 立つ こ とがあ る の も事実で あ る。 第 1 次道路改

良計画の こ ろ 行 な っ た 砕 石 の す へ りへ な どの マ カ ダム に 関

連 して 行な っ た試験 や 調査は ， 戦後の コ ン ク リー トダム 時

代 の 骨材 の 選定や，現在 の 高速道路調査会で の 仕事 に 非常

に 役立 っ て い る 。

　役所 で は 予算な どの関係で ， 現場 と結 び つ い た 比較的 大

規模な実験を行な い や す い が，こ の よ うなとこ ろ に こ そ，

上 述 の よ うな 意 味 で理 論 を知 り，将来へ の 見通 しを も っ た

真 の 技術者 が 必 要 な の で は ない だ ろ うか。 現在の よ うに プ

ラ ソ ナ ーだ け が多くな っ て，技術的 な こ とは すぺ て コ ソ サ

ル タ ソ トま か せ とい う事態 が
， 日本 の 技術 の 発展に と っ て

プ ラ ス か ど うか 疑問で あ る 。

　 失敗例 か ら学ぶ と同様に
， 土質力学や基礎工 学 に お け る

土や地質は ， 現地 にある ま ま の 自然か ら学ぶ べ きで あ り，

自然を離れ た土 や 岩石 は あ りえ な い であろ う。 学校教育に

お い て も， 自然や土 工 の 現場をみなh：ら学ぽ せ る とい うこ

とが も っ と必要な の で は ない だ ろうか 。

　 い くら経済大国に な っ た か ら とい っ て も，日本は 生活 の

すみずみ に ま で 科学的思考力や批判的精神力1ゆきわた るほ

ど豊か に は な っ て い ない の で は ない だ ろ うか Q 豊 か さ とは ，

Faraday の 「ろ う そ く の 科学 ．1 （岩波） や Raleigh の

「The　theory 　of　sound 　 I
，
　II」 （1877初版 ， 現在 Dover

か ら出版）， Love や Lamb の 著書の よ うに 真 の 古典とい

える もの を 生み 出せ る よ うな，知 的 な ふ ん 囲 気 の 社 会 の こ

とで あろ う。 土 の 方面で い え ば ，
H ．　 Krey の rErddruck，

Erdwinderstand 　 und 　Tragfahigkeit 　des　 Baugrundes 」

（5th　 ed ．　 Wilheim 　 Ernst 　 und 　Sohn ，　 Berlin，1936，　 lst

ed ．1912）は ，

一言…言が意味の あ る よ うな言葉で つ づ ら

れ ， ま さに 名著に ふ さ わ しい もの である 。 非常に 影響 を受

け た 。 「ろ うそ くの 科 学」 の よ う に ， 日本 で も± の こ とを

小中高校生 にわ か らせ る よ うな本を書く必 要があろ う。 最

上武雄氏が岩波 「科学 の 事典」 に 土 の こ とを 非常に うま く

書い て い る が ， こ の よ うな もの が 多数 出 て くる こ とを 期 待

して い る 。 こ の よ うな もの を 読ん で興味を ひ か れ て 専攻し

て くる学生 こ そ，将来の 学 問発展 の 原動力に な る で あろ う。

学会に も子 供 向 け の 「土 の 話」 とい うよ うな もの の 企 画 を

期待した い 。

　本稿は 高田，松尾両先生 に 話を 伺い
， 講座委員会の 大草

委員に 原稿 と して まとめ て い た だい た もの で す 。 なお ， そ

の 際 ， 埼玉 大学 の 小野寺教授 に は 大変お 世話 に な りま した

こ とを 付記 し て お き ます 。
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第 4 回岩の 力学国内シ ン ポ ジ ウム
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　第4 回岩の 力学国内シ ソ ポ ジ ウ ム が 1973年 11 月27
， 28

日の 2 日間 ， 東京虎 の 門の ニ
ッ シ ョ

ーホ ール で 開 か れ た 。

今回 は
， 土質工 学会が 幹事学会 に 当た り，従来の 経緯か ら

土質工学会の 岩の 力学委員会 の 小野寺前委員長が 運営委員

長に 選ばれ ， 懇親会の 司会に は 赤井現委員長 が 当 た っ た 。

本 文は ， 運営委員長の 開会挨拶その 他 を紹介する もの で あ

＊
理博 埼玉大学教授 理 工 学部建設 基礎工 学 科

March ， 1974

る。

　 こ の シ ソ ポ ジ ゥ ム は ，関係四 学会 の 共 1司運営 の 下 に，
1964年に 第 1 回が 日本鉱業 会の 幹事学会に よ っ て東京 で 開

かれ て か ら，
’67 年 に 東京 で 土木学会 ，

’70 年に 京都で 日本

材料学 会 の 順 に 幹事 と な っ て 開か れ ， 今度の 土質工 学会 で

幹事学会 が
一・巡 し，当初か ら満 9年 を経過 した わけで あ る。

　今匿紀当初か ら台 頭 した 岩石 また は 岩盤 の物性論的な い
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