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1． は じ め に

　最近 に お ける建築 の 基礎 に 関す る技術 あ るい は 工 法 の 発

展 は 日覚 し い もの があ る が ， こ の よ うな 発展 が 始 ま っ た の

は ， 日本経済 の 発展 に 伴 う もの で あ 1 ， 昭和 30年 こ ろ か ら

とい っ て よか ろ う。
こ の 時期 に お ける 基礎の 発展 に 関 し て

具体的 な 事例 をあ げて み る と，場所打 ち グイ に 関 し てみ れ

ば昭和29年に は フ ラ ン ス か ら輸入 され て た べ ノ トグイ があ

り ， 昭和34年に は カル ウ ェ ル ドグイ とホ ッ ホ ス トラ ッ セ ル

エ 法 （H ．W ．1法） が輸入 さ れ，昭 和 37年 に は リバ ー
ス サ

ーキ ュ レ
ー

シ ョ ン ドリル グ イ が ドイ ツ か ら輸入 され て い る 。

そ の 後に もク イ や地中連続壁用の 工 法 が，ぞ くぞ く と輸入

され た り，あ る い は 開発 され て ，そ の 種類 は大変 な数 とな

っ て い る 。 既製 グイ 関係 をみ て も，後 で 述べ る 遠心力鉄筋

コ ン ク リ
ー

ト グイ は 昭和11年 に 建築で 初 め て 使用され て は

い る が，それ が 大量 に 使 用され だ し た の は 昭和30年 の 木材

資源利用合理化方策以降 で あ る。昭和36年 に は プ レ ス トレ

ス トコ ン ク リ
ー

トグイ が 世に 出て い る し ， 昭和45年 こ ろ か

らの 高強度を有す る オ ートク レ ープの コ ン ク リートグイ へ

と発展 し てい る。ま た 鋼グイ も昭和33年 に は 実用化が始ま

り，そ の 後 は 飛 躍的発展 を遂 げて い る 。

　 こ れ らに つ い て の 詳細な話は 別 の 機会，ある い は別 の 文

献 に譲 る と して ， 筆者が活 躍 して きた 建築 の 基 礎 の 分 野 に

お い て 大 正 末 か ら昭和30年こ ろ に 見 聞 し た こ と を中心 に述

べ て み た い と思 う。

　一
口 で い え ば，こ の 時代の 技術 は 現在に 比 べ れ ば初歩的

で あ っ た とい うこ とで あ る。建物 の 規模 が現在 に 比 べ て 格

段に 小さい こ と ， 土木関係 で は テ ル ツ ァ
ーギ （K ・Terzaghi）

理 論 に触発 され ，昭和初 め か ら研究は 盛 ん に な っ た が ， 建

築関係 で は 研 究者 が ほ と ん どい な か っ た こ と も原因 とな ろ

う。 それ に 加 え て 建築界 で は 上部構造 に 比 べ て下部構造は

縁の 下 の 力持 ち の イ メージ が あ っ たの で ， 建築家は 土や基

礎 に は関心 は 薄 か っ た。こ の こ と は ， た とえ ば つ ぎの 二 つ

の エ ピ ソ
ードか らも納得 され よ う。

一つ は シ ートパ イ ル が

初 め て 使わ れ だ した昭和初 め の こ とで ある が ， 新橋 で建物

（地 下 1 階） の 工 事 をし た と き，設計者 は シ ー トパ イ ル は

互 い に か み合 っ て い る の で 山留 め （土留 め 用支保工 ） は 必

要 な い とい っ て 施工 を命 じた の が，掘 削途中 で シ ートパ イ
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ル は 動きだ し，今で い う ヒ ービ ン グや 周辺 地盤 の 沈 下 が起

こ り，途中で 施工 不能に な っ た こ とが あ る。良き時代 で も

あ っ た の で，周辺 の 家 の 人 々 は
“

こ ん な 危険 な土地 に は住

め な い
”

とい っ て ，さ っ さ と 引 っ 越 し し て し ま っ た。他 の

一つ は 浅草 で の 工 事 の と きで ， こ れ もか な り著名な設計者

で あ っ た が ，

“

掘 っ た土の 重量 よ D軽 い 建物が載 る の で あ

る か ら ク イ な どは い らない
”

