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3．　 場所 打 ちコ ン ク リー ト杭 と埋 込 み 杭の 設置 に 関 す る問 題
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3．2．9 泥水処理 と残土 処 理

　に｝ 泥水処 理 の 方法

　図一3．20は リバ ース 工 法 に よ っ て 発生す る廃泥水 の 処理

フ ロ ーの 例を示 した もの で あ る 。 循環泥水 の うち，沈砂池

に 入 る余剰 泥 水 は ，
コ ン ク リート打設時 に セ メ ン ト粒子 を

含む た め 弱 ア ル カ リ性を 呈 す る揚合 が多い 。 こ の た め pH

中和槽に よ っ て pH 調整 を行い ，つ い で 造粒装置で 高分子

凝集剤 な ど の 凝集剤を添 加 して ，  又 は   の 経路 で フ ロ ッ

ク と水に 分離し ， 前者は コ ン テナーなどで 搬出す る。後者

は pH 記録計や濁度計な ど に よ っ て水質 をチ ェ ッ ク した後

に ， 下水道や河 川 に 放流す る 。

　造粒後 の 残土固結化方法 に は，2通 りが考えられ ，   は
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機械力によ っ て 残土分と水分 とを強制的 に 分離す る方法で ，

  は メ ッ シ ュ 張 りの 水槽を つ くD ， そ の な か に フ ロ ッ ク を

あ る時間貯蔵 して ， 自然脱水 を期待す る方法で あ る 。

　  　凝集剤

　泥水処 理 に お い て ， 重要な役割を果た し て い る もの に凝

集剤があ る。凝集剤は 泥水中に含まれ る微粒子群を粗大フ

ロ ッ ク に し て ， 水と分離 しや すくする性質を も っ て い る 。

凝集剤に は硫酸バ ン ドの よ うな無機系や ， 高分子凝集剤 の

よ うに有機系の もの カミあ る 。 又 ， 有機系 に もア ニ オ ン 系 ，

カ チ オ ン 系， ノ ニ オ ン 系と い ろ い ろ あ り，泥水の 性質に よ

っ て そ の 効果も異なる か ら， 使用 に あた っ て は事前 に ビー

カーテ ス トな ど を行っ て決定す る とよ い 。

　〔3） 水質分析

　表
一3．6 は 東京都江東区現揚 に おけ る泥水処理 の 水質分

析値を示 し た もの で あ る 。 分析項 目は有害物質（No．1〜9）

i
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図一3．20　リバ ース 工 決に お け る泥水処理 フ ロ ー
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表
一3．6 排水分析結果 （単位 ； ppm ）

