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1．　 ま え が き

　従来か ら海上 に設 け られ た岸壁や護岸な どの 基礎 グイ は，

ク イ 頭 と構造物下 面 は連結され る か 接触 して ， 荷重 が 直接

ク イ 頭 に さ さえ られ ，基 礎 に 伝達 され る よ うに し た の が一

般的 で あ っ た 。

　横浜市根岸湾お よび 金 沢 地先埋 立工 事 （図
一 1 ）で は埋

立 ケー
ソ ン 防波護岸 の 基礎 グ イ に 松丸 太 を摩擦 グイ と し て

使用 し ， クイ頭 とケー
ソ ン 底版とは 約 50　一・　IOO　cm 離し て

施工 して い る （図
一 2）。 こ れ は，ケーソ ン か らの 荷重を

クイ の み に 負担 させ な い で ，捨石 基礎，ひ い て は在 来 地盤

．に も分担 させ ， 経済的 な基礎 とす るた め で あ る
D

。 従来の

クイ 頭 と構造物底面 と が連結 した もの で は，基礎地盤が沈

下 した揚合，構造物底 面 と 基礎地盤 との 間 に 空 げ き を生 じ，

クイ 頭 で構造物を支持す る こ とに な り， 水平抵抗 の 面で 不

安で あ り，かつ ，工 事上，水中で クイ 頭 を切 りそ ろ え る必

要 が あ る か ら工 程 の 面 で も種 々 の 困難 が あ っ た が ，こ の 方

法で は そ れ らが一挙 に解決され る。

　 こ の 小 文 は，前述 の 考え方 に たつ 基礎工 が は た して 当初

．の 目論見 どお りで あ る か を確 か め る た め ，ク イ ，在来地 盤 ，

捨石基礎お よ び ケーソ ン の 沈下状況 と， ケー
ソ ン 底面，背

面の 土 圧 と間ゲキ 水圧測定を 根岸湾 埋 立地 ハ 地区 と金沢地

先埋 立地 1 号地 （以下 ハ 地 区 ， 1 号地 と略す）で 護岸線 の

2 点 を選 ん で ，お の お の 4 〜6 年 に わ た り実施 し た もの の

報告で あ る。当初 の 計画 で は，クイ に 伝達され る 地盤反力

の 分担比率 を求 め よ うと試 み，ク イ が受け る 力をス トレ
ー

ン ゲージ な ど に よ り測 定 し よ う と し た が，ゲージの 耐海水

性 ， 打込み時 の 破損 が 指摘 され実現 に い た らなか っ た。

2、　 埋立地 周辺および観 測地点の 土質
2｝

審
横浜市港湾局局長

畔
横浜市都市開発局第二 磁海開 黯事務所所 長

　根岸湾とそれ に 続 く金沢 の 海面は，横浜市の 南東に 口 を

開 い た 水 ua− 　3　一一一15m の 東京湾西側の 浅い 海湾の
一

っ で

あ る
。 埋 立 地 を造成す る 海底 は，新第 三紀 層 の 基 盤層 が か

な り起伏 に 富 ん で い て 複雑 で あ り ， 陸棚平 た ん 面，陸棚 谷 お

よ び緩斜 面 とか ら な っ て い る 。陸棚平 た ん 面 は，− 10m 以

浅 の 部分 に 発達 し ， 波食面 の 性格 を持 ち，砂層 に お お わ れ

て い る もの と ， 岩盤が露出 し て い る もの もあ る。 緩斜面 は，

− 5m 付近 か ら始 ま り次第 に 傾斜 を増 し て ，− 30m ま で 東

に 傾き下 る 面 で 「古東京川 」 の
一

部 で あ る Channel に落

ち る が，シ ル ト質砂に よ っ て おおわ れ て い る。陸棚谷 は ，

根岸湾内 で ほ ぼ東西 に 走 る 3 列 の もの が 認 め られ ， そ れ と

南側 に 続 く富岡の 前面 に 3 列 の もの が あ る （図
一 1参照）。

い ずれ も
一5 〜− 81n の 海底平た ん 面を深 く刻ん で 古東京

川へ向 う谷 で あ b ，こ れ は チ ュ ウ積層で お お わ れ て い る。

図一1　 観 測地点周辺平面 図
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図一2　 埋立 護岸の 標準 構造図