とい い ， 土は 一様 で な い し ，

建物の 重量 も
一

様 で な い か ら不同沈下が起 こ る とい う意見

を採 り上げて くれな か っ た。建物 は く体 コ ン ク リート打設

後 に 傾きだ し ， 結局 ア ン ダーピ ニ ン グをす る破 目に な っ た 。

　設計 をす る 人 は 技術者 と し て斯界 で認 め られ，非常に権

威があ っ た が ， 施工者は 土建屋 と呼ばれ一段 低い 地位の も

の と見 られ て い た 。 施 工者の 中 に は ひ ど い の もい て 木 グイ

の 頭 だ け を打 ち 込 ん で い か に も正 し くク イ を打 っ た か の よ

うに ご まか す もの もい た よ うで ある 。で あ る か ら，設計面

で は学者や 研究者 が い た が，施 工 に つ い て 研究 す る 人 は 皆

無 とい っ て よ く，よ うす る に 施工 に 対 して 頭を使 わ な い 時

で もあ っ た。

　 こ の よ うな 情勢 か ら施工 の 発展 に 対 し て は ，施工 者 が 従

来か らの 工 法 で 施工 を行ない なが ら体験 を通 じて 改良 ， 開

発 し た り，新 し い 工 法 を輸 入 す る とい うこ と を行な わ ね ば

な らな い 時代で あ っ た 。

　基礎 を全般的 に 見 れ ば，こ の時代は木グイ の 時代 とい っ

て も良 い く らい で ，クイ と い え ば ほ とん どが木 グイ で あ っ

た 。 時代と と もに木グイ がす た れ，コ ン ク リ
ー

トグイ ，場

所打ち コ ン ク リートグイ な ど が 主 と し て 用 い られ て く るが ，

古き時代の 基 礎 工 法 が どの よ うな もの で あ っ た か を述べ て

み よ う。

2．　 各種の基礎工 法

　基礎 工 法を，直接基礎 ，既製グイ基礎 ， 場所打ちグイ基

礎 ， 特殊基礎 と分 け， 古 い ほ うか ら順 に述 べ て みよう。

　 2。1 直 接 基 礎

　明治初期か ら始 ま っ た レ ン ガ造 り， あ る い は 明治末期 か

ら登場 した鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト造 りなどは初期に は 地盤が良

い 所 に 造 っ た の で ，直接基礎 が多か っ た 。 丸の 内あ た りの

軟弱な地盤 に 建 て る場合 で も ， レ ン ガ造 りの 2 階建 ぐらい

な らクイ を打たない の もあ っ た。その 当時 の 地耐力は ， 現
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在の 建築基準法 に あ る もの と同 じ形式 で ， 土の 種類 に よ り