N ・・1 分 析 項 H 疹 析 結 剰 許容za （棘 湾鹹 ）

1 カ ド　 ミ ウ ム 0．0025 0．1

2 シ ア ン 0．Ol 1

3 有 機 リ ン G．001 1

4 鉛 o．01 1

5 六 価　 ク 口 ム 0．04 0．5

6 砒 素 O．01 0，5

7 総 水 銀 0．0005 0．005

8 ア ル キ ル 水 銀 0．OGO5 検出され ない こ と

9PCB 0．0005 0．003

10 SS 22．4 17Q （140）

11 pH 8．O 5．8岬8．6

工2C0D16 ．8 110 （90）

13 ノル マ ル ヘ キ サ ン 5 5

14 フ エ　 ノ 一 ル 5 5

15 銅 0．025 3

16 亜 鉛 0．31 5

17 溶 解 性 鉄 0．13 10

18 溶 解 性 マ ン ガ ン 0．05 10

19 弗 素 0．45 15

20 総 ク 口 ム 0．1 2

21 大 腸　菌 群 数 0　 ． 3，000個んn1
呂

（ り 口平均侮を示す

と生活環境項目 （No．10〜21）と に 分類され，許容値は各

々 の 基準によっ て規制 され て い る 。 こ の 処理にお い て 特 に

注意をは ら っ て い る の は pH と SS 程度 で あ り， 後 の 項目

に つ い て は あま り重点をおい て い ない 。

　（4） 残土処分

　泥水処理 に よ っ て 最終的に発生す る残土 の 処分 は，産業

廃棄物処理 基準 に従 っ て 処理す る の で あ る が ， こ の法令 に

よ る と ， 有害性の有無 の判定を行わ なけれ ば な らない こ と

に な っ て い る。そ の 試験方法 と基準 は最終処分方法 （陸上

埋 立 て処分 ， 海面埋立 て処分 ， 海洋投棄処分 な ど）ご とに ，

又 ， 産業廃棄物 の 種類と質 （有機性汚泥 溶解性 の 無機活

性汚泥 ， 非溶解性の 無機性汚泥な ど）ご と に定め られ て い

る。

　泥水 工法を例に と っ て み る と ，

一般土壌か らの 有害物 は

表一3，7 に示 すように ， ほ と ん ど検出する こ と がな く，東

京都 の 6 価 ク ロ ム 汚染の よ うな例外 を除 け ば ， あ ま り問題

に な っ て い な い 。 ．

　　　　　　　　　　（原文　工 藤光 威　  鴻 池組技術剏究 所）

　 3．2．10 工 法 の適否

　基礎 工法を上手 に 選定す る に は ， そ の 基礎 工 法 の 特徴を

把握す る こ と が必要であ る。い か に 慎重 に，・細心 の 注意 と

努力 で 施工 を行 っ て も，エ事現揚 の 土質 をは じ め とす る 地

盤の 状態や環境条件に ， 採択 された基礎 工 法 が適合 し て い

な い と，技術的努力と し て 報 い られ ず．．結果 と して ，不良

94

表一3．7 残土分 析結 果 （単位 ： ppm ）
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図一3．21 土 質 柱 状 図

な基礎を築造す る こ とに な る 。

　基礎工 法選択 の 失敗 の 主要な原因 に ば

｛1） 上部構造 の 性能やそ の 基礎 が持 つ 特殊状況など設計 に

　必要な情報 の 把握不足 。

 
．
土質条件や環境条件に 対す る 施工 法 の 適否，使用機械

　 の 適否 の 判断 の あまさ。

｛3】 土質調査 の 誤 り，又は調査 の 不徹底

な どが あ り，例えば土質調査 の 誤 りは ，そ の 調査結果 に 基

づ い て 適正 な設計施工 を行 っ て も1ミス を招 く結果 と もな る。

　もし工法 の 選定を誤 っ た場合1同じ失敗を繰 り返 す こ と

の な い よ うそ の 失敗 の 原因 を究 明 し て お くこ とが 技術者に

と っ て大切な こ と で あ る。以 下 工 法選定の 失敗とそ の 対策

例 を 2 ， 3述 べ
， 今後の参考に供した い 。

　失敗例一 1 〔被圧 地 下 水 があ る地 盤 に ，
ベ ノ ト工 法 を採

土 と基礎，2L− 4 （254）
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用 し て 失敗 し，鋼管杭 に 変更 した 例〕

