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の 測定法 か ら， ロ 過限界 との 関係 を 見い だ し た もの で壁面

安定管理 上実用性 の 高い もの で 現場 で の 確認 が望 まれ る 。

な お 302 は，増粘剤 を添加 しな い 関東 ロ ーム の 泥水液 と し

て の 有効性 を見 い だ され，材料が安価で あ る こ とか ら実用

化を期待 し た い e

　一次覆工 外 周 空 ゲキ 部分 は，一般 に 地表面沈下防止 上か

らは ， 施工 後すみ や か に 周 辺 地盤強度以上 の 耐力材 で確実

な充 て ん が望 まれ る。しか し注入剤 は，流動性，浸透性 に

優れ ね ば 施 工 困難で，裏込 め注 入 材 の 選択 に は多 くの 問題

点 が あ る 。 303は ， 砂質 シ ル トと セ メ ン トの 混合材 に 着 目

し，材強度，圧送能力に っ い て の 基本調査 で 内容が着実 で

現場適用 は 容易 で あ ろ う が，裏込 め材 と して の 具備すべ き

諸条件が明 らか で なくこ の 面 で の 研究 が 望 まれ る。

　埋 設管 キ ョ の 大径化に 伴う安全性の 検討 に お い て ，静的

に は ， 土圧お よ び そ の 分布形，動的 に は，大 ヒ ズ ミ発 生 時

の 挙動が未解決 で あ る。また 大径管 キ ョ 部材お よ び そ の 付

帯構造部材 の 強度確認例 は 数少な く，こ れ ら両面 か らの 研

究が望 ま れ る。

　地震力の 埋設管キ ョ へ の 伝達 は，相互作用 とし て
一

般 に

管と土 間の 付着力 に支配 され る が，管径 の 大小 に よ る 関係

は ， な お ざりで あ っ た 。
こ れ を系統的に 取 り扱 っ た の が

304で 設計上重要な指針を与え て い る 。

　土圧 ならび に そ の 分布形 の 検討 は，305，308− 310 で 扱

わ れた 。 タワ ミ性管の 特徴か ら規定する側土圧 係数 に 着 目

して 検討 した の が305で，大径管挙動を よ く説明 して い る 。

こ れ に 対 し 309，310は．鋼製 コ ル ゲートパ イ プ の 高盛土下

で の 挙動観測 とそ の 検討 で 309で は，側土圧反力を無視 し

て 扱 っ て い る 2 つ の 点 か ら論文 で 同一観測値 に 対す る 裏込

め土 の 強度評価が相反 し て い る 。 こ れ は 計算 モ デ ル の 仮定

に 問題 が あ る た め と思 わ れ る。高盛土 下の 鉄筋 コ ン ク リー

ト製暗キ ョ に働 く土圧観測が 308で な され ，計測 の 困難 さ

は理解 で きる が，使用土圧計 自体 の 機構 か ら くる 信頼性 に

も疑問 が残 さ れ て い る。導管キ ョ 部材 の 強度特性 自体 が 明

らか で な い と，土中で の 挙動は論 じ られ な い が　 306は こ

の 立場 で鋼管に っ い て ，昨年 当会発表 （No ．269 りに続 く実

管に 対す る引張 り，圧縮強度に 関す る も の で　材料試験片

強度 との 相関 は今後貴重 な資料 とな ろ う 。

　軟弱地盤 に埋 設され る管の 床材料 の 選定 は 各現場で 工 夫

され て い る が， 307は定性的 な は握 で あ る が．従来慣用 手

法 の 改善反省に は役立 っ で あ ろ う。

　発表論文が二 大別 され た た め，総括報告 で 細部に わ た る

質問 を 除 けた が 十 分会場 か ら の 討 論 が 得 られ た。内 容 は ニヒ

圧問題 に集中 し活発で あ っ た 。 なお 討論内容の 重要な点は ，

前節中で 総括 し た。

　その 他

　論文 の 題 目で 連続物の よ うな表現番号 を付 けられ る場合

は ，ぜ ひ 関連す る 研究論文 を参考文献に 掲 げ られ る こ と を

おすす め し た い 。
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　37 （D − 3）粘性土 の 構造 に おける ped と pore の 相