た と え ば砂混 じ り砂利な ら 2tfft1，丸の 内あ た りの チ ユ ウ

積粘性 土 な ら 0．2t！ft2と い う よ うな地耐力 を決 め る 表 が

あ り， そ の 表 に よ り決め て い た。 前に述 べ た よ うに，土 木

の ほ うが 進 ん で お り， こ の 表 も土木学会が出した 本 か ， 学

校 の 土 木 の 先生 が 出 し た 本 か 定か で な い が，土木関係 の 人

が 著 し た本 の 中に あ っ た 。 地層 を どの よ うに し て判定 し た

か と い うと，地盤 を 1m ほ ど掘 っ て み る とか， ロ ーム 台地

の よ うな 地 盤 の 所 で は鉄 筋棒 を突 き さし て ，そ の 感触 で 適

当に 支持力は 何 トン と判断 した もの で ある。地下室がな い

建物 が ほ と ん どで あ っ た の で ， 掘削は 浅 くて す み，掘削の

た め の 山留 め は せ い ぜ い 木 製矢板を打 ち 込ん で ノ リ 面 を防

護す る程度 で あ っ た 。 地業は砂地業割栗地業 な どあ っ た が，

セ メ ン ト （大部分船便 の 関係上 セ メ ン トタル
ー 3．5 袋入 り

一
で 輸入 され た ）は 薬 の よ うに 貴重 で あ っ た の で ，セ メ ン

トが国産化 され安餌 に な る 昭和初年こ ろ注 1） まで は 捨 て コ

ン を打 つ とい う こ とは 行なわ れ な か っ た。割栗地業は 現在

で も盛 ん に用 い られ 図面 に は 気軽 に 描 くが，当時は 割栗地

業が最高の もの で荷重を地盤 に 伝 え る と い うこ とか ら，直

接基礎ば か りで なく摩擦グイ 基礎 に も使わ れ た。割栗地業

を説 明 す る と，割栗石 は 安山岩質の 硬石 を長 径 18− 25cm

の 大 き さに打ち割っ た もの で ， こ れ を根伐底 に小端立て に

し て 密 に 並 べ ，そ の 上 に 目 つ ぶ し砂利 を十分 に 敷きつ め ，

蛸また は 真棒胴付 （木 グイ の と こ ろ で 説明す る ）で 十 分 に

突き固 め る もの で あ る。突き固め て 凹ん だ所 に は さらに小

割粟を並べ 目つ ぶ し し砂 利 を散布 し て 突き固 め，所定 の 高

さ に平 た ん に 仕上げる。捨 て コ ン をや らな い 時代は こ の 割

栗の 上 に 墨を出 し ， 鉄筋あ る い は型わ くを組 み 立 て たが捨

て コ ン を打っ た揚合 に 比 べ 墨 も付きに くい し鉄筋や型 わ く

の 組立 て で も仕事は非常に や りに くか っ た 。

　 2．2 既製グイ基礎

（i）木 グィ

（a）摩擦グイ

　 丸ビル （丸の 内 ビ ル デ ィ ン グ，後述）以前 の 木 グイ はすべ

て摩擦グイ で あ り，丸 ビ ル 以降で も中小 の 工 事で は 摩擦 グ

イが よ く使 わ れ た 。 摩擦グイ は ， 建物の 基礎を掘削 し て 深

い と こ ろ に 造る の が大変 で あ るか らクイ を打つ こ とに よ り，

クイ 先端 ま で 建物基礎 を下げ る とい う考え方に立 っ て い る。

普通 ， ク イ は 日本 の 生松材で 末 口 4 〜6寸 （12− 18　cm ），

長 さ 2 〜3 問 （3 〜7m ）で あ っ た 。 クイ の 打設方法 は ，

初 め に建物が敷地一杯 に 建つ とすれ ば，境界線に 太鼓落 し

ク イ （丸太 の 両側を落としtcもの で ， そ の 断面が太鼓型に な

る ） をシ
ートパ イ ル の よ うに ，か つ 落と した面どうし がっ

くよ うに して打つ
。 そ の 後 クイを敷地内側か ら外 に向か っ

て 打ち込 ん で い く。そ うす る とク イの 体積分だ け土 は 側方

注1） 1873年 （明治 6 年）深川に 官営セ メ ン ト工 揚 （民営 に移 され浅野 セ メ ン

　 トとな る ）

　 1881年 （明治14年）小 野 田 に民営 セ メ ン ト工場→（白色 セ メ ン ト）

72

図一1 松 グ イ 打 ち
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に 押 され ，周囲が 締 め切 られ て い る こ とか ら土が締 め 固め