　 こ の 現場 は，地形的 に お ぼ れ谷 を形成 し，水 田 が谷中ま

で 入 りこ ん で い る。

　お ぼ れ 谷部分 の 地盤構成 は
， 図一3．21の 土質柱状図に 示

す よ うに ピート混 じ リシ ル ト，シ ル トと砂 の 互層が50皿 付

近 ま で 堆積 し，以深 は N 値 50程度 の シ ル ト混 じ り砂層 （層

厚約 3m ）溶岩層と な っ て い る。こ の 溶岩層は 比較的ポ ー

ラ ス で 6kg！cm2 弱 の 被圧 地下水が存在す る。又 ， この 上

部 の 砂礫層 に も 300　l！min 程度 の 湧水 が あ っ た 。

　 当時 と し て は
，

ベ ノ ト工 法で 50m 以上掘削した実績は な

か っ た が ， この現場の 橋脚 2基 （1基当た りφ0．98m の べ

ノ ト杭 7 本）に つ い て 試験的 に14本 を施 工 し た もの で あ る 。

　 し か し支持層付近の 被圧地下水 の 湧出量 が あま りに も多

く， 掘削並 び に コ ン ク リー ト打設 に通常経験 し な い 困難 を

伴 っ た の で 杭 の 信頼性 に 疑問 を生 じ た 。 こ の た め 載荷試験

を行 っ て杭 の 性能を確認す る こ とに し た 。

　試験 は 最悪の 施工条件で 造成 した 7P の 中心杭 （図
一3．

22参照） に つ い て の み 行 っ た 。その 結果，鉛直載荷試験 で

は 130t 前後 で 急激 な沈下 を生 じ，支持層付近 の 地盤が か

な り緩 め られ て い る もの と推定 され た。こ の 試験結果 か ら

残 り13本の 杭の 支持力を推定する こ と は で きな い が， 地盤

条件 と施 工 記録 に基 づ い た．図一3．22の ように ， 中心杭の

周囲 に φ508 皿 皿 の 鋼管杭 （1＝ 51m ）を補強 の た め 増打

ち して 対策す る こ と と した 。
ベ ノ ト杭は ， こ の 橋脚 2基 の

み に施工 し ， そ の 他の橋脚はすべ て鋼杭が採用 され た 。

　失敗例一2 〔巨礫が出る 地盤 に ，
ベ ノ ト工 法を採用 し て

失敗 し，深礎工 法 に変更 した例〕

　現場 の 土質柱状図は ， 図
一3．23に 示す よ うに ，

GL − 3m

か らPto．5〜0．6m の 巨礫が粘土の 中 に混 入 し て お り，地下

水位 は こ の 粘土層 の 下部 で ， 地表面 か ら17皿 の とこ ろ に あ

っ た 。

　 こ の 地盤 に お い て は，ベ ノ ト工 法 は 巨礫の 除去 に 困難 を

生ずる こ とが予測 された。ベ ノ ト杭は ， φ1．5m ， 掘削長

エ6m で あ っ た が，実際 に 施工 し てみ る と，予想通 り巨礫が

か な り混入 し て お り，掘削作業 は 困難 を極め た。

　ベ ノ ト工 法で 巨礫 の 混入 した 地盤を掘削す局場合， ケ
ー

シ ン グチ ュ t ブ内

に 巨礫が現れ れ ば，

ハ ン マ
ーグラ ブで

つ か み 出す こ とが

可 能 で あ る が，実

際に掘削し てみ る

と，ケ
ー

シ ン グチ

ユ
ーブ の 先端 に あ

た る ケ
ー

ス が多か

っ た 。

　幸い 地 下水がな

い の で ， そ の 都度

・βLP

ζ
蓋璽P．1979 ．

（
日）

和

饑

孔内 に 作業員を降ろ し ，
こ れ を

取 り出す作業を行 っ た 。 こ の 作

業 は 巨礫 の 下部を人 力 で掘 り，

こ れ をケ ーシ ン グ チ ュ
ーブ 内に

転が し て か らハ ン マ
ーグ ラ ブで

つ か み 出 す の で ， 人 力 に よ る巨

礫処理 に多くの 時間 を要し ，
ベ

ノ ト本来の 特徴は ほ とん ど 生 か

され な か っ た。

　この 工 事 で掘削に要 した 時間

の ， 人 力 とべ ノ ト機の 比 は ， 5 ：1

とな り，
ベ ノ ト機 を利用す る 意

味が ほ と んどない
。 そ の た め工

法変更 に踏み切 り，次 の 理 由か

ら深礎 工 法 に 変更 し た。

　〔1） GL − 5〜16m 問に あ る

巨礫混 じ り粘土層 は，多少締 ま

っ て お り，深礎 の 施 工 に 適 して

い る。

　C2） 深 さが杭径 の ほ ぼ 10倍 で

あ り， 深礎 で掘削で きる 。

　  　地下水位が GL − 17m に

あ り， 掘 削中は作業に影響 を及

ぼす湧水が な い
。

　｛4［ 粘土中の 巨礫の 取出 しに

深礎工 は熟練し て い る 。

　  　深礎工 法 は ， 工 事規模 と

現場 の 面積 に よ っ て 同時 に 10組

以上 の 掘削の 用意 が 可能 で あ る。

　〔6｝ 騒音振動がほ とんどない 。

現場 で は 同時 に 10本 の 深礎杭
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の 施 工 を開始 し，当初予定 され た 工 期内 に 工 事 を完成す る