関に つ い て （松尾 ・嘉門 ・ 多田 ・松 下 ・山本）粘性土の 圧

密 に よる 構造変化を ped と PQre の 関連 か ら説明 し た も

の で ある 。特 に pore の 変形挙動に 関 し，正規圧密 ・過圧

密の 状態 に お ける 出現状況の 観察に 基づ い て，微視的間ゲ

キ 面積比が状態量 と して
一

つ の 有力な指標で あ る こ と，圧

密過 程 に よ っ て pore の 発生 に差がある こ と， 過圧 密過程

で み られ る き裂 の 増大 の pore 全体 で 占め る 役割な どが 明

らか に な り，さ らに間ゲキ の 形状が載荷量 の 増大 に 伴 っ て

細長比 の 増大に つ な が る こ と を示 した。

　38（D − 3）圧 密 に よ る カ オ リン 粘 土 の 構 造 変化 （風 間

・上 之原） カ オ リ ン 粘土 を用 い て 0．1− 120kg ！cm2 の 荷重

で 圧密試験 を行 な い ，各荷重段階ご と に走査型電 子 顕微鏡

写真を使 っ て 3 種類 の 大 き さ の 集合体（0．5〜 5 μ，2− 20 μ，

5　
・一

　50　pt）の 構造を配向度 ， 偏平率 に よ り定量的に 求 め た 。

そ の 結果，圧密荷重の 増加 に 伴 い ， 集合体 は圧 縮され て 偏

平に な りな が ら荷 重 の 作用面 に 平行に 配列す る 。 そ し て，
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荷重 面 と集合体の 長軸 との なす角が小 さ い 集合体 ほ ど偏平

で ある 。 3種類 の 大きさの 集合体に 関 して，特に 顕著な 差

異 は認 め られ な か っ た。

　39 （D − 3 ）間 ゲキ 分布か らみ た 不 力 ク乱 マ サ 土 の 土 構

造 （青山 ・還 山 ・
西田） マ サ土地帯の 風化層 よ り採取 した

不 か く乱 試料に つ い て強熱減 量 試 験 ， 間 ゲ キ 分布測定，水

分吸着試験 ， 比 表面積の 測定 な どの 実験 を行な っ た 。 その

結果 ， 強熱減量 は深さ方向に連続的 に変化す る が，問ゲキ

分布，水分吸着能，比 表 面積 は 必 ず し も連続的 で なく，あ

る深度 で 特異 な変化 を示す こ とか ら合理的区分が可能な こ

と，また土 の 間ゲキ構造 と比表面積 は 密接な関係 をもち，

間 ゲ キ の 大 小 が重 要で あ る こ と を明 らか に し，土構造 との

関連を述 べ た 。

　40（D − 3）粘性 土 の 工 学的性質 に 及 ぼす有機物 の 影響

（山内 ・安原 ・平 尾 ） カ オ リ ン と ベ ン トナ イ トに，泥炭系

高有機質土の 有機成分 を添加 した 練返 し粘土 の 圧密試験 と

セ ン 断試験結果 に基づ い て，粘土 の 力学的性質に及ぼす有

機物 の 影響 に つ い て ， 系統的な議論を行な お うと した もの

で あ る。得 られ た 定性的 な結論 は つ ぎの とお りで あ る 。
i）

± と基礎，2卜 一10 （236）
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有機物 の 存在に よ り，一
次圧密 の み な らず二 次圧密 をも顕