られ 摩擦 グイ の 効果 が一層大 きくな る。クイ 打ちは ， 丸 ビ

ル 以前は 主 に 真棒胴付 （図
一 1）で あ り，それ以降は 関東

で は 主 と して 真矢（図一2），関西 で は 二 本 子 （図
一 3） で

あ っ た e お の お の に つ い て説明 を加 え る と ， 真棒胴付 とい

うの は ，ハ ン マ
ーが 木材 で 長 さ 9尺 （2．7m ）， 直径 20〜30

cm 。重さ 8 貫目 （32Lg ），端部 に鉄の タ ガをは め た もの で ，

これ を 3・一　4 人 （真棒胴付で は 1人当た り引上げ重量 は 10

kg 前後）で 引 き上げ打 ち 込む 方法 で あ る 。 真棒は ガ イ ド

が な い の で
， ト ビ がい て ， ク イの 上 にハ ン マ ーが くる よ うに

調節 し て い た 。
ハ ン マ

ー
の 重量 は大きなもの は約50貫 の も

の も あ っ た。な お こ の 方法 は 昭和30年こ ろ ま で ，ク イ が 必

要で あ る銭湯 の 煙突基礎 工 事 で よく見 られ た もの で あ る。

真矢打ち とは 図
一 2に示す よ うに，真矢とい う直径 5cm

く らい の 鉄捧 をガ イ ドと し，丸 い モ ン ケ ン （真矢の は い る

穴があ る ）を落下 させ る方法 で あ る 。 モ ン ケ ン は 200〜600

kg で あり， クイ 打ち試験 をす る とき は 標準貫 入 試験 で お

な じみの ト ン ビ を使用 し て 自由落下させ た e 二 本子 は 図一

3に 示す よ うに ワイ ヤー
ロ
ープ と支柱とに よっ て 支え られ

た 2本 の 角柱 をガイ ド柱 と し て 角の ドロ ッ プ ハ ン マ ーを 落

下せ し め ， ガイ ド柱間 に建 て 込 ん だ ク イ を打ち込 む もの で ，

長さ 6 〜9m の基礎グイ や矢板 を打ち込 む の に適して い た。

さらに クィ の 支持力は ク ィ 打 ち公 式 P ； 珊 （5S ＋O．1），

（W ＝， ハ ン マ ー
重量 ，

H ＝ハ ン マ ー落下 高さ ，
　S＝ク イの 沈

下量） に よ っ て 決め て い た。

（b）支 持グィ

　木グイ の 支持 グイ を初 め て 使用した の は大 正 9 年 〜大正

12年に施工 した 丸の 内 ビル デ ィ ン グ （通称丸 ビル ） で あ っ

た 。 丸 ビル は 設計 （意匠） を三 菱地 所が 行 な い ， 施工 を ア

メ リカ の フ ーラー会社が行な っ た。こ の 施工 は 当時 の 建築

界に大 きな影響を与 えた が，基礎 の 分 野 で の 影響も大 き か

っ た。従来 の 木 グィ は 前 に も述べ た よ うに 長さ も短い 摩擦

グイ で あ っ た が ， 丸 ビ ル で は 支持グイ を用 い た 。 ク イ は米

松 （オ レ ゴ ン パ イ ン あ る い は ダグラ ス ・フ ァ
ー
） で ，末 口

30　cm
， 長 さ約 20m の 一

本物 で あ り， ク イ打ちは蒸気 ノ ・ン

マ ーで あ っ た 。
ハ ン マ

ーが クイ の 上 に乗 る と クイ は ハ ン マ

ー自重 だ け で シ ュ
ーと地中に は い り，最後 に 20−・3e回 も打

て ど打止 め で あ っ た 。 こ れ 以降，大きな建物で は長大 な支

持グイ が用い られ，7，8階程度 の 建物 で は 昭和35年 こ ろ ま

で 木グイ が か な りの 量使用 され て い た 。 丸 ビル の 場合は ハ

ン マ ーは蒸気 で あ っ た が，つ ぎに 述べ る既製 コ ン ク リート

グイ の 場合 で もハ ン マ
ー

は 主 と して モ ン ケ ン の 落錘が用い

られ ， 蒸気 ハ ン マ
ー

は
一

部 で 使用 され た に す ぎ ない
。 落錘

工 法 とい っ て も，真矢，二 本 子 は ク イ が短い 場合 で あ り10
m 以上 の 長大な クイ は 木 あ るい は鉄製の 本格的なや ぐ ら を

用い た もの で あ る （図
一 4参照）。や ぐ らは 二 本 の ガ イ ド柱

を土台に 定置 し，柱背後 の 台上 に ドロ ッ プ ハ ン マ ーを操作

す るボイ ラ
ー
や ウイ ン チ を乗せ た もの で，台下 に敷き込 ん
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図
一4a 木 製 や ぐ ら