こ とが で きた 。

深礎工 法 の 特徴 で あ る礎底 の 拡大は行わず ， 杭径 は当初
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の 設計 ど お り φ1．5m で 施工 した。

　設 計杭径 を 2 〜 3m と し て 杭本数 を少 なく施工 で きれば，

巨礫除去 も容易と な り，工 期 も更 に 短縮で き深礎 工 法 の 有

利性が増す もの と言え よ う。

　失敗例一 3 〔ピート層地盤 で ベ ノ ト工 法 を採用 し，コ ン

ク リート打設に失敗 し ， 鋼管杭に 変更 し た例〕

　現揚は 図
一3．24の 土質柱状図 の ように超軟弱 なピート層

が厚 く堆積 し，そ の 下 に厚い 締 ま っ た 砂層が あ る。こ の 層

を支持層 と して ベ ノ ト杭が採用 され た。

　 こ の 工 事で は ，
ベ ノ ト機に よ る掘削 に は問題 は な か っ た

が ，
コ ン ク リートを打 設 し な が らケ ーシ ン グチ ＝

・一プ を引

き抜くと き，
コ ン ク リート圧 に よ っ て ，

ピート層部分 で 図

一3．25の よ うに想定され る は らみ出 し があ り ，
コ ン ク リー

ト打設量 は設計数量 の 約 3．5倍近 くに 達 す る結 果 とな っ た 。

　 こ の 例は ピート層 の よ うに含水量 が多 く， か つ
， 圧縮性

の 大きい 超軟弱地 盤 で は，場所打ち杭 の 施工 に 問題 の あ る

こ と を示 唆 し て い る。

　 ピー
ト地盤 で は ， リバ ー

ス や ア
ー

ス ド リル 工 法 の よ うに

　　　　　　　　　　　　　　 地表部の み ス タ ン ドパ イ

　　　　　　　　　　　　　　 プ を用 い ，そ れ 以 深 を，一

町 　 ・
一

ケ
ー

シ ・ 雌 削す

図一3．25 コ ン ク リ
ー

トは らみ 出

　　　　 し状況

る 方法 で は ，掘削す る と

底面 の ふ くれ上 が りや孔

壁 の 押出 し によ っ て，つ

ぶ され て し ま う現象 もよ

く見 られ る
。

　 この よ うな ピート地盤

の 工 学的性質の 判定 に は ，

未解明 の 問題 もまだ い く

つ か 残 され て い る の で ，

そ の 調査法や試験法 の 妥

当性 を吟味す る とともに ，

ピー ト地盤 の 挙動 を探 り

研究する こ と が，今後に

残 され た 大きな問題 と い

え よ う。こ の 現場 で もピート特有の 工 学的性質は未解明 の

ま ま ， 設計上又 は施 工 上確実性 が高 い と考 え られ る鋼杭案

に変更され た 。 橋脚 の 水平力は斜め杭併用に よ り抵抗させ

る 方式 が採用 され た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 （原文 京牟 礼和夫 建 設省建設大 学校講師）

3．3 埋 込 み 杭

　 3．3．1　埋込み杭 の 高止 ま り

　埋込み杭 にお け る
“

高止 ま り
”