こ こ で報告す る観測 地点 は ，い ずれ も陸棚谷 の ほ ぼ最深部

で 埋 立 地 の 護岸線上 で あ る。した が っ て ， こ の よ うな 地形 ，

地 質的 な特 徴 が あ る 根岸湾 は土 質工 学的 に は 構造物 の 支持

層 と し て十 分 な支持力を持 つ 第三紀層の 固結 した シ ル ト岩

（
一軸圧縮強度が 15〜26kg ！cm2 ）がきわ め て 不陸に 富 ん

だ 形 で 存在して ，数メ
ートル の 海 底 に 露出 し て い る か と思

う と，わ ず か に は な れ た 所 で 一30〜− 50m の 谷 とな り，そ

の 上 にチ ュ ウ積層 の 軟弱粘性土 とゆ る い 砂層が タイ 積 して

い る とい っ た 状態 で ，海上 構造物 の 基 礎 構 造 を考 え る 上で

種 々 な 問題 を生 じ る こ とに な る わ け で あ る 。 埋 立 地 は，在

来 海底水深
一5 〜− 10m （基準面は C・D ・L ＝東京湾中等

潮位下 1．079m で ，以 下 すべ て こ れ に よ る） の 所 を埋 立 護

岸線 と し て 計画 し，埋 立 造成高 さ は ＋ 3．6m で あ り，標準

的 に は ， 最上層 は トラ ッ ク運 搬 に よ る 1 〜2m 厚 の 山土 と，

埋 立 地前面 の 海底土 （主 と し て シ ル ト質 の 軟弱土 ） を ポ ン

プ式 シ ュ ン セ ッ 船 に よ る 5 〜8m 厚 の ゆる い 埋立 土 ， そ の

下 に N 値 が 20前後 ま で の チ ュ ウ積砂 と O　
一・

　10程度 の チ ュ ウ

積粘士層が あ D，こ の 地区で の 支持層 とな る第 三 紀層 の N

値50 をこ え る 固結 シ ル ト岩 が 続 い て い る。 観測地点 の 土質

を図
一 3に 示 す。

3．　 護岸基礎 の設計

　 3．1 設 計

　観測点で の 埋 立護岸 の 構造を図一 23）・i） に 示 す 。 図一2

か らわ か る よ うに ， 護岸 は ， ケーソ ン に プ レ キ ャ ス トL 型

ブ ロ ッ ク をの せ た 形 と な っ て い て ，頂部 は ，計 画 天 ば高調

整用 の コ ーピン グ コ ン ク リー ト を打設 す る よ うに な っ て い

る。埋 立護岸 で は ，土留壁 と し て の 機能を果 た せ ば 良い わ

け で あ る が，防波護岸 で は ，高潮位 に 対 す る 所定 の 高 さも

確保す る 必 要が あ る か ら，施工 時 の 局部的 な不等沈下 と将

36

来 の 沈下 に 備え て，か さ上げの 余地 をこ の コ ーピ ン グコ ン

ク リートで と らせ る よ うに し て い る。まえが きで 述 べ た よ

うな基礎構造 を 考え た が，埋立 護岸 で は ， あ る 程度の 沈下

は 許容 され る と して，こ の 工 法 を採用 し たわ けで ，もち ろ

んい か な る護岸に も適用 で きる とは 限 ら ない もの で あろ う“
し た が っ て ，か な り独断的で は あ る が ， つ ぎの よ うに 基礎