図
一4．b 　鉄 　製 　や 　 ぐ　 ら

だ ロ ーラー
を用 い て や ぐら全体 を移動す る こ とが で きる も

の で あ る 。
ハ ン マ

ー
は ガ イ ド柱内側 に付 け られ た ガ イ ドレ

ール に そ っ て 上下 し・そ の 重 量 は 900・v1 ，800　kg で あ っ た 。

伍）既製 コ ン ク リートグイ　　　　　　　　　　　　　’

　木 グイ は 水中に あ れ ば腐 らな い と い わ れ て い た し，筆者

も有楽 町 に あ る東宝劇場 （宝 塚）の 施工 （昭和8 年）の 際，

73

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

購　　座

実例 に 接す る こ とが で き た 。 当 劇揚 地下 掘 削の た め に シ ー

トパ イ ル を打設 した が，ど う して もは い らな い 所 が あ り種

々 文献 を調 べ て み る と，家光時代の 苓垣 が 設けられ て い る

こ と が わ か っ た。こ の 石 垣 は 尺 二 寸 角 （40cm 角） の 桧材

を 2 本並 べ た上 に乗 っ て い る もの で ， 木材 を掘 り出 し て み

る と数百年を経て い る の に ，た っ た今伐 り出 し た ご と くで

あ っ た。水中に あ れ ば木 は 腐 らな い こ と を実証 し た もの で

あ っ た が ， この 木材 も空気中に さらし て お くとす ぐに ボ ロ

ボ ロ に な っ た こ とか ら，木 グイ は 必 ず水中に 設 置 し な けれ

ば な らな い こ とに な る。腐 らな い ク イ とい うこ とで 既製 コ

ン ク リートグイ が 考 え られ ， 明治の 末 に は 使用 され た とい

う例があ る が，ク イ を横に ね か し て 造 る こ と，コ ン ク リ
ー

ト ミ キ サ ーが 不 良 で 良質な ク イ が で きな い こ と，高価 で あ

る こ とな ど か らあ ま り発展す る こ とがで きな か っ た。節 グ

イ と して 大正 14年 に 武智グイ が 開発 され，関西で 主 に 使用

され た が，こ の クイ は そ の 後い くつ か の 改良を経 て今 で も

使用され て い る が ， 現在主 流 を な して い る 遠心力の か か っ

た パ イ プ グイ の 登 場 は も っ と遅い 。1920年 こ ろ オ ース トラ

リ ヤ の ヒ ュ
ーム に よ り発明 され ， こ れが ア メ リカ経 由で 昭

和初め こ ろ わ が国に輸入 さ れ た よ うで あ る。最初は 遠心 力

鉄 筋 コ ン ク リート管の ま ま 製造 され て い た が，昭和 9 年静

岡県沼津市に 大同 コ ン ク リートが創立 され ， 遠心 力を利用

し て鉄筋 コ ン ク リートパ イ プ の 製造 を 開始 した 。 こ れ を ク

イ に利 用 す る こ と を考 え竹中工 務店が，昭和工1年市 ヶ谷 に

あ る東京物理学校 （現東京理科大）に 施工 した ときが 初 め

て で あ っ た 。 市 ヶ谷 は 前面 に 堀があ り，地下 水 が低 い の で

木 グイ は 使用 で きず，な に か 良い 方法は な い か と探 した と

こ ろ ， 遠心力をか ける と密実な コ ン ク リー
トパ イ プ の クイ

