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1． ま え が き

　近接施工 とき くと ， 大変だ と思 っ て しま う。 首都高速道

路 の 建設 をや っ て い る と， 既設構造物の 近傍で 仕事を す る

こ とが し ば し ば ある 。そ の よ うな ときに は ，既設構造物 の

管理者 か ら，キ ッーイ条件 が 示され る。なん とか こ の 条件

を守 りな がら，仕事 を進 め るの は容易で は な い 。し か し 誰

か と雑談を して い た とき，公団さん もきつ い で すよ，とい

うこ と をき い た。そ ん な こ とは ある め え，公 団 は そ ん な こ

と を言 うめ え ，と は 思 っ た が，実は公 団で管理 の 立場に い

た こ とが ない の で ， よ く知 らない の だ 。

一
度誰か に キ ッ

ー

イ条件を出して み た い もの で あ る 。 とに か く， 近接施工 に

は 二 つ の 面が あ る 。攻 め る 側 と守 る 側 だ。守 りは 常 に 固 く，

攻 め る 側 は フ
ー

フ
ー

言 い ながら， 守 りの 間隙をぬ っ て
一

い や，ご まか すわけで は ない 。い ろ い ろ と対策を考えて ，

とい う意味だ ．一 なん とか 仕事 を し て い くの で あ る。

2． 近 接施工 とは

　近接施工 とは 何 で あ ろ うか 。

一
般 に近接施工 とい っ て 問

題 にす る ときに は ， 工 事 に よ っ て 地盤 に変位を与えて ， そ

の 結果既設構造物に 悪い 影響を 与 え る 揚合 を い っ て い る よ

うで ある。

　地盤 に 変位を与え る よ うな 工 事 とは，まず地下 に 構造物

を作 る よ うな工 事 で あ ろ う。土木 で い えば，直接基礎，杭

基礎 ，ケーソ ン 基礎等の 基礎構造物，道路 トン ネ ル ，地下

鉄 な どの 鉄道 トン ネル ，共同溝，電 々 ，東電の 洞道，下水

道 な どの 構造物 が 考 え られ る 。 施 工法 もい ろ い ろ あ る が，

特 に掘削に つ い て は ， 開削工 法とシー
ル ド工法が あ る 。 ま

た 地下構造物以外 に は，盛土や切土が あ る。

　既設構造物 に 与 え る 悪 い 影響とは，例 え ば 建築物 に 与 え

る ， 大きな沈下 ， 傾斜 ， き裂 ， 破損な どが ある 。 また道路

や鉄道 の 交通 に 支障 を与 え る こ とが 考え られ る。特 に 鉄道

の 橋梁に 大き な変位 を 与 え る と ， 車両 の 脱線，転覆 に つ な

が り，大惨事 とな りか ねない 。 道路 で も地盤 の 陥没などで

交通 に大 き な 障害 を与え る こ とが ある。ま た 交通 信号，通

信 ， 電力 な どの 機能を犯す こ と もある
。

＊
首都高速 道路 公 団 　工 務 部長

June ，1980

　 と こ ろ で ， あ る川 の 橋梁 の 下流で 工事を して い た杭打ち

船が，強 風 で 移動 し て 橋梁の 橋 げた にぶ つ か り， 部材 を変

形させ た こ とが ある 。 また工 事 中の 杭打ち機や ク レーン 車