グイ を設計した 。

　　　ΣV ＝R
，十 R2 ・…・………・…・…………・・……………〔1）

　 こ こ に ，ΣV ： ケー
ソ y 護岸 の 全鉛直力 （ケー

ソ ン 1 函 の

　　　　　　　長 さ 10m で あ る か ら　 10m × t！m ）

　　　　　R
，

： 在来地盤 ま た は 捨 石 基礎が受け持 つ べ き反

　　　　　　　力 （＝許容支持力　qu　× ケーソ ン 1 函 の 底

　　　　　　　面積 A ）

　　　　 R
！

： 基礎 グイ が受 け持 つ べ き反力 （・・：ク イ 1本

　　　　　　　当た り許容支持力 Qa × ケ
ー

ソ ン 1函当た

　　　　　　　りの ク イ の 本数 n ）

　在来地 盤 の 支持 力 （9a） と クイ の 許容支持力 （Qの
5）

を

・ ・ ・… 　 qa − ・撃憎 叱 媒 ナ（・Cp ・Ap ・ ひ

As）で 求 め る。安全率 F ； 2．5 と し て，／ ・ 地区 で qα
＝6t〆m2

Q… 18t1 本 ，1 号 地 で qα
＝ 8t1 皿

2 ，（？a ＝18t1本 とな る。

　い ま，A ： ケー
ソ ン 1 函当 た り の 底面積 mt とす る と ，

　　　　　 ハ 地 区， 1号地 と も に 70皿
2

　　　 Q ・ ： ク イ 1 本 当 た りの 許容支持力

　　　　　 ハ 地区　18　t1本， 1 号 地　18tノ本

　　　　 n ： 必 要 な ケーソ ン 1函当 りの クイ 打込み本数

　 とすれ ば，（1）式 よ リ

ハ 地区　　ΣV ＝ 552t，　 qa　・＝6t ！m2 ，
　 A ＝70　m2

　　　　　Qa＝18　t体 とす る と　 n ＝7 本

1 号地　　ΣV ＝ 593t，　 ga ＝ 8t！m2 ，　 A ＝ ：70　m2

　　　　 Qa ＝ 18t 体 とす る と　 n ＝ 9本

土 と基礎，22− 12（202＞
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図一3　 観 　 　測 　 　点 　 　の 　 　 土

　　 期 、よ，
　 　 て役に立た な

　　
石呼 均厚さ

’

　 　
− 7m　

注1．捨石投入時tUS34．12，7〜35・6・20
　 2．投入土 丹岩量11，070m3この うち5，60erfが 「

イシマ テJ

　 　 に より岩塊がせ ん孔され捨石 として不適当となっ た

図一4　 「イ シ マ テ 」 貝の 穿孔 に よ る 捨石 （土 丹岩）の 沈 下

写 真一1　 「
イ シ マ テ J 貝 に よ る 捨石 土丹岩 の 穿 孔状況（S35．10．　5）

December ，1974
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　　　　　　　　　　　 して ，図一 2 の よ うに ク イ松 丸 太