が製造可能で あ る こ とがわ か っ た の で ，こ れ を用い る こ と

に し た もの で ある
。 径 は 30cm ，肉厚 6cm

， 鉄筋の 主筋

は 5 分筋 （12〜15 皿 m ）． ス パ イ ラル は 2 分筋 （8mm くら

い ）で ， クイ 頭 と先端 は補強 の た め ス パ イ ラル を密 に した 。

ま た 先端 の ク イ先は あ とか らコ ン ク リ
ー

トを打 っ て造 っ た。

こ の クイ の 支持力 は当時の 建築確認 （当時 は 警視庁が担当

し て い た 。 現在の よ うに な っ た の は 昭和25年以降 で あ る）

で 20t に押え られ た 。 し か し木グイ の 2〜5t に 比 べ れ ば，

か な り大きな支持力で あ っ た 。

　2．3 場所打ちグイ 基礎

（i）コ ン プ レ ッ ソル パ ィ ル

　明治41年 に輸入された工 法 で ， 明治42年に は 愛 国生 命

（後の 日本生 命）に 使用され ， 大正 3年に は 旧東京 海上 ビ

ル ディ ン グで 本格的 に 用い られ た が ， 適し た土質以外 は 用

い る こ とが で きな い ため ， 後 に は い っ て きた ペ デ ス タ ル グ

イ ，シ ン プ レ ッ ク ス グイなどに 取 っ て か わ られ た 。
コ ン プ

レ ッ ク ス グイ は直径 1．5m ぐ らい ， 長さ 6 〜7m の 摩擦グ

イ で あ る 。 施工方法は ， ウイ ン チ で 重 さ 1．3〜2t の 鉄製円

ス イ形お もり （図一5．a ）を適当な高 さか ら落下 させ ，土

を圧縮 しな が ら孔 を所要 の 深さに あけ る 。 割栗と硬練 コ ン
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図一5　 コ ン プ レ ッ ソ ル 式 グイ

打込・ 礎
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図一6　シ ン プ レ ッ ク ス 式 グイ

ク リートを交互 に 入れ 図
一5．b に 示 す よ うな お も りで 突き

固 め ， 最後に 図
一5．C の よ うな底 の 平 らなお もりで な らす

方法 で あ る 。

  シ ン プ レ ッ ク ス グ イ

　大正 3 年こ ろ に輸入された工 法 で あ る が ， 実績は 明 らか

で な い
。 施 工 方 法 は，鋼管の 先端 に 円ス イ 状鉄 ブ タ を は め，

ク イ 打 ち機 で 打込 み 所要 の 深さに 達 し た の ち，管内 に コ ン

ク リートを少量 ずつ 投入 し ，
ハ ン マ ーで 軽 く突き固め っ っ ，

管を引き抜きク イ を地中に作 る 方式 で あ る （図
一6）。

  ペ デ ス タル グイ

　大正 4年に輸入された工 法 で あ り， こ の ク イ の 特色は，

ク イ の先端 に大きな 球根を造 り支持力 の 増大 を 図 っ た点 で

あ る。 図一 7 に 示 す よ うに 外管内 に 先端が 円 ス イ 状 に とが

っ た内管をそ う入 し，内外管を
一

所 に 所定の 止ま りに な る

まで打ち込 ん だ後，内管を引抜 き適量 の 硬練 コ ン ク リート

土 と基礎，25− 2 （228）
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図一8　 フ ラ ン キ 式 グイ