が倒れ て ， 近隣の 建物や電灯線 ，電話線などに ， 被害 を与

え る こ と も考え られ る
。

こ れ ら は 地盤 に変位 を与 え た 結果

起 こ っ た もの で は ない が，や は り一種 の 近接施工 で あ ろ う。

し か し こ れ ら を
一

般 に 近接施工 の 仲間 に い れ て い な い の は，

具体的 に ，い つ ，ど こ で
， どの 程度起 こ る と予想する こ と

がで きない もの で，した が っ て，一般的 な対策以外 の 具体

的 な 対策をた て る こ とが で き な い も の で あ る か らで あ ろ う。

こ れ らは事故と よ ばれ る もの な の だ 。

　 もう一つ ，地盤 に変位を与 え るた め に起 こ り， あ る程度

予 測 も され る が ， 近接施工 の 仲 間 に一
般 に は い れ て い ない

もの に ， 工 事損害が あ る。工 事 に よ っ て 付近 の 民家や商店

に ， 例え ば，雨 もりが した り，雨戸 が うま く動 か なくな っ

たり，壁 に ひ び割れ が入 っ た り，た た きが 割れ た り，家 が

傾い た り，とい っ た軽微な被害 を与え る揚合だ 。 これ に対

して は ，工 事中に 応急修理 をする と 同時 に ，工 事完 了後，

被害の 程度を調査 し て損害賠償 を し て い る 。
こ れ を一般に

は 近接施 工 の 仲間 に い れ て い ない こ とか ら考え る と ， 近 接

施 工 と は ，工 事 に よ っ て 地盤に 変位を与 え て ， 既設構造物

に大きな悪影響 を与え る こ とが 予想 され る 揚合 に ， あらか

じめ特別 の 対策をた て て ，予想 され る被害 が 起 こ らな い よ

うに し て行う工 事 と い う こ とに な る。両者 の 違い は ，あ る

い は被害の 程度の 差 と もい え る 。 近接施 工 と して，あ らか

じめ特別の 対策を必 要 とする工 事は，被害の 程度が大き く

て ， 予想 され る 被害 を 与 え る と，大問題 とな る よ う な工 事

で あ る 。 工 事損害と して ， あ と で損害賠償をする工 事 は ，

被害の 程度が 小 さくて ，被害が起こ っ た ときに ， 損害賠償

で 解決 し て も問題 とな らな い よ うな工 事，と い え よ う。も

っ と も両者 の 違い は 微妙で あ っ て ， 例え ば ， 工事損害 を少

な くす るた め に ，鋼矢板 を埋殺 し に す る こ と も
一

種 の 対策

で あ る か ら，こ れ は 近接施工 と い うこ と に な ろ うか 。

　 こ の ほ か 構造物 の 完成後 に ， そ の 構造物が 破壊 した り変

形 した り して ，あ る い は ま た周 辺 の 環境条件や地形条件 を

変化させ た りし て ，既設構造物 に 悪影響 を与 え る こ と も，

広 い 意味 で は 近接施工 とい え る か もしれ ない が ， こ こ で は
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図
一1　 土留 め壁の 変形 と土量 の変化

