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休等 の 耐 震設計の 重 要 な 参考資料 とな る もの と思 わ れ る。

　 158 は 盛土 ノ リ面の 設計の 妥当性 に つ い て 統計的な立場

か ら諸条件を摘出した労作で，土質条件 ， 降雨量 と施工 法

を総 合 的 に み た点 で 参考 の と な る点 が き わ め て 多い 。丹念

な調査 に 敬意を表 し た い
。

　 159は 帯状 の 上 載荷重 を 受 け る斜面内の 応力分布お よび

変位分布 を有限 要 素法 に よ っ て解 く試 み で あ る。 上載荷 重

の 増加 に 伴 っ て 斜面内 に 円弧状 に拡大 して ゆ く破壊領域が

示 され て ，興味深 い 。著者 が 指摘 して い る テ ン シ ョ ン領域

に つ い て の 取扱い と共 に間ゲキ 水圧 の 取入れ 方 な どが 今 後

の 課題となろ う。

　 160は 土中の サ ク シ ョ ン に よ る有効応力の 増分 を考えて，

ス ベ リ面 の 解析 を行なう新 し い 着想 を示 し た もの で あ る。

含水状態の 変わ りやす い 堤体の 安全性 を確実 に つ か む 意味

で一つ の 進歩で あろ う。

　 161 は シ ラス 斜面 の 安定解析を有限要素法 をJHい て 行 な

っ た もの で，急傾斜に な る に従 っ て ノ リ肩付近 に テ ン シ ョ

ン 領域がで きる こ とが示 され た。著者がい っ て い る よ うに

要素分割の 粗密 が精度に 影響 が あ る で あ ろ うが シ ラ ス の 特

性 が どう組込 まれ る か も今後 の 課題 と な ろ う。

　 162 は 施工 に お い て 採 用 す る 粘 土 の 強度 の ばらつ きが破

壊確率や安全率に ど うひ び くか を明 らか に し ， 管理方法 と

して一軸圧縮強度の 変動係数との 関連に おい て 安全率を管

理 して ゆ くこ と を述 べ て ，も し 施工 が 進 む に 従 っ て こ の 変

動係数 が減少 しな い な らば，設計安全率を高くする よ う設

計 を考慮す べ きだ とい うの が著者の 結論で あ る 。 現場の 施

エ 管理 に つ い て 示唆 に 富 む 提案 で あ る。

　 そ の 他

　 以 上 17編 の 発表の 中で 特 に 印象深 か っ た の は安全率 に 関

す る 考 え方 で あ る 。斉藤氏 は 地 ス ベ リの 問題 を通 し て ，土 の

要素 と し て の C，φを同時に 求 め る方法 を提案 した が安全

率 とい う もの を総合的 に 考 え る 態度 と 見 られ る 。南部氏 ら

の 斜面の 総合的調査 もや は り安全 性 に 関す る 新 し い 態度 と

い え よ う。ま た施工 管理面 で の 安全率の 取扱い 方 も示 され

た こ と も大事 な 点 で あ っ た 。

一
方 で 斜 面 の 振動に 対 す る 基

礎的 な 実験 とそ の 耐震へ の 利用法 が示 され た の は 心強い も

の が あ っ た。ま た有限要素法が土 の 問題 に ま すます活用面

を広 げて き て い る こ と も強 く感 じ られ た 。

岩
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　184（F −− 1）衝撃破砕試験 に よる岩石 の 均
一

性係数 に 関

する考察 （酒井
・芳賀

・三 井）衝撃破砕試験 は各種岩 石 お

よ び
一

軸圧縮試験 の た め の 供試体作成 が 困難な風化岩，軟
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岩，土丹な どに つ い て も試験 が 可能 で ，土 と岩石 の 境界領