を投入 し，再 び 内管をつ り下 げて こ れ を突き固 め，こ の 作

業 を繰 り返 し て コ ン ク リ
ー

トの 球根を成形す る 。 球根作業

が終 わ っ た後 ， 鉄筋をつ り下 ろ し軟練 コ ン ク リートを少 し

ずつ 入れ 内管を下 ろ し て 軟 く突 き 固め て 作 る もの で あ る 。

こ の べ デス タル グイ は 地盤 の 良 い 所 で 発達 し た工 法 で あ る

の で 地盤 が 悪 い 所 で は 外管を引き抜 い た瞬間，泥土 が外管

の と こ ろ に 侵入 し て コ ン ク リートに 混 じる お そ れ が あ っ た 。

外管 を引き抜 くとき に は常 に 打 設 し た コ ン ク リ
ー

トに 10

cm 以上 ラ ッ プす る よ うに 留慧 しな い と ， 泥水 が外管と コ

ン ク リートの 境か ら浸入 し 泥水 コ ン ク リートに な る。こ の

点 と，
コ ン ク リート打設時 に は ，

一々 内管を引き抜 く手間

がい る の で ， それ ら を改良 した もの が マ ル チ ペ デス タル や

田 中式 ペ デス タル グイ で あ る。昭和 9年丸 の 内の 明治生命

本館基礎に用 い られ て い る 。
こ れ らの ク イは ペ デス タル グ

イ の 特許 の 切れた 大正12年以降 に 出て きて ，最近 ま で 使用

され て い た が，施工 に 高度 の 技術 が必要 で あ る こ とと小径

で あ る の で支持力が小 さい 割 に は ， 設備 が大 が か りで ある

こ とな どか ら消えて し ま っ た。

（iv）フ ラ ン キーパ イ ル

　昭和初め に は い ウ て きた工 法 で ，
ペ デ ス タル グイ と コ ン

プ レ ッ ク ソ ル グイとをあわ せ た形式 の もの で あ る。昭和初

年朝 日生命丸 の 内館や鈴木商店 な ど一，二 実施例 は 残され

て い る が ， 昭和
一

けた の 時代 に 消えて い る 。

Febru8ry ，1977

　 Z4 特 殊 基 礎

　 （i）深礎

　 昭和 5年 に木田が縦穴掘削工 法 の 特許 を得 て ， 企業化 し

た の が 深 礎 の 基礎 で あ る。 深礎 は 逆打ち工 法 に なくて は な

らな い 工 法 と して ，現在大 い に 使 わ れ て い る の で 説明 は 省

略す る 。

　   ウ オ ール ケー
ソ ン 工 法 （地下外壁構築的用法）

　 地盤 の 悪 い 所 に 建物を設置す る こ とが多くな り， 基礎を

深 くす る こ とや深い 掘削が必 要 とな り ， 旌工 上の 要求 か ら

生 じ た の が こ の 工 法 で 昭和10 年に 日比 谷 の 第一生命本館工

事で 用 い られた。長方形箱型 の 構造体をニ ュ
ーマ チ ッ ク ケ

ー
ソ ン で 建物 の 境界線 に 沿 っ て 沈潜させ ，焼界線側 の 壁 を

山 留 め 壁 と本体の 壁 とに な る 部分 を 残 し，他の 部分 は き り

取 る方法 で ある （図
一 9参照）。 地下室 が 2 階以上に 及ぶ 市

街地 の 建築の 山留め に は 当時は 欠 くべ か ら ざる方法 で あ っ

た。

　   潜函工 法

　 山留 め も何もい らない ，建物 をその ま ま 潜 め て し ま お う

とす る 工 法 （オ ープ ン ケーソ ン の
一

種） で ある 。 昭和 9年

の 松坂屋大阪支店の 広 さ75坪 ほ どの 浄化そうを潜 め た の が

最初 で ， 数年間に 同 じ よ うな経験を経 たの ち，昭和12年に

は 建物全体 を潜め る工 事を行 なっ た。上野 お よび 銀座 の 松

坂屋 で あ る 。 建物の 規模は 両者 ほ とん ど同 じ で ，基礎先端

設置深 さは ， 上野店 14．7 皿
， 銀座店 16m ，潜函面積，上

野店 2，　033m2 ， 銀座店 1，　865m2 ， 潜 函 重 量 18，　OQO　t，

16，　OOO　t で あ っ た 。

　潜函工 法 の 要点 は ， 静か に し か も四 方を一様 に 沈下させ

るの 二 点 だ けで あ る が ， こ れ は か な りむ ず か し い こ とで あ

っ た 。 潜函が傾 い た ときは ， 下が らない ほ うを掘削す るの

で は なくて ， 下 が っ たほ うを掘削すれ ば 下が らな か っ たほ

うが ス ッ
ーと下が っ て 傾きが直 る とい うこ とは ，昭和 9 年

か らの 小規模なもの に よる潜 函の 経験 で わ か っ て い た が ，

今 まで の もの に 比 べ て 規模が 格段 に 大 きい の で 種 々 の 検討

が必要 で あ っ た。銀座店 を例 に とっ て ，どの 程度の 対策を

考 えたの か 述 べ て み よ う。
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　1，865m2 の 敷地 に 井戸 を 5箇所も掘 っ た 。
こ の 井戸は ，