と りあ げ ない こ と にす る。

3．　 仮設 と近接施エ

　 ま ず こ こ で い う仮設 とは 何 か を決 め て お こ う。そ れ は土

留 めや締切 りで ある。す な わ ち，い わ ゆ る親杭横矢板 に よ

る 土留 め ，あ る い は鋼矢板 に よ る締切 り，そ の ほ か鋼管矢

板や連続地中壁 に よ る締切 りな ど も含まれ る 。
こ れ らは掘

削 に伴 っ て必 要 と な る もの で あ るか ら ， 掘削と近接施 工 と

い っ た 方が よい か も しれ な い 。

　既設構造物の 近傍 で 掘削す る と ， 既設構造物 は ， 掘 削 し

て い る方 へ 移動し よ うとす る 。あ る い は 沈下 し よ うとす る 。

図
一1 に 示 す よ うに ， 土留め 壁 は ど うし て も掘削側 に は ら

み 出 し て 変形す る 。 こ の 変形 に対 し て は，腹起 こ し切ば り

などの 支保工 をい れ て お さえ て い くの で あ るが，掘削後 に

こ れ らの 支保工 をい れ る の で
， 掘削巾に 起 こ っ た 変形 を，

完全 に 元 に 戻す こ と は で きな い
。

こ の こ とは 当然背面 の 地

盤 に も，変位を起 こ させ る こ とに な る 。 図
一 1 は羽 田 トン

ネル に お け る国鉄で の 測定例
1｝

で あ るが ， 鋼矢板の 変形 に

伴っ て ， 地表面 の 沈下 が起 こ っ て い る こ とが よ く分 か る。

締切 り背面 の 土 も， 矢印の よ うな変位を し て 体積変化が あ

る か もしれ ない こ とを考え る と， 鋼矢板 の 変形 に よ るは ら

み 出 し土量 Ad と ， 地表面 の 沈下量 As とは，比較的 よ く

あっ て い る 。掘削底面 の ふ くれ 上 が り量 An と，毎回 の 掘

削底面以下 の 鋼矢板 の は らみ 出 し量 も一致するはずで あ る

が，底面 は 常に 掘削され て い る の で ， r  の 正 確 な値 をつ

か む こ と は難 し い 。

　さ て この よ うに，仮設近傍の 地表面 は 沈下す る の で ， そ

こ に あ る建造物 は 当然，沈 下 あ る い は 傾斜 し よ うとす る。

ま た矢板 の は らみ出 し に伴 っ て ， 図
一 1 の 矢印の よ うに ，

地中で も地盤 の 変位が起 こ るか ら ， そ こ に あ る既設構造物

の 基礎 も，当然掘削側 に 押 され る よ うな カ を 受け る 。こ の

た め し っ か りし た 基 礎 が あ っ て も， 既設構造物 に 悪影響 を

与えて し まう。

　 で は ど の くらい 離 れ た と こ ろ で ，どの く らい の 沈 下 が 起

こ るか は ，ペ ッ ク （Peck）の 有名な研究
2）

が あ るか ら紹介

す る と， 図
一2 の よ うに な る 。

こ の 図で 例えば，1 と皿 の

境目 の 領域 で 掘削深 さ を10m とす る と，掘削背面 で の 沈下

量 は 20cm に な り，40m 離れ た と こ ろ ま で 沈下が ある こ と
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図一2　土 留 め壁 か らの 距 離と沈下量 （ペ ッ ク）