域 に あ る もの に つ い て も強度指数 を求 め る こ とが で き る 。

強度指数を求め る た め に 必要な破砕性指数 を ワ イブル の 均
一

性係数 と理 論 的 相 関 性 を もた せ て 検討 し た。本実験 に よ

り求 め ら れ た 破砕性指数か ら各種岩 石 の 均
一

性係数 を算 出

した。こ の 均
一

性係数に よ り岩石 の 破壊強度 の ひ ん 度分布

が 表わ され ，岩 石 材料 の 性 質 が 示 され る。

　185 （F − 1）地盤調査 に お け る ソニ ッ ク ロ グの 利用に つ

い て （高橋
・
石 川 ・羽 竜）地盤 の 工 学的性質を調べ る方法

の
一

つ と し て ，孔 内測 定 に よ る ソ ニ ッ ク ロ グが風化花 コ ウ

岩を対象 と して 行 な わ れ た。本方法 は従来 の 速度検層法 と

異な り，深さに 関係 な く短区間 の 速度の 微細変化を連続的

に 測定で き る もの で あ る。本法の ウエ ープ トレ イ ン と イ ン

テ ン シ ィ テ ィ ロ グの 解析 に よ り，岩盤 の 工 学的性質の 判定

が可能で ，その 風化 の 程度に 応 じ六 つ の 型に分類された。

ま た 断層破砕帯等劣化帯の 検 出 も行 な わ れ た 。 波 形 分 類は

弾性力学的情報 を もち定量解析 し う る。

　 186（F ．・−2）干葉県下 に お ける泥 質軟岩 の軟弱化 の 要因

（小島 ・斉藤 ・稲 生 ）泥質軟岩 で は ，切取斜面 や 岩掘 削に

伴う露岩部な ど に 急速な 軟弱 化 が 進行す る が，こ の 現象を

事前に調査 し，対処す る方法 は ，現状 で は 必ずし も十分と

は い え な い
。 そ こ で まず，軟弱化 の 傾向の 基礎資料を得る

目的で，千葉県 下 の 軟岩をモ デル に，野外観察 に よ る軟弱

化 の 類型化を試み ，岩片の 物理的諸性質の 違 い を検討した。．

そ の 結果，軟弱化 の 形態は 特 に 粒度組成 と固結度 に影響 さ

れ ，ミ ク ロ に は 粒子の 微構造 や セ メ ン テ
ー

シ ョ ン の 度合が

関 係 して い る こ とが見い だ され た。

　 187（F − 2）地 ス ベ リ斜面 構成 土 の 化 学組成 に つ い て

（松 尾 ・富 田 ・上村）地 ス ベ リ ある い は 斜面崩壊の 発生機

構 に つ い て ，物理 化学的 な斜面構成土 の 変質 と と らえ，従

来か らの 吸着カ チ オ ン ，C ．　E ．C ．お よ び粘土鉱物 の 変化

の 追求 に 加 え ，土 を搆成 し て い る 元素組成の 変化を調査考

察 した 。
こ の 結果，地 ス ベ リ発生に 至 る斜面 は，短期的 に ．

粘土鉱物表面の 吸着力 チ オ ン，C ．E ．　C ．の 変化 な どを 受

け る。長期的 に は，脱 Ca ，　 Mg ，　 Na ，　 K お よ び脱 ケ イ 酸

を受 け，構 造的 ， 体質的 に 欠 陥を有す る層に な っ て い る こ

とが判 明 した 。

　 188（F − 5） ロ ッ ク材料 の 物性 に 及 ぼす漫水の 影響 に つ

い て （赤司 ・高田
・
相 場 ） ロ ッ ク フ ィ ル ダム で は，荷重変

化 と無関係に ，た ん水時の 浸水 に よ る 収縮変形 を起こ す こ

と が 知 られ て い る。そ こ で ， 片岩を主体 に し た 浸水沈下試

験を実施 し た。そ の 結果 は つ ぎの と お りで あ る。  浸水沈

下量 は岩質 ・間ゲキ 比に よ っ て大幅 に 変化 し，今回の 測定

で は最大 1．6 ％の 沈下率が認 め られ た。  ロ ッ クフ ィ ル ダ

ム の た ん 水時期に 無関係 に ，す な わ ち どの 荷重段階で 浸水

さ せ て も最終沈下量は ほ と ん ど
一

定で あ る。  浸水 に よ る

粒 子破砕が 認 め られ る。

　 189（F
− 6）フ ィ ル ダ厶 用 ロ ッ ク 材料 の 劣 化 と強 度に っ
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：い て （赤 司 ・
高田 ・吹気） ロ ッ ク フ ィ ル ダ ム が ， 気象条件