とは ， 杭本体 が掘削深さ

よ りも浅 くし か 挿入 ， 沈設 で き な い 状態を い い ，その 差を

高止 ま り量 とい う。

　杭 が高 止 ま Dを した 揚合 ， 杭先端部分 の 地盤は乱 され て

い る こ と に な り，高止 ま り を生 じな い 揚合に 比 べ て ，支持

Y6

カは大幅 に減少 して い る こ とが 予想され る 。

　で は高止 ま りは ど うし て 起 こ る の か 。 プ レ ーボーリン グ．

中掘 りの 両ケ
ー

ス に つ い て 次 の よ うなこ とが考え られ る。

1） プ レ ボー
リン グ工 法 の 揚合

　 a ．通常 は オ ーガーな ど で 掘 削す る た め ，先端支持層が

　　砂礫 の 揚合排土 が 困難 に な る 。

　 b．掘削中に 掘削孔が曲が っ て，杭 の 挿入がで きな くな

　 　 る。

　 c ．掘 削孔 の 崩壊，沈積物 に よ っ て挿入 がで きな くな る 。

2）　中掘 り工 法 の 揚合

　掘削機 の 先端 が杭本体 よ り も突出 し て い る よ うな場合 ，

そ の 突出長が高止 ま り量 とな る こ と があ る。

　し か し，中掘 リ工法で も打撃併用工法の 場合は，先行掘

削底面以下 ま で最終打撃 を行う こ と に よ り， 又 ， セ メ ン ト ミ

ル ク に よ る先端根固 め工 法 の 場合に は ， 後述す る セ メ ン ト

ミル ク工法と同様の 方法 で 施工 す る こ とに よ り高止 ま り防

止 に努 め て い る。以 下 セ メ ン ト ミ ル ク工 法 を 中心 に 述 べ る 。

　ω　許容高止 ま り量

　原則的 に は高止 ま り量 は 許容 で きな い 。

　しか し ， 杭先端 の 砂 礫 が 排出 で きな い 場合に は ，打撃な

ど に よ る強制挿入以外 は杭 の 挿入 を掘削深度まで行 うこ と

は不可能 で あ る。

　そ こ で 大 阪 で は
“
許容高止 ま り量

”
とい う考え方を導入

し，あ る条件下で あ る 高止 ま り量以内 で あれば ， この 部分

を ソ イ ル コ ン ク リ
ー

ト化す る こ とに よ っ て ， 支持力の 低下

打
込
み

プ
レ

ボ
ー

リ
ン

グ
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を防止 し よ うとす る対策が試み られ て い る。

　こ の 許容高止 ま り量 は セ メ ン トミ ル ク注入工 法 の 場合，

支持層 へ の 根入 れ 長 と根固め液 の 充 て ん 長 の 2 つ の 要素よ

り決 め られ ，多数 の 載荷試験結果よ り両者と も少な くと も

50cm 以上 は 必要 で ある と判断され て い る 。

　｛i） 高止 ま り量測定器

　高止 ま り量 を事前 に探知 し て許容値以内に す る た め に ，

高止 ま り量測定器が用 い られ る こ と が多 い 。

　図
一3．28に そ の標準型

“ SK 式高止 まり測定器
”

の 構造

図 を示 す 。

　し か し実際の 施工 に お い て は施 工場所の 土質 の 相違，施

工 性 の 相違な ど があ るた め ， 測定器の 許容値 を定量的に定

め る こ と は極 め て 困難 で あ る 。

　そ こ で 各現揚 に お い て ， 最初の 施工杭 の 時に許容高止 ま

り量 との 関係を求 め，こ れ を目安と して更に数本チ ェ ッ ク

し，そ の 現場に お け る 計 測 許容値を決 め る必 要があ る
2）。

　い ずれ に し て も，高止 ま りにつ い て は慎重 に考慮す る 必

要 が あ り，そ の た め に は掘 削長，杭 の 挿入長さ な ど を正確

に 測定す る こ と が極 め て 大切 で あ る 。

　杭 が高止 まりをす る 原因 は ，砂礫又 は 粗砂の よ うに根固

め 液 の 粘性 に打 ち勝 っ て 沈積す る もの，及び オ ーガーに よ

っ て 回収で きない もの の 存在 に よ っ て 発生す る 。

一方この部分が砂及び砂礫 で あれば，セ メ ン トミ ル ク と

ホイス ティン グスイベ ル

Apri1 ，1979
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図一3．28　SK 式高止 ま り量測 定器