実際 の 施工 時 に お け る 揚水井戸 を兼ね，井筒潜函工 法を用

い て 井 戸 を掘 りな が ら，地層を 目で確認 し，また 井戸側 に

反力を と り適宜地耐力試験 を実施して耐力 の 確認 も実施 し

た もの で あ る 。 銀座は も と も と川 と海岸 の 平行 した 間 に で

きた 洲 で あ っ て ，外壁 に ま と もに摩擦力が作用すれ ば潜函

内に 水 をは っ た 程度で は沈下 し な い と予想され た 。 そ こ で

潜函の 先端 に 向か っ て テ
ーパ ーをつ け，潜函体の 沈下とと

もに 壁 と：ヒとの す き ま に 豆 砂利の 玉 砂利 を入れ て 摩擦力 を

減少 させ る工夫を行な っ た 。

　さ らに大型 の 工 事が 日比谷 の 日活国際会館 （昭和 26年施

工 ）で あ る。 潜函設置深 さ 17．　3m ， 潜函重量 25，000　t
，

潜函面積 1，000坪で あ っ た 。 前述の 松坂屋 の 工 事 は 小規模

工 事の 経験 の 積み重 ね た もの に よ っ たわ けだが ， 目活の 場

合は こ れ らの 経験技術に 近代土質工 学 を取 り入れ て 各種 の

実験や解析 を行な っ た 。 しか し ， こ の 時分 は物 の 不 足 し た

時代 で ， 沈下測定 に 使用 し た ダイ ヤ ル ゲ
ージ は 種 々 雑多 で

種類が 4 つ もあ り，す べ て ス トロ ーク 1cm 以下 で し か も

戦前 に製作され た もの の 残 っ て い た もの をか き集 め た 代物

で あ っ た e 潜函が始 ま っ て 刃の 下 に
一

箇所 旧建物地下室部

分 の 取 こ わ し 用桟橋 に 用い た 30cm 角 ， 長 さ 10m の 角材

が 除去されず に 残 っ て い た こ と か ら，潜函が傾くとい う よ

うな災難 もあ っ た が，内心大 き な不安を も ち な が ら も表面

は 原因が わ か っ て い る の で 皆 を励 ま して 乗 り切 っ た思い 出

もあ る。潜函 の
一

回の 沈下量 は べ た つ くシ ル ト質で あ っ た

こ とか ら機械掘 りが で きず，手掘 りの 掘 削 量 に 比 例 して 定

ま り， 約 20cm で あ っ た 。 粘性土や シ ル ト質土で は土塊の

ス ペ リを起 こ し て ス ッ
ーと沈下 し た が，砂や 砂利で は ジ ワ

ジ ワ 沈下 し た。

3．　 お わ り に

　前 に も述べ た よ うに ，昭和30年以降 の 技術開発は著しい

もの があ り ， ほ とん ど の 基礎工 法が淘汰され，こ の 時代の

基礎 工法 で 現在 も残 っ て い る もの は非常に 少 な い 。 先人 が

建築 の 某礎 に お い て ど の よ うな 施工 ，あ る い は 設計 を し て

い たか ， そ の
一

端 で も知 っ て もらえ ば幸い で あ る。 な お 記

憶 に 頼っ た部分 が 多々 あり，抜け て い る所 や 独断あ る い は

記憶違い もあ る か もしれ な い 。 そ の 点 は お 許 し願 い た い
，

　　　　　　　　　　　　　　　　（原稿受理 　1976．12．6）
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　　　 謬
　 　 　 駕

土 質 基 礎 工 学 ラ イ ブ ラ リ
ー

　第12巻

「切 土 ノ リ面 」

土 質基 礎 工 学 ラ イ ブ ラ リ
ー
　 第 13巻

「軟 弱 地 盤 に お け る工 事実施例 （そ の 2 ）」

ク イ 基礎 の 調 査 ・ 設計 か ら施工 ま で

土 質 工 学 入門

大 阪 地盤
一

特 に洪 積 層の 研究 と その 応 用

〔昭和 52年 1 月刊行予定〕

〔昭和 52年 3 月 刊 行 予 定 〕

〔昭 和 52年 2 月 刊 行 予 定〕

〔昭和 52年 3 月刊行予定〕

〔昭和 52年 3 月 刊行 予 定〕

　 ご 注 文 は ，現 金 書留 ま た は 郵便 振替 で 下 記 へ お 申込 み く だ さ い 。

　代 金後 払 い の 場 合 は ， 電 話 ， は が き ， 封 書 い ず れ で も結 構 で す。
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