著 に す る。ii）有機物含有量 の 増大 に 伴 い ， 透水係数低下

の 程度が顕著 に な る。iii）圧密 に よ る 非排水強度増加率は

増大す る。こ れ らは，有機物 の セ メ ン テ
ー

シ ョ ン 効果 に よ

る もの と考 え られ る。

　44 （D − 4 ） フ ィ ル ダム に お け る コ ア 材料 の 透 水 性 に 対

する検討 （松岡
・須 藤

・巽 ）最近 の フ ィ ル ダ ム （特 に 高 い

ダム ） に お い て は し ゃ 水性材料と して ，レ キ分をあ る 程度

含有 し た ほ うが透水断 面積の 減少 に伴う相対的 な透水性 の

低下 が期待 で き， か っ 安定性 も向上する こ と よ り， レ キ を

混入 し た コ ア 材 の 使用 が 多くな っ て き た 。 今回の 報告は レ

キ 率 の 大きくな っ た コ ア 材料 に つ い て 実施 した透水試験結

果 よ り，透水係数 （k ）， 飽和度 （Sr）， 粒度 （0．074　m 皿

通 過率 ： Rp ，レ キ率 二 P4．7e）に つ い て と り ま とめ 検討を加

えた もの で あ る 。

　45 （D − 4）飽 和粘土 の 低 動 水 勾 配 に おける透 水挙動（吉

国 ・中ノ 堂 ・桑重 ） こ の 研 究 は，飽和粘土 に お け る 低動水

コ ウ配域 で の 透水挙動 を実験 した もの で あ る 。 実験は，標

準圧密試験機 を用 い ，圧 密除荷した過 圧密粘土 に対 して，

変水位透水試験を行な っ た 。 こ の とき 用い た 透 水 試験装置

に 対 し て は，バ ッ ク ・プ レ ッ シ ャ
ー 1．　o　kg！cm2 を加え る

こ とがで きる よ う特別 な工 夫をな し た。そ し て ，得 られ た

実験データ を ，
Swurtzendruber の 式 τ ＝B ｛i− 」（1− e

一
σ i
）｝

で 整理 し，そ の 結果 に対 し若干 の 考察 を加えた 。

　 46（D −−4 ）マ サ 土 の 粒 子 破砕 と透 水 性低 下 の 関係 （松

尾 ・福本）マ サ土粒子 の 破砕とそ れ に伴う透水性低下 の 関

連性を明確に す るた め に　方法論は従来と同じ （マ サ 土 と

石 英質河川砂 の 比較実験）で あ る が，試験条件 （マ サ 土 の

種類と突固め エ ネ ル ギ
ー

） を種 々 変えて検討 した 。 その 結

果，最適含水状態 に おけ る マ サ土の 透水係数は ， 突固 め エ

ネ ル ギー
の 大 小 に よ らず，常 に   式で 推測 され る 倍率 だ け

粒子破砕 の ため に低下 し，〔7）式 を満足す る 状態下 で安息す

る こ と な どが判明 した 。

　47（D
− 4） 粘 土 の 加圧 ・真空

・遠心 力脱 水 に つ い て （中

沢 ・大 北 ・柚 木）土中水 を土 か ら脱水させ る手 段に は ， 加

圧 ・真空 ・遠心力 ・加熱 ・振動 ・電気浸透な ど種々 考え ら

れ る 。 筆者 らは， こ れ らの 手 法を比 較検討 し ， その 特性 を

明確に して，地盤安定処理や廃泥水処理 に効果的 に 活用 し

た い と考 え て い る 。 本報告 で は，そ の
一部と し て ，軟弱粘

土 の 加圧脱水 ・真空脱水 ・遠心 力脱水 に よ る 脱水特性 を検

討 し て い る。同時 に，十 分発達 した構造を持 つ 粘土 として ，

高分子 凝集剤 を用 い 団粒 化 させ た 粘土の 脱水特性 をも合 わ

せ 比較検討 して い る 。

　 41 （D − 3）砂 の 相対密度測定法の 試案 （吉見
・砂 の相

対密度測 定法小 委員会） 「土質試験法」 の 改訂 に伴 い ，新

た に相対密度測定法小委員会 が 設置 され た 。 方法 が簡便 で

あ．る こ と，個 人 差 を含めバ ラ ツ キが 少ない こ と を重要な条

件 と して ， 最大 お よ び最小密度の 測定法 を提案 して い る。
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文献調査， ア ン ケ
ー