の き び しい 地 点に 計画され る よ うに な る と，経年変化を加

味 した 設計が 必要 とな る。そ こ で ， ロ ッ ク材料 の 劣化現象

を表現す る一
手段 と し て 凍結融解実験 を実 施 し，つ ぎの 結

果 を 得た。凍結融解 を 受け た 材料は そ うで な い もの に 対 し

て ，  粒子破砕 が 著 し い ，  内部摩擦角が低下す る，  ヒ

ズ ミが小 さ い 範囲 で は 変形 係数は 小 さ い が，ヒ ズ ミが 大 き

くな る とか え っ て 大きな値 を示 す，  ボ ア ソ ン 比 は 下回 る

値 を示す，な どの 現象が 認 め られ た。
　 　 　 　 　 　 　 しま じ り

　 190（F − 6）島尻 層砂 岩 土 （沖 繩 ）の 二 ，三 の 工 学的性

質 （上 原 ）沖縄島中南部に 分 布す る第三 紀島尻層 （海成）

中 の 砂岩 に つ い て ， 地 ス ベ リ ・
崩壊の 実態 は 渥の た め，分

布地点や タ イ 積状況 とそ の 工 学的諸性質 との 関係 を 調べ た。

タ イ 積過程お よ び 風 化程度 な ど に つ い て は，まだ 明確で な

・
い が ， 分布地 ま た は露出状況 か ら み て ，工 学的 に 3 種 に 区

分 され る
。 硬 固 な もの は ，明 らか に 軟岩 と し て 取扱うべ き

も の で ，中 ・
低度 の もの は，物理諸数値 の 差異 が 認 め られ ，

在来小型直接セ ン 断試験機 に よ る 非排水試験 に よ り，応力

厂 ヒ ズ ミ特性 を二 つ に 大別 し て 検討 し た
。

　 191（G − O）成層体 の 応 力 ・変形 状態 に つ い て （川 本 ・

林）平面 ヒ ズ ミ状態 の 4 層体 （最下層 は半無限弾性体）の

表面に 等分布荷重が 作用す る 場合に 対 し て 線形弾性有限要

素解析 を行な っ た。こ の 揚合 ジ ョ イ ン ト要素を用 い て 層間

の 付着状態を示 し ， その 状態 が 応力の 伝ぱや変形挙動 に 及

ぼ す影響 に つ い て 比 較検討 し ， さ らに ， 理 論解 とも比較 し

た。層間 の 剛性が 低 下 す る と共 に ， 荷重 は 水平方向への 分

散能力を減少 し，荷重直 下 に 集中して ，荷重中心 線付 近 の

沈 下 量 を増大させ る
。 ま た，各層 は 弾性床上 の バ リの よ う

な挙動を示 す よ う に な る e

　 て92 （G − 4）粘弾塑性体に 基づ く岩盤工 学へ の
一

ア プロ

ーチ （世良田
・
足立 ・岩崎）岩盤工 学 へ の

一
方法論 の 提案

と し て，対象岩石質材料の 構成式 が粘弾塑性体 で 表わ され

る岩塩を用 い て 説明を加 え た もの で あ る。すなわ ち構成式

の 確立 ，解析手法の 確立 と解析，現場計測手法の 確立 なら

び に設計指針 を与 え る一
連の プ ロ セ ス を，カ ナ ダの カ リ鉱

・の 鉱道の 天井部破壊問題 を解決す る 工 法の 提案お よび 米国

メ キ シ コ 湾沿岸地方 で 岩塩 ド
ーム を利用し た ， 天然ガス の

貯 蔵庫 の 設計問題な どの 例 に よ っ て 示 した もの で あ る。

〔一般報告〕
京 都 大 学 足立 紀 尚

名古屋大 学　川本 　眺万

　 こ の 部 門 で 発 表 され た研 究 は ，地 盤 調 査 に 関す る もの ，
’
い わ ゆ る 軟岩や フ ィ ル ダム 用 ロ ッ ク材料を扱 っ た もの ，ま

た 成層体 や粘弾塑性体 と して 理 想化し た 地盤 の 挙動 に 関す

る もの な ど多種 多様で ある
。

　
一

概 に 「岩の 性質」 と言 っ て も，岩石 と岩盤 とで は 異な

り ． 後者は 地質構造の 影響を受け，母岩の 特性 よ りは 地質

分離面 の 状態や 水 な どの 因 子 に よ り，そ の 力学特性が 左右
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され る こ とは周知の 事実で あ る
。

