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1． は じ め に

　 北海道縦貫自動車道 （札幌〜岩見沢）は，延長約 32km

の う ち 台地部約 5km を 除 く約 27　km が ，石 狩 低 地 と呼 ば

れ る 泥 炭地盤上 に 全線 ほ ぼ 5m 以上 の 計画高 で建設 中で あ

る 。 こ の よ うな大規模な 泥炭地盤 に お ける 高速道路建設 は ，

日本道路 公 団 と して 初 め て の 経験 で あ り，昭和48年 よ り 5

年間 に わ た る 調査 ， 試験 工 事 ， 設計を経 て 昭和53年 よ り本

線 工 事 を開始す る に 至 っ て い る。

　 当区間 に お い て は 基本的 に は 盛土構造を採用 し全区間一

貫 した 考 え方 で 設計 して い る が，そ の 設計は試 験工事の 実

態 か ら考える と決 して 余裕の あ る設計と は い えず， む しろ

極限設計に 近い
。

し た が っ て ， 工事の 成否 は十分な動態観

測 に 基 づ く入 念な施工 ，す な わ ち現揚計測 工 法 の 活用 の い

か ん に か か っ て い る との 認識か ら， 当区間の 盛土工 事 に 当

た っ て は 現場計測 工 法の 考 え 方を全面的 に取 り入れた施工

を 行 っ て い る。具体的 に は，請負人 に よ る各 工 事現場 で の

動態観測 に基づ く施工 管理 の ほ か ， 全工 事 を総括監督す る

日本道路公団の 工 事 々 務所 に集中管理セ ン ターを置き，電

子計算機 を用 い た集 中管理 シ ス テ ム を開発，導入 して 全線

約 110 箇所 の 観測線 の 動態観測 結果 を毎 日集約 し，工 事現

場全体を集 中的 に 管理す る とい う二 重の 施工 管理 シ ス テ ム

を と っ て い る。

　 こ こ で は ， こ の よ うな大規模 な 軟弱地 盤 上 の 高速道路盛

土 工事に適用した現場計測 工法に基づ く施 工 法 ， お よ びそ

の た め の 施工管理 シ ス テ ム につ い て 報告す る 。

2． 現場計測 工 法

　 2．1　現場計測工 法 の 考 え方
！）

　軟弱地盤 上 の 構造物 の 施 工 に お い て は ， 設計時 に 予 測 し

た こ と と実際 が一
致 し ない とい う事態 に ぶ つ か る こ とが し

ば し ば あ る。そ の 結果 ，設 計 で は所定 の 工 期 内 に安全 に 施

工 可 能 な 対策工 法 が採用 され て い る はず な の に ， 実際 に は

施工 途中 で 破壊を生 じ る ケー
ス が起こ っ た り，反対 に 何も

問題 が な く施 工 で き た が，結果 的 にみ る と ど うもオ ーバ ー

デ ザイ ン で は な か っ た か と考 え られ る ケ
ー

ス が生 じ た りす

る 。こ れ は現行の 設計の 過程 に 多 くの 単純化，理想化，仮
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定が含 ま れ て い る こ とや ，設計時の 情報 （ボ ー
リン グや土