　　　　　　　　　　　　（末 口 18cm ，長さ 181n） を配置 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た 。

　　　　　　　　　　　　 3．2　捨 石 基礎

　　　　　　　　　　　　 まえがきで も述 ぺ た よ うに，こ の

　　　　　　　　　　　 地 区 の 護岸基 礎 は，捨石，在来地盤

　　　　　　　　　　　 とク イ の 共同作用で 荷重 をさ さ え る

　　　　　　　　　　　 考え方か ら出発して い る e 上 か らの

　　　　　　　　　　　荷重 は，ケー
ソ ン底面 を通 じ て 捨石

　　　　　　　　　　　 に加わ り．捨石 を通 じて 在来地盤 と

　　　　　　　　　　　 ク イ に伝達され る こ とを予想 し て い

　　　　　　　　　　　 る。そ の た め 捨石 と ク イ は，相互 に

　　　　　　　　　　　 力を負担で き る よ う に適当な 摩擦抵

　　　　　　　　　　　抗を有する必 要があ ろ うか ら ， 施工

　　　　　　　　　　　 の 所 で 述 べ る よ うに お も りに よ る 突

　　　　　　　　　　　 固め を行な っ て い る 。 これ に よ り捨

　　　　　　　　　　　石 表面 の 即時沈下 も減少 で き る と考

　　　　　　　　　　　 え ら れ る し，ま た，図一 2 の よ うに

　　　　　　　　　　　表層 に砂岩 を用 い て 水平抵抗力 を増

　　　　　　　　　　　す よ うな設計 と し て い る
。 な お ，捨

　　　　　　　　　　　石基 礎工 を 図
一2 の よ うに 土丹岩を

　　　　　　　　　　　下部 に 捨込み表層 2m 厚に 砂岩を投

　　　　　　　　　　　入 し て い る の は ， す で に 述べ た こ と

　　　　　　　　　　　 と，両者の 単価 の 差 に よ る 経済性の

　　　　　　　　　　　み で な く， つ ぎの 理由に よ っ て い る 。

質
　　　　　　　　　　　　根岸湾埋 立 の 最初 の 頃，昭和 34年

　 12月か ら35年 6 月 に か け て ，土丹岩塊の み を捨石基礎 と し

　 て 図
一4 の よ うな 深 さに 捨込み ， 護岸用 ケーソ ン を据付け

　 よ うとし たが，捨石天 端面 の 突固 め の 段階 で 通常考 え られ

　 る 沈 下量約 40cm を大幅 に 上 ま わ る 70cm 程度の 異常な 沈

　 下が観測 され た の で ， 潜水夫 に よ り調査 し た とこ ろ，写真

　
一 1に示 すよ うに，イ シ マ テ

s）
（Lithophaga 　 Leisolenus

　 curta 　LISCHKE ） の 土丹岩塊 へ の 無数の 穿孔 に よ り ， 捨

　 石 と して役に 立 た な くな っ た こ とが判 明 した。しか し，砂

　 岩は被害を受け ない こ と を 実験的 に 解 明 し た 。
こ の た め 以

　 後捨石 に は，土 丹 岩基礎 の 場合 は 表層 1m 程度を砂岩で 被

　 覆す る こ と と した 。 こ の 時 の 調査 の
一

部 を図
一 4 に示 す。

4． 施 工

　 4．1 捨 石基礎 工

　捨石 は，ガ ッ ト船 （グラ ブ付自航土運 船 200〜300m3 積

み ）に よ り捨込む た め ， 捨石厚 が 大 きい 場合は約4 皿 ご と

と，天端面 で 図
一 5 の 右上 に 示す よ うに お も りに よ り突固

め を して い る。こ の 方法 で は ， 通常 の ケ ー
ソ ン 据付後 に コ

ン ク リート塊等 に よ る 載荷 に よ る よ りも，．捨石 の 即時沈下

を早 く終了させ る こ とが可能 で あ る と考えられ る。 図
一 537
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　　　　 図
一5　基礎マ ウ ン ドの 突固め 沈 下量

に は，突固 め の 沈下量 と捨石 基礎 の 厚さ との 関係 の 実測値

の
一

例 を示 した。こ の 地 区 で の 基 礎 の 設 計法 か らい っ て ，

突 固め沈下測定は，重要な 現場 で の 施工 管理項 目 と し て い

る 。

　 4．2 ク イ 打 ち エ

　 こ の 地区 で 採用 し て い る クイ 基礎工法で は，ク イ頭は 水

平 に 切 りそ ろ え る必要 もな く，ケー
ソ ン 底面 と クイ 頭 との

間隔が約50〜100cm 前後 とな る よ うにす るの がこ の 基 礎

工 の 方式 で あ る。砂岩 に よ る捨石が お よそ 設計天端面 ま で

終 了 した時点で クイ打 ちを開始 し ， 砂岩天端面 か らは ヤ ッ

ト コ （長さ 6m ，径 30　Cln ） を使 い 所定 の 高 さ ま て
「
r込 め

ぱ よい
。 沈下観測 した所は ， 図

一7 の よ うに ク イ頭 か ら測

定用 ロ ッ ドを立ち上げ て 連続式沈下計 に連結す るた め，試

験 グイ （2 本）は，一
般部の 松丸太 とほ ぼ同 じ 周表面 を も

つ 鋼管グイ （φ267．4× 6．6 × 18，000）と し た （表
一 1）。

こ

れ は現地 に搬入され た 松丸太 の 末 口径
一

中径 の 実測値 （図．
− 6） と対応させ て決め た もの で あ る 。

ハ 地 区 の 場合 は ，

ク イ 支持力を動的貫入試験の み で な く， 観測点 に隣接 し た

所 で 載荷試 験 を実施 した。観測点付近 の ク イ 打込 み 記録 か

ら Hiley 式 で 許容支持力を求め る と，最大 20．8t体 ， 最

小 8．5t1本 が得られ ， 平均で ユ5t1本 で あ っ た。載荷試験

表
一1　 沈下測 定用 試験 グイ と一鮪 ；の ク イ

　　　　（訟丸太 ）の 諸 元

1，謙 温艦 糊 酬
外
盟蝌 ・ ・

試 験 グ イ 　 外 径 267．4
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6．6
（釧 　管） 長 さ 18