こ の た め 岩盤分類 に 関
’
ナ

る多 くの 研究が あ る が ，岩盤 の 良否の 大ざ っ ぱな判定や施

工 性 を 目指 し て お り，岩盤 の 力学特性 との 相関 は確立 して

お らず ，必 ず し も設計に 用い られ る よ うな もの で は な い
。

しか し ，岩盤の 力学特性が岩石 コ ア か らだ けで は 明 らか に

で きない の で ，岩盤 調 査 に重点がお かれ ，種 々 の 調査方法

が 開発 され て い る
。 185は ボ ー

リ ン グ孔 を用 い た “ av査方

法で あ る ソ ニ ッ ク ロ グに 関す る もの で ，地盤特性 の 変化 を

視覚 で とらえ得る な ど興味深 い もの で あ るが，こ の 測 定結

果 を い か に 設計 に 反 映す る か が今後の 課 題 と思 われ る。

　 つ ぎに ，半固結状態 に あ る タ イ積岩や，マ サ化 し た花 コ

ウ岩な ど ， い わ ゆる 「
軟岩」 の 力学特性 を対象 と した研究

が ふ え て い る 。 こ れ は軟岩 を基礎地盤 と し て 用 い る こ とが

多 くな り，ま た トン ネル 通過位置 に あ る 軟岩の 処理 が問題

にな っ て い る た め で あ る．軟岩 の 定義 は 明 らか に され て い

な い が，水 の 影響 の 度合 や ク リープ な どの 時間依存度 に よ

っ て 「硬岩 」 と区別す る の も
一

方法で あ ろ う。軟岩は次回

わ が 国で 行な うよ う努力 して い る ISRM の シ ン ポ ジゥ ム

の テ ーマ と し て 考え られ て お り，こ の 準備の た め 土木学会

岩盤力学委員会 で は本年度分科会を設置 した 。 186， 187，

190の 報告は軟岩を対象 と して お り，まず 186は泥質軟岩の

切取り斜面な ど露頭部の 軟弱化 の 機構解明 に関す る研 究で ，

弱軟化 の 形態は 粒度組成 と固結度 に影響され る と して い る 。

187は 地ス ベ リの 発生機構 を斜面構成上 の 物理化学的な変

質 と と らえ て 行な っ た もの で あ る。こ れ らに関して は ， 斜

面形状 に よ る応力集中な ど力学的要因をも考慮す べ きだと

の 意見 が提出 され た。 190は 沖繩島尻 層 砂岩の 力学特性 に

関す る もの で あ り， 力学特性 との 関係で分類を行なう立場

に は賛同す る
。

　 184の 報告 は 衝 撃破砕試 験 を 行 な い ，ワ イ ブル の 均
一

性

係数 に よ っ て岩石 の 破壊強 度の ひ ん 度分布を表 わ し うる こ

とを 示 し ，こ れ が 岩盤 の 掘削作業性 の 判別 に適 し た指標 で

あ る こ とを提案 し て い る。

　岩の 性質 と し て ，以上 の よ うな地盤 とし て の 岩 の 他 に 188，

189 の 報告 に み られ る よ うに 岩 を 材料 と し て 用 い る 場合 が

あ る。すな わ ち，近 年 ロ ッ ク フ ィ ル ダ ム の 建設 が盛 ん に な

る と共 に大型化 し て お り， ロ ッ ク材料の 物性が問題 とな っ

て い る 。フ ィ ル 材料の 挙動 解 明 の た め，マ
ー

サ ル （Marsal

！967） 以 来，大型三 軸試験が 行 な わ れ ，そ の 力学特性 は あ

る程度明らか に され て い る が ， 浸水 に よ る 影響 とか ， 水中

で の 材 料 の 劣化 に つ い て の 資料 は 十分 とは 言 えな い 。 188

は浸水 に よ る 影響 に 関 す る もの で あ る が，浸水 に よ る 沈下

の 機構 と外力 に よ る機構の 差異が あれ ばそ れ は 何か を明 ら

か に す る 必 要が あ る と思 われ る 。ま た 189は ロ ッ ク材料 の

劣化を表現す る
一

手法 と して ，凍結融解試験 を行な っ た も

の で あ る が ， 試験に お け る サ イ ク ル と 自然の サ イ ク ル との

時間的 差異の 影響 な ど今後 の 研 究に期待 す る 点が 多い 。

　岩盤内の 応力分布は先に 述べ た とお り，地質分離面の 影

土 と基 礎，22− 10 （200）
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響 を受 け る か ら，巨視的 に そ の 特性を は 握し て お くこ とは，