ト調査，

一
斉試験 を行 な っ た結果に 基

づ き ， 今回は室内実験を対象 と し，絶乾試料を用 い ，最大

密度は木槌に よ りモ
ー

ル ド側壁を打撃する方法，最小 密度

は 円ス イ形 ロ
ー

トに よ りモ
ー

ル ド内に 注入す る方法 で 求 め

る こ と に して い る 。

　42（D − 3）紙漏斗 に よる砂 の 最小密度試験 （陶野 ・砂

の 相対密度測定法 小 委萸会） ロ
ー

ト法は ス プ ー
ン 法 ・反転

法 ・フ ル イ 引上げ法 に 比 べ
， 密度 が低 く，

バ ラ ッ キ が 少な

く，装置 も簡便 で あ り，広 く使 わ れ て い る。そ こ で ，紙 ロ

ートを用い て形状 （口径 ・角度 ・長 さ），注入方法，容器

形状，紙質，個 人差 を測定値 の 平均 ・変動係数 ， 注入時間

で比較検討 した 結果， アー 1・紙 に よ る 口径 12mm ，展開

角 30°

の 円ス イ形 ロ
ートを用 い て容器の 中心線上 を落差が

な い よ うゆ っ く りか つ ス ム ーズ に引き 上げ て 注入 し，余盛

り部分 をきわ め て素早 く取 り除く方法 が実用的で あ っ た 。

　43（D − 3）相対密度測定 法 の 現状 と一
斉試験結果 （広

瀬 ・砂 の 相対密度測定法小 委員会）小委員会が土質試験法

改訂時に 砂 の 最大最小密度試験法 を提案す る うえ で 現在各

機関で 採用 され て い る試験法 をは握す る た め に 行な っ た ア

ン ケート調 査結果 （試験 法 と そ の 採用理 由，以前 の 測定法

か ら現在の 方法に変え た理 由 と方法，相対密度 の 活用法 な

ど）を報告し，さ らに 小 委員会内部で 3 種の 砂 を用 い ，各

委員 の 方法 で 実施 した最大最小 密度測定結果 を述 べ た もの

で あ る 。

〔一般報告〕 広島大学　吉国　　洋

　最近 の 動向 ， 問題点および将来の 展望

　こ の 部門11件の 研究 は 何 ら か の 形 で 土の 構造に 関連す る

もの
， 砂の 相対密度に関す る もの お よ び 土 の 透水特性 に 関

す る も の と して 分 け る こ とが で きる。

　土の 構造に関連する研究の うち，37と38は 細粒土の 骨組

構造を ミ ク ロ に観察 した もの で ， その 最終的ね らい は ，骨

組構造を変形や強さ な どの力学特性 と結びっ ける こ とに あ

る と思 わ れ る 。 そ の た め に は ，細粒土の 骨組構造 を何 らか

の 定量的表現 で 示す必要が あ り， その 状態量 と して どん な

量 を採用 し た らよ い か ， こ れ は現段階に お け る最も重要 で

基本的 な 研究課題 で あ る と思 う。 37は 集合体ペ ッ ド （ped ）

と間ゲキ ボ ア （pore）の 出現状況 の 観察 を通 して状態量 を

模索し，38で は 圧密 に 伴 う集合体 ペ ッ ドの 形状変化 の 観察

を通 して，微視 的状態量 と巨視的状態量問 の 相関性を検討

したもの で あ る 。 37，38は現在の 土構造を知 っ て ， そ の 土

が 過去 に 経て き た諸 々 の 環境 と今後 の 環境変化 に伴 う土の

挙動 を推定 しよ う とす る数年来の 研究 の一環 で あ っ て，そ

こに は 雄大 な ロ マ ン が ある 。

　40は，有機物の 含有量 に よ る粘性土 の 力学的性質 の 変化

を研究 し た もの で ，そ の 結論 は有機質粘性土 に つ い て 従来

得られ て い る共通 の 認識とほ ぼ一致 して い る。た だ こ の 研

究 の 特異 な 点 は ，有機質粘性土の 力学的特性 を土の 構造 と

21