に な っ て ， か な り大 きな変位 とそ の 範囲 で ある 。

　以 上 は 単 に ， 掘 削に 伴う矢板 の は らみ出し と ， 地表面 の

変位で あ る が，こ れ を促進 した り，量 を多くした りす る も

の が あ る。砂地盤 で は，地下水掛出 に伴う地盤沈下 が あ る 。、

更 に こ れ が 激 し くな る と，地下水と と もに 締切 り背面 の 土

砂 が 流出 し て き て，そ の あ と の 空洞 に ， 背面土 が 大き く陥

没 し て きた りす る。も っ とひ ど くな る と ， ボ イ リ ン グで 掘

削底面 が破壊し ， 仮設構造物も崩壊 し た りす る。こ うな る

と事故で あ る 。 軟弱 な 粘土 地盤 で は ， ヒービ ン グに よる掘

削底面 の 破壊と，そ れ に よ る 仮設構造物 の 崩壊事故が あ る。、

既設構造物 の 近傍 で こ の よ うな大変状を仮設構造物 に与え

れ ば ， 既設構造物 の 被害 は 当然甚大なもの と な る か ら， 近

接施工 で 事故を起 こ す よ うな こ とは，絶対 に して は な ら な

い o

4．　 仮設に おける近接施 工 対策

　前述の よ うに ， 近接施工 の 問題 は ， 掘削に 伴う土留め壁

の 変形 に よ っ て 起 こ る の で ，こ の 変形を小 さ くす るに は ど

うし た らよ い か を 考え て み よ う。

　設計上 は まず ， 変形 の 大 き さを予 測 し，同時に既設構造

物 に 与え る 被害を予 測す る こ とが必 要 で あ る。掘 削 に 伴 っ

て 起 こ る土留め壁 の た わ み を，掘削段 階を追 っ て 求 め る計

算方法 は，い くつ か提案され て い る 。 しか し土の 性質，地

盤 の 性 状が複雑 な こ と もあ っ て ，実際 と は一
致し な い こ と

が 多 い が，ま ず何 らか の 計算 を して み る 必要が あ る 。
FEM

で も計算で き る。

　次 に 同 じ た わ み で も， 既設構造物 の 位置 と種類に よ っ て ，．t

被害 の 程度 が違 うで あ ろ う。既設構造物 の 位置，す な わ ち

土留 め壁 か らの 離れ の 程度 に よ る影響 は，前述 の ペ ッ クの

図や，後に 述べ る 指針 な どが参考 に な る 。 既設構造物の 種

類 につ い て は，ま ず直接基礎 をもつ 構造物，建築物 の 被害

土 と基 礎，28一略 （269）
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が大きか ろ う。不同沈下 の 計算が必 要 な こ ともあ る 。 支持