講 　　座

混合し て強固な コ ア と な る の で そ の 効果が期待 で きる 。

　引抜き時や掘削予 定深度近 くに なっ て の オ
ーガー

の 逆回

転は ， わ ざわ ざ粘性土 の 大塊を振 り落 と す こ と に な る の で

絶対 に避 けね ば な らな い 。

　 こ こ で もう一つ の 問題点があ る。そ れ は 計測時期 と実際

に杭が掘削孔 に挿入 され終わ る ま で の 時間的ずれ に よ る 高

止ま り要素 の 変化 で あ る 。

　通常掘削終了 後杭 が挿入 し 終わ る ま で に は，単杭で 10分

〜15分 ， 継ぎ杭で 30分〜80分を要す る 。

　そ こ で 実際 の 施 工 に 当た っ て は ， 最初の 2〜 3本の杭の

施工 時 に挿入 に要す る時間 を予想 し，そ の 時間を基点 と し

て ， 等時間間隔で数回 の 高止 まり量測定 を行っ て み る こ と

で あ る 。
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講　　座

30
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O玉

覊

粁

怒

使用杭種及び数量 ： PC 杭 （A ，
　 B種）600φ一32m

　　　　　　　　　 （12十 10一壬一10）　137組

設計耐力 ： go　t1本

土質柱状図 ： 図
一3．29に 示す 。

配合 ：

悸網 … ト
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根 固め 用
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 値1

　　　　図
一3．3D 高止 ま り量分布図

　その 結果 もし も大幅な変化量が測定され た場合 は，掘削

液の 配 合 を変え て （ベ ン トナ イ トな ど を増 量 し て ，オーガ

ー引抜き時 に 充 て ん 材 と して の 機能を 回復して や る処理 が

必 要 で あ る ）前記手 法 を繰 り返 し 測定値 の 変化量を少 なく

し て や る 処理 が必 要 で あ る 。

　   　高 止 ま り量 の 実測

　高止 ま り量 測定器 に よ る 掘削深度の 測定並 び に許容高止

ま り量 の 測定に よ り，現揚管理 を行 っ た 揚合 の 施工 結果 を

以下 に紹介す る。

〔工 事概 要 〕

　施 工 場所 ： 大阪市内

　　全施 工 本数に つ い て そ の 高止 まり量 をま とめ て み る と

　図一3，30の よ うに な る 。

　　本現揚 で は 根入 れ 長 が 2．0〜2．5m で 充 て ん 長が2．6皿

　で あ るの で ， 高止 ま り許容量 は 1，5〜2，0m で よい が ，

　L5 皿 を許容高止 ま り量 と した 。

　　高止 ま b量計測 を行 っ て ， そ の 数値 が大きい もの は 再

　掘削 （こ の 場合 は根固め液を使用）す る こ とに よ っ て 高

止ま りを防止す る こ とが で き，非常に良好な結果 を得 て

　い る 。

　　高止 ま り量 2．0皿 1 本 の み が許容値をオ ーバ ーし たが，

こ の 杭は根入れ 長が 2．5m もあ っ た た め 問題は な い と判断

した 。

　（iY） 高 止 ま り杭の 載荷試験結果

　高止ま りを生 じ た杭に載荷試験を実施 した結果 を一覧表

に して 表
一3．8に 示す が ， か な り良好な結果 とい え る 。

　なお こ こ で は杭径 500mm の 試験結果 の み
一

般例 と し

て示 した。

表
一3．8 載 荷 試 験 結 果
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表一3，9 各 ナ イズ別 セ メ ン トミル クの 配合

杭 　 　径 　 mm300 跚 40D 国 500  

セ メ ン ト　 kg 280360 脚 56D640 謝

水　　     励 32ゆ 400460 硼

注フ、液量 　m
δ 0．30 ．40 ．50 ．50 ．70 ．9

この 場合，充墳長は約2．Dm とな る。
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図一3．31 土 質 柱 状 図