0．056 15．1

一
般部の ク

ィ （株丸太）

末 口径 180

中　径 260

　 　 さ　 18

一
末 口　0，025

中径　0．　　　　 14．7＊

掌 は 中径で 計

　算

38
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図一6　 埋立 護 岸 用 墓 礎 グイ の 末 口 径 と中径の 関係

　　　　　　　　　　　　　　 （ハ 地区 の 例 ）

は 海申で ク イ 頭 に水 平 に イ ン ゴ ッ トを載荷 し，最 終 荷 重

16，3t！本 （〉設計 ク イ 許容荷 重 14　t1 本） で あ っ た。

5．　 観測装置 と測定項 目

　観測装置 は ， 埋立護岸施工 前 に 埋 立 護岸の 背面 とな る 位

置 に あ らか じ め支持層 （第三 紀三 浦層群 シ ル ト岩層，ハ 地

区で は 一45．6m ， 1号地で は一34．7m ） ま で と どか せ た鋼

管 （φ 300 × 9 ） を 4 本打込み ， そ の 頭部 を連結 して 鋼板

で 床 ， 壁 ， 天井 をは り， 計器収納 の た め と測量用の 観測小

屋 を作 り ， また こ の 4 本 の 鋼管か ら水平 に 鉄骨 トラ ス を張

り出 して，各沈下 測定の 不動点を構成 し た。沈下測定対象

点 と， 鉄骨 トラ ス に 設置 し た 連続式沈下計 （坂田電気 LR
− 103 型） は ，ロ ッ ド （ス テ ン レ ス パ イ プ 砕20） に よ り連

結され ，測定点が沈 下 すれば ロ ッ ドも共 に 下 が り， 沈下計

を作動 させ る よ うに した。こ の 使 い 方 は通常 の 盛土中で の

よ うに ，ロ ッ ドを支持 層 に と どか せ 固定 し ， 沈下計 そ の も

の を沈下 させ る の と逆の 方法 を と っ た もの で あ る 。
ロ ッ ド

が直接土 に 触れ る と こ ろ は ， 二 重管式 とし ， サ ヤ 管 （鋼管

φ216．3× 5，8）で 保護 した （図一一　7 参照）。 計器，沈下 板

や ケー
ソ ン の 据付等 は な に もない 海面 の 状態の 時に行な っ

た た め非常に 困難で 現地合わせ に は 苦心 が 必 要で あ っ た 。

測 定項 目 と測定機器 を表一2 に 示 す。

6． 観測結果と考察

　ハ 地 区 お よ び 1号 地 の 観測 記録 を図一 8，9 に示 す 。 沈

下測定値 の 中で ，ケ
ー

ソ ン天端 に つ い て は，海側 の み を記

入 し，陸側 の もの は，埋 立が進行 して ゆ く過程で の ケー
ソ

ン の 傾きの 形 で 表示 した 。 そ して ，ハ 地区 は，観測点付近

の 埋立地 の 土地利用上，昭和 47年 4 月 に撤去 せ ざる を得ず

観測 を中止 し た が，ケー
ソ ン 天端 の 海側 は，護岸の 構造上

露出 して い る か ら，そ の 後 も水準測量 で観測 を続け，昭和

49年 8 月 30目で の 値 を図
一8 の 中に 記入 し て お い た 。 こ の

土 と基礎，22− 12（202）
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　 観 測 開始 か ら現時点 で の お の