杭に よ る 基礎，ケ
ーソ ン 基礎な ど は，比較的影響が少 ない

か もしれ な い が，地盤沈下 に よ るネガテ ィ ブフ リク シ ョ ン

の 計算，あ るい は 土留め背面土 の 移動に よ る水平力の 計算

な どが必要とな る 。 ま た既設構造物の 機能に よ っ て も違 っ

て くる 。 例え ば鉄道橋 の 基礎 で あれ ば ， 変形 は きび し く制

限され る 。

　 さて こ の よ うに し て ，予想され る土留め壁 の 変形 と既設

構造物の 被害 の 程度 が 分 か っ た ら， 次は対策 で ある。まず

仮設側 の 対策 と し て は，壁 の た わ み を小さ くす る こ とで あ

る か ら，壁 の 剛性を大き くする こ と と，地盤改良をす る こ

とが考え られ る。あ る い は支保工 の ピ ッ チ を小 さくする こ

とで あ る。

　壁の 剛性を大き くす るた め に は ， 鋼矢板で あれば 大型 の

もの を用い ，更に鋼管矢板 ， 連続地中壁な ど を使え ば よ い 。

鋼管矢板も板厚 を厚 くし ， 径 を大きくすれ ば，剛性 は 増す

が ， 施 工 能力 に 限界が ある。連続地中壁 も厚い ほ ど剛 で あ

る が，こ れ も限界 が あ る。こ の ほ か 現場打ち コ ン ク リート

杭の 柱列 な ども用 い られ る。

　地盤改良もい ろ い ろ種類が あ る 。 比較的よ く使わ れ る も

の に，生 石 灰杭が あ る 。 掘削側 の 土 の 強度を増す た め に使

わ れ る よ うで，水 と反応 し て消石 灰に なる と きの 体積膨張

を利用する もの で あ る 。 薬液注入 も数多くあ る。水 ガ ラ ス

系 の 薬液で 市販 され て い る も の の 商品名を あ げ る と，70以

上 ある と い わ れ て い る 。 こ の ほ か セ メ ン トが 使 わ れ る。最

近 は施 工 方法 の 研究 が 進 ん で ，2 重管を使 っ て瞬結性 の グ

ラ ウ トを圧入す る 工 法 が 使 わ れ て い る 。 ま た サ ン ドパ イ ル

やナ ン ド ドレ ーン なども一種 の 地盤改良 で あ る し，一時的

な もの で は凍結工 法などもある が，い ずれ も採用 に当た っ

て は ， 慎重な検討が必 要 で あ る 。

　こ の ほ か掘削に伴う土留め壁 の 動き を ， 強制的 に お さえ

る 工法を採用し た こ とが あ る。桜木町付近 の 国鉄根岸線 の

橋脚に ご く接近 して ， 首都高速道路の トン ネル を作 っ た と

きで ある が3）
， 図

一 3 の d ）の ような トン ネル を作 るに 当

た っ て ，鋼管矢板 で 土留 め をし た ほ か に，同図 a ）に中壁

と書い て あ る連続地中壁 を，土留め壁 と平行に施工 し ， そ

の 壁 と橋脚側 の 土留め壁 との 間 に，こ れ らと直交す る 隔壁

を，や は り連続地中壁 で 掘削前 に作 っ た。図 の ハ ッ チ し て

あ る部分で あ る 。 こ うし て お け ば，掘削に 伴 っ て ， 橋脚側

の 土留め壁が変形 し よ うと し て も，隔壁で お さえ られ て 変

形 で き な い 、更 に 切 ば りの ほ か に防護 ス ラ ブ を打ち，上床

を作っ て ， 逆巻き で 隔壁 を壊 し なが ら完成させ た。費用 は

か か っ た が ， 非常に慎重 に 工 事を行っ て ， 安全 に 施 工 で き

た例 で あ る。

　次 に施 工 面 で 考え られ る対策を ， 若干列挙 し て み る 。 ま

ず土留め 壁 の 変形 を 少 な くす る た め に ，切ば りに プ レ ロ ー

ドを か ける 。ま た 切 ば り と腹起 こ し と の 問 の あ そ び を な く

す た め に ，
コ ン ク リートを打つ 。親杭横矢板 で は ， 裏込 め
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  上床版部施工

（d）高速構築完了
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図
一3　土留め壁 に直交す る 地 中壁