構造物基礎 の 設 計 の 上 で 必要で あ る。そ の た め に種々 の モ

デル 化や摸型実験，ま た FEM に よ る解析が行な われ て い

る が，191の 報告もそ の 一つ で あ る。 そ れ は 理想的 な 成層

状態を考 え，各層間 の 状態 の 変化 に よ る 表面荷重 の 地盤内

へ の 伝ぱ状 態を調べ た もの で あ る が，こ の よ うな 解析手法

に 比較 して ，実際 の 材料特性な らび にそ の 表現方法 （構成

式の 確 立 ）が伴 っ て い な い と思 わ れ る。 191で も層間の 摩

擦抵抗 を ジ ョ イ ン ト剛性 で 表現 し て い る が ， そ の 具体的な

値 の 究明が 要求され る。

　岩盤 な い し地盤材料 の 構成式 の 確立が遅 れ て い る か らと

い っ て ， 理論的研究の 意味が ない とい うこ とで は な く，あ

る 種の 理想化 された物体を仮定し，そ の 力学的特性 に基 づ

くア プ ロ
ー

チ が 可能 で あ り， 検討す べ きで あ る。

　 192の 報告 は岩塩岩盤を対象 に，室 内試験 に よ りそ の 構

成式が粘弾塑性体に対す る もの で 表わ し得 る こ とに 基づ い

て ，種 々 の 地羅構造物 の 解析を行な い ，実測値 との 比較を

通 して 設計指針 を与 え る一
連 の 研究 で あ る。FEM の 発達

に よ り，こ れ らの 閊題 の 解析 が 可能 に な り， 実測値 との 対

比 に よ っ て ，最初 に 仮定 し た 地盤材料 の 構成式や 解析手 法 ，

境界条件の 設定 な ど の 妥当性が 検討 で き る
。 今後は こ の よ

うな解析結果か ら得 られ た 地盤構造物な らび に 周 辺 地盤の

挙動 な どに 注 目 し て ，そ れ をコ ン トロ
ール す る 立 場 か ら設

計，施エ に FEM 解析 を適用す る 時期に きて い る と思 わ れ

る 。

構 造 物 の 設 計 ・ 施 工

〔講演要旨〕

第 2 日　午 前 の 部　第 t会場

　193（H − 0）橋 り ょ う基礎地盤調査 と ， 設計 へ の 結びつ

きに つ い て （山 縣）本州四 国連絡橋，児島〜坂 出ル ートに

お け る 南備讃瀬戸大橋 は，ほ ぼ 実施設計を終了 して い る 。

そ こ で こ の 発表で は，こ の 橋 に お ける 地質調査法 の 概要説

明 と，調査 ・試験結果 に基 づ く， 設 計条件 の 設定 の 過 程，

お よ び，橋 り ょ う基礎 の 安定計算 ， 特 に ， 下部工 の 変位の

計算の 仕方 な ど につ い て 述 べ た。ア ン カ レ ッ ジの 変位は，

補剛 け たや ，主 塔 に，応 力 の 増加を生 じ させ ，ま た，移動

量 の 2 倍量 の タ ワ ミを 補剛ケタ に 生 じ させ る 。 こ の こ と に

対す る対処 の 仕方 な ど につ い て も述べ た 。

　194（H − 2）仮設構造物 に 作 用 す る 土 圧 分布 に つ い て

（玉 置 ・池脇 ・三 橋 ・古賀） 山 の 手 台地の 比較的良質地盤

（N ＞ 5 粘性土） に お い て ， 仮設 山留め を親 グイ 横矢板工

法 に よ っ た 場合 に ， そ の 土留め 壁 に作用す る 土圧分布を土

圧計 （親グイ の 前部後部）を取付埋設 して 測定 し て い る 。

　あ わ せ て 親 グイ の 変位， 掘削周 辺 地盤 の 変位な ど も測定

October ，1974
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し，昭和 47年制定に な っ た 首都高速道路公 団仮設設計規準