お の の 沈下量 を 表
一3に示す。

ケー
ソ ン 天端 の 沈下 丿Si と ，

護 岸線在来海底地 盤 の 沈下 」醜

が，い ずれ の 場合で もほ と ん ど

一一・
致 し て い る の は ， 図

．．−5の よ

う に お も りで 突 き固 め た工 法 で

は，捨石自体の 厚 さの 変化 は 無

視 で き る 程度 で あ る こ とが わ か

る 。 こ の こ とか ら，ケ ーソ ン 天

端 の 沈下は ， ほ ぼ 護岸線 の 在来

海底の 沈下を表 現 し て い る とみ

て よい か ら，ケーソ ン 天 端露出

部 の 沈下の 長期観測は，地盤 の

圧密現象の 解 明 に 役 立 つ で あ ろ

う。ク イ 頭 の 沈下 は ，AS 、は lis2

に 比 較 して ， ハ 地 区 で 1／2， 1 号

地 で は ，4 〜7cm で 差 は 少 な い

が，
．
沈 下 に 対す る 阻止 効果が あ

っ た とみ て よ い の で は ない か と

考 え られ る 。
こ れ を裏付け る実

測例と して ，1 号地の 観測 点 と

連続 し て一
っ へ だ た っ た陸棚谷

を横断す る 護岸線 に は ，基礎 グ

イ を打ち こ まない で 護岸 を築造

したもの が あ る。ケ
ー

ソ ン の 据

付時，昭和46年 7 月か ら昭和49

年 2 月に か けて ケーヴ ン 天 端高

の 観測がなされ ，そ の 結果 を図

一10に 示 し た。こ れ に よ る と ，

ク イの あ る部分は，沈下量平均

50cm で ，ク ィ が施工 して い な

い 部分 の 平均 70cm に 比較 し て

少 なく， 沈下の 性状 が ， 後者 は

基盤層 の 変化 に 対応 し て い る が ，

ク イ を打ち こ ん だ区問は ， 平均

化された傾向を示 し て い る。も

ち ろ ん，根岸湾埋 立 地 の イ 地 区

（現在 の 新磯子 町 ）の ケーソ ン

護岸で も ， 同 じ手法 で の 基礎 グ

ィ の 有無 に よ る沈 ド観測値 の 柑

違が得 られ て い る （図
．一一11）（観

測位置は 図 ．− 1参照）。

　っ ぎに，実測値と計算値の 比

較 をす る とつ ぎの よ うに な る。

土質試験 か ら，図
一12（a ）（b｝を

点 は ， 今後 も観測可能 で あ り ， 継続し て ゆ くつ もりで あ る 。　 得る 。
これ と図

一3 の 柱状図 の 土層区分 （  ，  ，  ……）

　6．1 沈下の 観測 と考察　　　　　　　　　　　　　　　とか ら，表一4 ， 5 ， 6 の 注 に 示す条件 を用 い て 圧密沈下
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表一2　 埋立 護岸 の 沈下 測定項 目 と使用 機 器