を し っ か りす る 。 場所打ち コ ン ク リート杭の 杭本体 よ り上

の 部分 で ， あ とで 掘削す る と こ ろ の 埋戻 し も し っ か りす る 。

切ば D ，腹起 こ しを い れ る た め の 余掘 りも， で き る だ け小

さ くす る 。 構築物が で き上 が っ た あ と の ， 土留 め壁 との 問

の 埋戻 し も ， 十分 に 締 め固め る必要 が ある。鋼矢板等の 引

抜 きあ と も， 軟弱地盤で は 問題なの で ，埋殺す こ と も考え

る 。周辺 の 地下水 の 処理 も大切 で あ る。必要 に 応 じて，強

制排水す る こ と もある が，逆に 水位低下 で，粘性土 が圧 密

沈下す る こ ともあ る の で ，そ の よ うな と きに は，排水した

水 を リチ ャ
ージす る。こ の ほ か 注意すべ き 点 は多々 あ るが ，

総 じて細か い 配慮が必 要で，神経の ゆき届い た施工 管理 を

す べ き で あ る。

　施 工管理 を よ りよ くす る た め に，最近 は計測が 行 わ れ る

よ うに なっ た 。 特に 国鉄 の 橋脚 の 近傍で の 工 事などで は，

仮設構造物自体の 計測に よ る 管理 の ほ か に，橋脚の 挙動 を

計 測 管理す る こ とが 必 要 で あ る。

　し か し 十分な施 工 管理を し て も， 土留め構造物 に 大きな

変状が起こ りそ うな と きに は ，思い き っ て 水 をい れ る とか，

背面土 を大幅 に カ ッ トす る とか の ，措置 が 必 要 で あ る。

5． 近接施工 に関す る指針

近接施工 に 関す る指針を あ げ る と，次の よ うで あ る。

日本国有鉄道

　近接橋台橋脚 の 設計施工 指針（案）

東京都交通局

昭 和42年 3 月

昭和49年

7

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

総　　脱

　地下鉄構造物 に対す る近接工 事取扱い （暫定）指針

日本道路公団

　設計要領第2 集橋梁下部工 4 − 5　基礎 の近接施 工

首都高速道路公団　　　　　　　　　　　 昭和45年 5 月

　既設構造物 に 近 接す る基礎構造物 の 設計施工指針 （暫定

　案）

日本電信電話公社　　　　　　　　　　　　昭和47年 7 月

　電気通信用地下施設防護の 処理標準

　以上は い ずれ も，当然の こ とな が ら，守り の 側 の 指針 で

あ る。す な わ ち 自己 が保有し管 理 す る既 設構造物 に 近 接 し

て，新設構造物が施工 され る場合 の，と っ て も ら うべ き対

策を，近接の 度合，構造物や地盤の 種類な ど に よ っ て 規定

し た も の で あ る 。 特 に 国鉄 の 指針は，営業線の 既設構造物

と して の 橋梁や高架橋 に近接 し て 施工 され る，線増工 事 ，

橋梁改良工 事等を対象 に し た もの で ，い わば国鉄 の 内部規

定 で あ る。し か し こ の 国鉄 の 指針が 最 も古 い の で
， そ の 後

作 られ た，都交通局，日本道路 公団，首都公 団の 指針は ，

い ずれ も国鉄 の 指針を基 に して い る よ うで あ る。

　と こ ろ で これ らの 指針は ， 新設構造物 の 種類 に 分けて 記

述 され て い る もの が多い 。そ こ で 土留 め締切 り等 の 仮設 に

関 係 あ る部分 の み を と り出 し て み よ う。

　まず首都高速道路公団の 指針 で は，仮設を開削工事と い

う形 で ，直接基礎 の 場合 に 含 め て 扱 っ て い る 。 こ の 場合 の

近接 の 度合に よ る範囲は 図一4 の よ うで ， 次 の よ うに し て

決 ま る。こ こ に Bo は既設構造物と新設構造物 の は なれ で ，

他 の 記号 は 図 の と お りで あ る。 ま た B
，〈5 皿 の 揚合 は ，

B
、
＝ 5m とす る 。

無条件範囲（1）： ｛1｝  で 決ま る範囲

　（1） B
。＞3B1 （新設構造物 の床付 け が地 下 水位以 下）

　　　B
。＞2Bi （　　 〃 　　　　　　　　　　 以上）

　〔2｝　Ba＞（ヱ）h − 1）∫1）tan （45
° 一φ12）十 B

，≦ 4　B
，

制限範囲（皿 ）： 〔3｝（4）で 決 ま る範 囲

　｛3｝　Bo〈B
，

8

図一4　首都公団の 指針にお ける近接範囲

　（4｝　Bo≦（Df2− Dr ）tarl（450一φ12）− 2c！r　tan（450 一φ！2）

　　　　 ≦ 3B1

要注意範囲（ll）： （1）（皿 ）以外 の 範囲

　 こ こ で 範囲の 違い に よ る 新設構造物や仮設構造 物 の 設計

施工 時 の 注意や対策を述 べ る と ， 次の よ うで あ る 。