と比較検討 し て い る
。 そ の 結果に よれ ば，掘削深 さD 〈13

m で は 公団制定土圧強度 βr （台形）に対 して β÷ 2．0 （N ，，

÷4），Z）＞ 13m で は β÷ 4〜5 （」Vb ÷ b） で あ っ た。

　 195（H − 2）鋼管矢 板護岸 の 応力
・
変形 の 測定 （新村 ・

木村 ・
尾崎）鋼管矢板と斜 グィ の 組グイ に よ る 護岸 の 前面

をパ イ プ ライ ン 埋設 の た め局部的で は あ る が ， 設計水深 よ

り さ らに 5．5m 深 い M ・P −23，5m まで シ ュ ン セ ツ す る こ

と にな っ た。シ ュ ン セ ツ に 際 し て 筆者らは
“

情報化施工
”

を 目的 とし た現場計測を完全 自動計測 シ ス テ ム に よ っ て行

な い ， 護岸構造物 の 安 全 管理 を十分果 た す こ とがで きた 。

　 こ こ で は，そ の 実測結果 に つ い て 述 べ る と共 に ，測定値

に 若干 の 考察を加 え報告した 。

　 196（H − 2）掘削工 事 に お け る 土 止 め 架 構 の 応 力 解 析

（片 山 ・
安倍 ・清水 ・浅 野） 掘削工 事 に お け る土留 め架溝

の 切バ リ軸力 ・土留 め壁 の 応 力およ び 変形 を， 切バ リ架設

時の 初期変位 を考慮 し ，架設 後の 切バ リを 弾性 支承 と仮定

し て ，掘 削段階 ご と に算出す る 解析法を提案 し，そ の 適用

性を知 る た め に，チ ュ ゥ積砂 層地盤 と軟弱地盤 の 二 土 留め

測 定 例 に つ い て 実測値 と比 較 ・
検討 した 。

二 例 と も，切 バ

リ軸力 ・
曲げモ ーメ ン トに つ い て は 比較的 よ い 近似が 得 ら

れ た が，土留 め 壁の 変位 は 大 きく相違 した。変位 に つ い て

は，測定法 も含 め て 今後の 課題 で あ ろ う。

　 197（H − 2） く体 に 使用 す る連続壁 の 施工 管理 に つ い て

一
掘削工 事中 の地 中連続壁 の 応 力 測 定 とそ の解析

一
（田 中

・多喜
・浜 塚）深い チ ュ ゥ積地盤 に お け る 掘削工 事 に 使用

し た 地中連続壁の 応力お よ び 変形状態 の 計測結果 に つ い て

述べ ，そ の 結果連続壁 の 設計は 変形 を考慮して 設計を行な

わ な い と応力状態 が は握 で き な い こ とを指摘 した。そ し て

変形 を考慮 した 計算方法 と し て 根入れ 部分 に 弾性地盤反力

を仮定 し た 計算方法 につ い て 述 べ る と共 に ， 計算結果 と測

定結果を比 較検討 し， く体 に 使用す る 連続壁 の 掘削工 事中

の 施工 管理方法 につ い て 述 べ た。

　198（H − 2）軟 弱 地 盤 に お け る RC 山止 め 壁の 変位 とd二

圧 の 測定例 （黒柳 ・井上）本報告は横浜市内で 行 な っ た

RC 　ll溜 め 壁 （SSS 壁） に 関 す る 測定の うち，固定式傾斜

計に よ っ て 求 め た 壁 体 の 変位 とそ れ に対応す る 主働側土 圧

の 変化の 測定結果 に つ い て 述 ぺ て い る 。 壁体の 変位 と土圧

（全土圧）との 間 に は密接な 関係があ り，変位の 大き な 深

度に おい て は土圧 の 減少 も大 き く，しか も こ の 減少量 は ほ

ぼ水圧の 減少量 に置 き換えられ る。こ の こ とは壁体の 変位

に よ り， 壁背面 近 傍 の 土 の 拘束 が ゆ る み，そ の 土 が膨張す

る た め に生ず る と考 えられ る。

　199（H − 2）山 どめ壁 に 加 わ る実測 側 圧 に つ い て （そ の

1，砂 質 地 盤 ） （古 藤 田 ・青 木）現在ま で の 多数 の 側 圧 実

測結果 を も とに して砂質地盤 （砂地盤，複合地盤） に お け

る側圧 の 大きさ，分布形，お よ び根切 りに伴う側圧 の 減少

挙動 につ い て の 考察結果 を報告す る 。 山留め 設計用側 圧 と
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