測　 　定 　　区　　域

測 定種 類

測 定 事 項 測　定　 の 　方　法

1m岸湾 ・・駆 1舘 地先 ・馳

謨

岸

の

沈

下

土
圧

間
ゲ
キ

水
圧

護
岸
に

作
用

す
る

の

沈
下

埋．
虚

地

L
　 基　礎　 グ　ィ 護 岸築造 後の クイ 頭部の 沈下 連 続沈下 計 （LR − 103型 ） O o

在　来　地 　盤

ケ　
ー
　 ソ　 ン

土

圧

ケ
ーソ ン

底　 　面

・護岸築造時後の 在来地盤 の 圧密沈下

・基礎 マ ウ ン ドの 沈下

・護岸築造後 の ケ
ー

ソ ン の 沈下

・背面埋 立 に 伴 うケ
ーソ ン の 護岸法線 直角方向の 傾斜

ケ ーソ ン の地盤反力

連続 沈下 計 （LR− 103型）

沈下 板2000 × 2eOOt＝12
o o

速続沈下 計 （LR− 103型） Q ○

SPR 　156　A 　3 ，4kg ／cm2 ○ 0

ケ
ーソ ン

背　　面 ケ
ーソ ンに 作用する埋 立 土圧 SPR 　156　B　2   ／cm2 ○

問 ゲ キ 水 圧 　 ヶ
一

ソ ン に 作用す る残 留水E SPR 　 156WBlkg ／cm2 Q

埋 　 立 　 地 　 の

在　来　地 　盤
埋 立土 に よ る在来地盤 の 圧 密沈下

観測 小 屋 か ら沈 下板 の 標尺 を水

準測量
0

記 録 器 電 源
自記記録器，打点式 RB 　261　D ，
6 色ス タン プ式，直流 12V　3 回
路24点，直流12V60A バ ッ テ リ

ー Q o
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一9

量 と， 換算層厚法 に よ り圧 密時 間 を計算した。

　図
一14に は ， 計算値と実測値を示 した が，特 に ハ 地区で

は ， クイ が ない とし て 在来海底の 全圧密層 につ い て計算し

た もの と，通常 の 摩擦グイ 計算 で 行なわ れ て い る 上部 か ら

の 荷重 が ，ク イ 先端 の 上方 クイ 長 1！3 の 所 に 作用す る と し

て ， 圧密層 の 厚 さが小さくな っ た とみ な して 圧密沈下 曲線

　December ，1974

1号地 観測点 の 沈下，土 圧 お よび問ゲ キ水圧 ・測 定結果

を求 め，図
一14中に （ハ 地区 ク イ 有 り） と し て 示 した。こ

こ で，図
一ID， 11の 例 と も照合す る と，基礎 グイ を こ の 型

式で 打 ち 込 ん だ揚合 の 沈下抑止効果 を認 め る こ とが で き る 。

ま た ，当初設計段階 で 予想 し た よ うに ケー
ソ ン 下 面 とク イ

頭 を 約 50〜100Cln は な し て施工 し た が，現在の 所で は，

周囲の 地盤 の 圧密沈下 に よ り，ケー
ソ ン が ク．イ頭 に の っ た

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 41
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表
一4　 圧密沈下 量 計算 （ク イ を考慮 しない 揚 合）

　
　

　へ熱
深

（m ）

さ

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ

　

地

　

　
区

一13．3N − 17，4
− 17，4− − 19．7
一工9．7N − 21．6
− 21．6卍一23，7
− 23．7−．−28．1
− 28．1rv−35．5
−35．5〜−3S．9
−38．9−．−40．9

」月
「

（cm ）

41D23019021044D740340200

　 rt
（t／血

s
）

0．61

〃

”

〃

〃

〃

〃

〃

　Pv
（t／m2 ）

1，253

，204

．485

，707

．6911

．2914

．5816

．23

tip
（t／m2 ）

17．5

〃

〃

〃

〃

”

”

tt

　Pv
（t／皿

2
）

7．614

．621

．512

．825

．524

．232

．031

．0

　 m 　
（cm2 ／9）

1，1 × 10
一‘

3．6× 1D
−51

．8x10 −59

．2x10 −51

，3× 1Q
−52

．5x10 −52

．0×1O
−51

，7 × 10
−e

3
（c皿 ）

2760cm

78．914

．56

．033

．810

．032

．411

．96

．D193

．5cm

  一15．7− −20．3 460 0．68 1，56 21．3 『 2．4 × 10
−5 23．5

一
 

一20，3− −22．3 200 〃 3，81 ” 23，2 2．4 × 10
旧5 10，2 厄

号
 

一22，3酎一25．4 310 〃 5．54 〃 25，3 2．1 × 10
−5 正3．9

地
970c皿 47．6cm

注 1・〆舎詰 ・・ 　 ハ 駆 ・
’一
觜 ゐ・ ・一・ … ／m

・

　　　　　　　　　　　　　　・号地 〆一
監 ．蓐・ ・−e・・as・／m3

　 2，riρ は 図
一13埋立地側の 垂 直応力 増加 4ρ をと り，圧 密層中一定値を採用

　　・ 細 ・跣 讖 1… P− 1・・ 物 醐 上・ P・＋ギ
’