無条件範囲（1 ）： こ の 範囲 に 新設構造物や仮設構造物が入

　 る 揚合 に は，設計施 工 に 特別 の 考慮を
一

般 に は要 しな い
。

　た だ し必 要 に 応 じて 既設構造物 の 変状の 観測を行 う。

要注意範囲（H ）： 設計に 当た り一般的な考慮を払 い ，施 工

　時 に は既設構造物 に 有害な 影響を 与え な い よ うな工 法 の

　選択を行 い
， 変状の 観測 を行 う。

制限範囲 （要対策範囲）（皿 ）： 設計施工 に 当た っ て特別 の

　考慮 を し，既設構造物 に 有害な影響 を与 え ない よ う十分

　な対策 工 ， 防護工 を当初 よ り計画す る 。 同時に 施工 時に

　変状 の 観測 を行 う。

　制限範囲内 に お け る一般的な 対策事項 と して は ， 既設構

造物の 補強，地盤 の 強化改良，防護工 の 設置 ， 薪設構造物

の 変更，施 工法の 変更 及び改良，施 工 の 制限な どが あげ ら

れ て い て ， 特 に 直接基礎 （開削工 法） の 揚合 に は ，地盤 の

強化改良 の た め と して ， 注入 工法 ， 鋼矢板地下連続壁等に

よ る 遮断防護 工，新設構造物 に お け る対策 と し て，土留め

工 の 強化，適切 な排水 工 の 採用，既設構造物の補強 と して

は ， ア ン ダーピ ニ ン グ，増 し杭等が必 要 と され て い る 。

　以上が首 都公団 の 指針 に お け る仮設工 事，開 削工 事 に 関

係す る部分 で あ る が，国鉄 の 指針 で もほ と ん ど同 じで あ る。

　次に 東京都交通局の 指針で は ， 開削工 事の 揚合と し て，

図
一 5 の よ うに な っ て い て，範囲 の 決 め方 は 次 の よ うに し

て い る。

検討範囲（T ）： 〔11  （3〕で 決ま る 範囲

　ω x ≦ H ＋ 10m

図一5　都交通 局の 指針 に お ける 近 接範囲

土 と基礎，28− 6 （269）
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図
一6　電々 公社の 指針に お ける近接範囲

　｛2｝　x ≦（プーF，）tan（450一φ12）

　（3｝ x ≦30皿 十 H

要注意範囲（T1）： 〔41｛5）［6）で決ま る範囲

　（4｝ 10m ＜ x ≦ H ＋ 10m

　（5｝　（鹽〆− Fi）tan（45e一φ12）く x ≦（ノ
ーF

，）tan（45
°一

φ！2）

　（6〕 30皿 く x ≦30m ＋ H

条件範囲（T2）： 〔7×8×9｝で 決まる 範囲

　（7）　 x ≦10m

　（8）　x ≦（ノ
ーFL）ta皿 （4s

°一
φ！2）

　（9〕 諾 ≦30m

　こ の 図 で 示 され た範囲 は，地下鉄構造物が長方形 の 揚合

で ある が，シ ール ドの 場合 も示されて い て ，そ の 場合に は

図中 の H が シ ール ド断面 の 直径 に，数字の 10m が 15m に ，

30m が 45m に な っ て い る 。 ま た 範囲の （T1）は 首都公団 の

範囲 （1 ）に，（T2）は （皿 ）に 相 当 し，（T ）は （T1）と （T2）

をあ わ せ た もの で あ る 。 工事が （T ，）の 範囲で 行 わ れ る 場

合の 設計施 工 上 の 注意や 対策は ，首都公 団 の 場合 と同 じ で

あ る 。

　電 々 公 社 の 指針 で は ， 図
一 6 の よ うに な っ て い る。図 の

範囲〔A）に 電気通信用施設 が 入 る 場合に は，例え ば ， グラ ウ

ト注入 工 法，石灰 工 法 な どで 地 盤 改 良 を し た り ， 掘削幅を

広げて露出させ ， 受け防護 ，
つ り防護 を した り， あ る い は

連続地 中壁や連続柱列杭等の 仕切 り壁 を設け る こ とな ど を，

事前 に す る こ とが 必 要 で あ る。範囲  で は ，工 事前，工 事

中 ， 工 事後 に ， 洞道 ， マ ン ホ ール の 沈下状況調査，管路 の

通過試験などを行 うこ とが 必 要 で あ る。範囲◎ で は，測量

を行 っ て ，地表面変化 の 管理 をす る こ とが必 要 で あ る 。

6．　 あ と が き

　仮設 に お け る近接施工 の 問題 点と対策 ， 各種指針などを

概観した が ， 十分 に意をつ くせ た とは い え ない の が 残念 で

あ る 。 計算例 ， 施工例を もっ と載せ る つ もりで あ っ た が ，

紙面 の 都合 で 割愛 し た。都市内 に お い て は ， 今後ますま す

難 しい 近接施 工 が 増える で あろ うか ら，十分慎重 に 設計，

施 工 し て ，安全 な 工事を し た い もの で ある 。
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