　 3．3．2　セ メ ン トミ ル クの 品質

　セ メ ン トミ ル ク 注入工 法 は ，先端支持層中 の 砂礫 と ， セ

メ ン ト ミル ク を混合 し て ソイ ル コ ン ク リート化 をは か る の

で ，実際 の 施工 に 当た っ て は ， セ メ ン ト ミル ク の 品質の 管

理 を十 分 に 行 うこ と が大切 で あ る 。

　（i） セ メ ン トミル ク の 配合と投入量

　セ メ ン トミル ク の 配合と投入量 は，杭 の 設計支持九 地

盤条件，掘削深度 な ど の 条件 に よ り， 各現場に お い て 最適

な配 合 と投入 量 が決定 され る 。

　 こ こ で は 標準配合の
一例を参考 と し て 表

一3．9 に示 す。

　  　現場 で 採取 した コ ア の 強度

　先端部 セ メ ン トミ ル ク の 形成状況 とその 強度 の 確認 の た

め 実施 され た 採取 コ ア の 強度試験 につ き，以 下 に例 を挙 げ

て 説明す る 。

　実際 の 掘削予定 とお りの 孔 を築造 し て，杭を挿入 せ ず ，

孔内が どの よ うな形 で 固結化 し て い る か を調 査 し ， 採取 し

た コ ア の 圧縮強度 そ の 他を計測 し た もの で あ る
。 土質柱状

図 は 図
一3．31に 示 す。

　実 験 孔 の 大 きさ は，先端 オ ーガー径 350mm ，本体オ ー

ガー径 320　mm の もの で ，　 A ，　 B の 2 孔掘削し た 。 掘削

深度は 両孔共 GL − 22・　10　m で掘削方法 は一般と変わ らな

い 。使用 した 注 入 液 の 配 合 と使用量 は 表 一3，10に示す。実

験孔掘削作業終了直後，
ボーリ ン グ用 ロ ッ ドを圧入 し た結

APril ，　1979

表
一3．IQ 注入液 の 配合，使 用量

講 　 　座

ベ ン トナ イ ト セ メ ン ト　　水 使　　用　　量

25　　　 　　 120

〃 　 　 　 　 　 　 　 　 〃

劇 3，060Z （A 孔）
掘 削 用

（A 孔）

　 〃

（B 孔）
〃 2．040」 （B 孔）

250350 ’ （1 ：1．2）根固め 用
（A 孔）

　 〃

（B 孔）

一　 　　 　　 300

− 　　　 　　 32023D （1 ；1，4）

表 一3．1t コ ア 試 験 結 果

N ・一
採
轡 度 ほ鮪馴 比 副

吸

旁判
ヤ

盗 轡

A−1A
−2A
−34

唱

崎

弓

AAABB

−2B
−3B
−4

15．7015

．8017

．1017

．7520

．1020

．25

叙）．7520

，9521

．2021

．50

98．080

．026

．039

．059D

．03D7

．O209

，0339

．0394

．0558

．0

1．351

．391

．51L561

．981

．981

．581

．781

．851

．83

77．060

．；・

50，641

，29

．214435

．321

．69

．415

．1

173， 

77．00D

117．000

198．000

果， A 孔 で は 0．　6m ，
　 B 孔 で は 0．2m 高止 まりが あっ た。

　調査は41日後 に行 っ た 。 調査方法 は 上部 より標準貫入試

験を 1m ご とに 実施 し て N 値を測定 し，　 N 値が30に 達 し た

ら，コ ア チ ュ
ーブ に よ っ て 試 料を採取 した。

　 こ の 結果 につ い て は 図
一3，31に示す とお りで あ る 。 N 値

が 30に 達す る ま で は所 々 固結 物が入 る ソイ ル セ メ ン ト状 の

もの で あ っ た。また コ ア部分 は 下部に行 くほ ど コ ン ク リー

ト化が進 ん で い た。

　ア ム ス ラー型 圧 縮試験機に よ り圧縮強度試験 を実施 した

結果を表一3．11に示す。 ま た 比重及 び 吸水量測定結果 に つ

い て も付記する 。 圧縮強度 は 下部ほ ど大き くな っ て い る 。

こ れ は セ メ ン ト ミ ル ク注入後 の 圧密程度 と，泥土や他 の 不

純物 との 混合割合及 び 水 に よ る希釈程度 の 差異などに よ る

もの と 思わ れ る。又 ，上部 ほ どセ メ ン ト分 が少 な く，ベ ン

トナ イ ト分及 び 土 が多 い 。セ メ ン トミ ル ク の 配合に よ る 相

違は，富配合 の もの ほ ど高か っ た 。

　比 重 は 1．　35・・vl．98で 吸 水量 は 9．2〜 77、0％ で 相当 の ば ら

つ きが あ る。こ れ は コ ァ の 成分 と圧 密度 に大きく左右され

て い る もの と思わ れ る 。 比 重 と吸水量 は強度 との 関係が深

く，強度 と吸水量 は逆 比 例，比 重 は 正 比例 の 関係 が み られ

る 。
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