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

講演要 旨 ・一般報告

の 関連 で説明 し よ う と した 点 に あ り，工学的 に きわ め て興

味深 い も の が あ る。

　 47は，無処 理 の 粘土 と高分子凝集剤に よ る 団粒化粘土の

脱水特性 を比較した もの で ， 脱水 の 方法 は 加圧 ，真空 お よ

び 遠心 力 脱 水 で あ る。団粒化 の 得失 が脱水方法や応力 レ ベ

ル に よ っ て異 な っ た現 わ れ 方 を し て お り， 興味深 い
。 こ の

研究 で は無処理粘土を基準 に して 高分子凝集剤 に よる 処理

粘土 の 団粒化 に伴 う脱水特性 の 変化 を相対的に 検討 し た も

の で あ る が ， 無処理粘土 と処理粘土 の 構造的差異が何 らか

の 形で は 握 され て い る と，よ り普遍性 の 高 い 研究 に な る と

思わ れ ， 今後 に 期待 し た い 。

　39の 研究 は，不 か く乱 マ サ 土 の ミ ク ロ な構造 を調べ た も

の で ，花 コ ウ岩 の 風化過程 と間ゲキ 構造 の 変化 とを関連 づ

ける の が そ の ね らい で あ る と思わ れ る 。 風化 の 程度 をもっ

て マ サ 上 を分類す る一
つ の 指数と し よ うとす る考え は相当

古 く，風化度の 判定方法も こ れ ま で い くっ か 提案され て い

る
。

し か し， それ らは一
長
一短あ っ て ，

一
般化す る に 至 っ

て い な い の が現状で あ る 。 こ め研究グル
ープ は数年来 の 研

究を通 して ，不か く乱 マ サ土の 間ゲキ 分布曲線 （砂質土の

粒径分布曲線に相当）が 風化 の 程度 に よ っ て きわ め て 明確

な パ ター
ン の 違 い を示す こ とを見 い だ した。こ れ は風化度

判定 の 有力な手掛か りで あ る と思 われ る。

　41， 42お よ び43の 研究 は，砂 の 相対密度測定法小委員会

の 活動報告で ， 41の 報告は 委員会 の 結論，42，43の 報告は

その 結論 に 達す る プ ロ セ ス で あ る。砂 の 力学特性 を相対密

度 との 関連 に お い て整 理 した もの を数多 く集積 し て おけば，

それ は工 学的判断 をす る うえ で 貴重 な資料に な る。そ の た

め に は ， 相対密度 の 測定法 を規格化 し ， 粘性土 の コ ン シ ス

テ ン シー試験と同様に多くの 人 の 共通 の 言葉 に して お く必

要がある。委員会 の ね らい もこ こ に ある と思わ れ る。測定

法や 試験法 を規格化し よ うとす る と き，検討 され る事柄は ，

　1． 論理 的厳密さの 追求 （よ りゆ る く，よ り密に）

　2， 再現性の 追求 （バ ラ ッ キ が少 な い ）

　3． 方法的容易さの 追求 （誰 に もで き る）

の 3項 目で あ る か と思 う。 こ の 3 項 目は互 い に幾分排反的

な 面を持ち，ど こ か に 調整点を見 い だす必 要 が あ る 。 委員

会 の 試案 は 再現性 や 容 易さの 追求 に重点 を濁き，論理的厳

密 さを幾分 二 義的に 位置づ け て の 成果 で あ る と推察 され，

適切な検討姿勢で あ る と思 う。精性土 に 対す る 液 性 限 界

ZVL や塑性限 界 Wp は，力学的 に厳密な意昧を持 っ わ け で

は な く，呼 び名は と もか く， あ る 方法 で 現出 させ た 二 つ の

状態 の 含水比 で あ る 。 そ して そ れ が 工学的利用価値が高 い

と い うこ とで あ る 。 同 じ こ とが指数と して の 相対密度 に っ

い て も言 え る の で は ない だろ うか e