・辮 ・・t値・

42

4．Pv は 有効土 ガブ リ圧

5，8 は 沈下量 　　5 ＝・Σ mv ・dp・dH

Pv＋夢鰯 の 時・過囀 域 ・ 値

P・ ・乎＞Py の 時・正 規略 蹴 殖

土 と基礎，22− 12（202）

N 工工
一Electronic 　 Library 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

No ．835

形 と な っ て い な い こ とが 確認 され ， ケーソ ン の 滑動 に 対す

る不安 は ない
。 ケー

ソ ン 底面 とクイ頭 の は な れ は ，
ハ 地区

で 45cm ，1 号 地 で 81cm 程度 で あ る。

　 6．2 土 圧 の観 測と考察

　土 圧計をケー
ソ ン の 底面 （ハ 地区 と 1号地） と背面 （1

号 地 の み ） の 壁 に 埋 込 ん だ もの の 観測 の 経時変化は，図
．−

8 ， 9 に 示 し ， それ を整理 して 計算土圧 値と併記 した もの

が図
一13で あ る。ケーソ ン 底面で は，海側 よ りも中央ない

し陸側 の 値 が大 きくな る 傾向を示 して い る。
こ れ は，図

一

8， 9 の ケーソ ン の 背面 埋 立 に伴う傾 き の 経時変化 か ら も

わ か る よ うに，ケーソ ン に フ
ー

チ ン グがあ るた め と も思 わ

れ る が ， す べ て 陸側 に の け ぞ っ た 形 で 安定 して い る こ とか

ら考え て ， 陸側の 土圧値 （地盤反力値） が大 きい こ とが う

なずけ る
。

　 こ の こ とか ら ，

一
概 に は 言えない が，クイ基礎の 設計で

地盤反力を通常 の 地盤反力係数法
s⊃

で計算し た 図
一13の 値

を と らず に，一
様 な反力分布 と し て 計算 して も，工 学的 に

は充分 で は ない か と考え られ る
。

7．　 あ と が き

　て い る か は 不 明 で あ る が，沈下 の 阻止 に は有効 で あ る 。

〔2｝ 捨石 基礎をお も りで 突固め る 工 法 は ，載荷時 の 捨 石 自

　体 の 即時沈下 を防 ぐの に有効 で あ る。

表
一5　 圧 密係数 Cv の 異 な る層 の 換 算層厚 の 計算

　　　　　 （クイ を考慮 し な い 場 合）

蕊 、

ノ、

地

区

　海底 の 陸棚谷 に 軟弱 な チ ュ ウ積層 が タイ 積 し た地盤 に築

造 され た埋 立護岸に ，松丸太に よ る 基礎 グ イ を施工 し た 場

合 の 護岸 と在来地 盤 の 沈 下 お よび 土 圧 を観測 し た が ， 観測

を通 じ て考 え られ る こ と を列挙す る とつ ぎの とお りで あ る 。

（1） ケ ー
ソ ン 底面 と基礎グイ 頭 を は な し て 打 込 まれ た護岸

　で は，上部か らの 荷重 を 地 盤 と ク イ で どの よ うに分担 し
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（3） 貝類の 穿孔 に よ る捨石 の 沈下 も，時に は重大 な結果を

　与 え るの で ，捨 石 の 材質や捨込 み時期に注 意す る 必 要 が

　 あ る
。

（4｝ 本地域の よ うな基盤層の 不陸がは な は だ しい 埋 立地 で

　の 地 下 埋設物 の うちで ，連続 して そ の 効果がは た され る

　も の （雨水，汚水，管き ょ，ガ ス 管， 水道管な ど） の 基

　礎構造や布設工 法 を考える 上 で の 不同沈下対策 と して ，

　護岸 は もちろ ん の こ と埋 立地内 に お け る在来地盤 と埋立

図一14 護岸線 の 地 盤 の 実 測 沈下 曲線 と計算値
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　地表面 で の 沈下測定 が特 に望 ま れ る。

　 こ の 観測 で は ， クイ と地盤 の 荷 重分担 を 求め る ま で に い

たらなか っ たが ， い ずれの 機会 に 測定 し ， こ の 型式 の 基礎

グイ の 沈下 ， 支持機構 を調 べ た い と考え て い る。

　終わ りに ，こ の よ うな 型式 の ク イ 基礎 の 設計面 で 種 々 ご

教示い た だ い た鶴岡鶴吉博士 と， 測定機器 につ い て ご指導

賜 っ た国鉄，鉄道技術研究所土質研究室長室町 忠彦博 士 ，

安立 電 気（株）計測器事業部長岸本 惇先生 に 厚 く感謝 い た し

ま す。 なお ，現場で の 観測 は，横浜市都市開発局第
一

， 第

二 臨海開発事務所 の 全職員の 協力 に よ る もの で ある。
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