　 フ ィ ル ダム の よ うに 水理土構造物 も巨大 に なる と，コ ア

材 に高い 止 水能力 を 要求す る 外 に，コ ア 材 の 強 さに 期待 し

て土構造物 の 安定性 を向上 させ る必 要が生 じ る よ うで あ る。

こ の 問題 に 対応す る た め に，44の 著者ら は レ キ を混入 し た

コ ア 材 の 透水特性を レ キ の 混入 率，コ ア 材 の 粒 度 お よび 締

固め時の 飽和度との 関連 に お い て検討し て い る 。 そ し て，

締固 め時の 飽和度が透水係数に き わ め て 鋭敏に 作用 し，レ

キ の 混入 率 の 影響が 比較的 鈍 で あ る とい う結果 を得 て い る 。

た だ実験成果 をよ り有効な もの に す る た め に は ， 透水係数

に鋭敏に 作用す る は ず の 密度 に 関す る記述 が ほ しか っ た 。

　46の 研究 は ，マ サ 土を締め固め る 際の 粒子破砕に 伴 う透

水係数 の 減少 を推定す る方法を 提案な い しは t その 方法 の

普遍 性 を検討 した もの で あ る 。
こ の 方法 に は 無破砕状態 の

透水係数が必要 で あ る 。 しか し ， 粒子 の ぜ い 弱なマ サ ニヒで

は粒子 を破砕 させ ない で締め 固 め る こ とが 困難 なの で そ の

代替 に粒子破砕の 少ない 河川砂 の 透水係数を使 っ て お られ

る。も ち ろ ん 土 が 異 な る わ け だ か ら材質補正 をす る こ とに

な る が ， あ る 土 の 透水性 を別途 な土 の 透水性 か ら推定し よ

う と い うと こ ろ に ，こ の 方法 の 特異 さが あ り，研究 の 進 展

を見守 りた い 。

　45の 研究は，低動水 コ ウ配 に お ける土 の 透水特性を調 べ

た も の で あ る。現場 の 圧 密排水 に お け る動水 コ ウ配 が圧密

試験の そ れ に比 べ て きわ め て 小 さ く， その 低動水 コ ウ配域

に お ける 間ゲキ水の 流れ は，非 ダル シ
ー

的で ある と指摘 さ

れ て 久 し い
。 し か し 日本 の チ ュ ウ積粘土 が低動水 コ ウ配域

で どの よ うな透水特性をもち， それが圧密過程に どの よ う

な影響を与 えて い る か，あま り明確 に され て い な い 。45の

研究は そ の た め の 基礎実験 で あ る。

岩 の性質お よび工 学的問題 第 1 日 午後の 部 第 4会場

〔講演要旨〕

　2アD （F − 1）簡易調査法 に よる無線中継所道路 の 切 取 り

土 砂 ・岩 石 区 分 （後藤 ・山 ロ ・神村 ・広谷 ・石 橋 ・黛）簡

便な 方法 で 客観的 な切取 り土砂 ・岩石区分の 判定基準を作

成す るた め ，代表的岩種 で，統
一

肉眼観察基準 に よ る岩盤

区分 と数種 の 軽量 で 簡便な計測器に よ る 測定を行な い
， 比
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較検討 した 。 その 結果 ， 岩盤区分に 弾性波速度 （簡易弾性

波測定器） と反発値 （シ ュ ミ ッ トハ ン マ ー） を採用す る こ

と に よ り，各岩種 ご との 岩盤強 度区分が行な え た 。 対
’
象岩

種 の 増大 を図 る とと もに，施工 の 難易性を加味した 岩盤強

度区分 をめ ざ して 現在 検討 中で あ る。

　278（G − 4）雨水 浸透 に よ る崩壊性斜 面 の 調査 ・検討例

（中沢 ・山本）切土 に よ り斜面 崩壊が発生す る 可能性 と そ

土 と基 礎♂ 25− 10、（236）
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