質試 験 の データー，同種 の 施工 データ F．一な ど）が 限 られ て

い る た め，設計 自体 に 不確実 さ を伴 うこ と が避 け られ な い

か らで あ る。設計安全率 の 小 さい 盛土 の よ うな土構造物 の

場合 は ，こ の よ うな 設計の 不確実 さが 施工 途 中の 破壊 に つ

なが っ て 多大 な経済的損失 を 招 く危険性 が 大き く，事実 そ

の よ うな事例 は 少なくない 。

　 そ こ で，特 に 軟弱地盤 に おけ る盛土 の よ うな 土構造物 の

場合，各種 の 計測器を設 置 し て 動 態観測 を行 うこ とに よ っ

て 構造物 が 設計 どお りに施工 で きて い る か ど うか をチ エ ツ

ク し ， 破壊とい っ た致命的な事態を未然に 防止 し な が ら施

工 す る こ と が 重 要 で あ り，一
般的な施 工 法 とな っ て い る 。

更 に ， 動態観測を単に構造物 が 安全側 に ある か ど うか を確

認す る た め だ け の 手 段 に と ど め ず，時 々 刻 々 観測 値 と設計

値 を対 比 しな が ら当 初設計をチ ェ ッ ク し，そ の 状況 に 応 じ

て施工 法あ るい は設計その もの を よ り合理的 か つ 経済的 に

修正 す る た め の 手 段 と し て 積極的 に 活 用 す る こ とも可能 で

あ る 。

　 こ の よ うな施工 法は ， 現場計測工 法 と呼 ば れ る もの で あ

り，盛土 の よ うな 土構造物 の 場合 は 橋梁な どの 構造物 に 比

べ れ ば施 工途中の 設計や施 工 方法 の 変更は 比較的融通が き

くか ら，現場計測工 法 に適 して い る とい え る。札幌〜岩見

沢 問 の 盛 土工 事の よ うに 設計が 極限設計に 近 く， か つ 大規

模 な 軟弱地 盤 にお け る工 事を所定の 工期内に，安全 に し か

も経済的 に完成す る た め に は，こ の よ うな現場計測工 法 の

考 え方 を全面的に 取り入 れ た系統的な施 工 を行 うこ とが 不

可欠 で あ る。

　2．2　盛土 の安定管理方法

　軟弱地盤上 の 盛土工 事 に お ける 現場計測工 法 の 成否 は ，

盛土の 安定管理 が ど こ ま で 定量的 に で きる か に か か っ て い

る。盛土 の 安定管理 方法 に っ い て は 従来 か らい ろ い ろ な 提

案が な され て い る が ， その 基本的な考え方を ま とめ る と表

一 1 の よ うに な ろ う。

　
一般 に 盛土 の 沈下や 地盤 の 変形 の 測定値 に 基づ く安定管

理 が 最 も容易で あり， 確実 で あ る。沈下や変形 の 定性 的指

標 に よ る安定管理方法 につ い て は，従来か ら よ く整理 され

て い る
2 ）。 一

方，定量 的 な指標 に よ る 安定管理 方法 も幾 つ

か提案 され て い る。札幌〜岩見沢間で は ， 本 工 事 に 先立 っ

て 実施 した二 っ の 試験盛土工 事 に お い て そ れ らの 適用性 を
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表一1　 地 盤 の 挙動 と安定管 理方法

検 討 し た結果 ， 次 の 匹 っ の 方法 の 有用性 を確認 し3 】

t 本線

工 事 に お い て 使用す る こ と と した 。

　   　盛土中央部 の 沈下最 5 と盛土の り尻部の 水平 変位

　　量 δ丑 の 関係 （3〜δκ 管理 図）を用い る 方法
4）

　（2＞ 盛土 の り尻部 の 水平変位速度 4δ躍 廡 （Atirr！At’−t 管

　　理 図）を用 い る方法
e）

　（3） 5 と δfffS の 関係 （s −一δ，rr！5 管理 図）を用い る方法
6）

　（4） 盛土荷重 qe と δff の 増分比 rigEftiδff と aE （ま た

　　は 蹙 ± 高 Bm ） の 開｛系（Agre！Afin〜gn （ま た iま HE ）Mn；

　　理 図）を用 い る 方法
7｝

　 と こ ろ で ，実際 の 施 工 で は ，安定上支障が 坐 じ な い 範囲

で で き る だ け速 く盛土す る の が一
般 に 最も経済的 で あ る。

した が っ て，上記四 つ の 方法を用 い る に 当た っ て，それぞれ

どの よ うな 基準値を設定して 管理 す るか とい う こ とが非常

に 重要 で あ る 。 慕準値が安全側すぎ る と，しば し ば盛土 を

中断 しな けれ ばな らな くな り て 不経済な施工 とな る し ， 基

準値をあ ま り破壊直前 の ぎ りぎ りの 状態 に 近 く設定 し過 ぎ

る と，盛土 の 破壊 を防ぎきれ ない 事態を生 じか ねない
。 既

往の 多 くの 施工 例 に つ い て 検討 した とこ ろ に よれ ば，盛土

に ヘ ア
b ・ク ラ ッ ク が罷生す る の は ， 地盤 が 不安定な状態 に

な っ て破壊 が近 づ い た兆候 で ある が ， その 時点 を見過す こ

とが な け れば最終的 な破壊に まで 至 らし め る こ となく対 策

が 可能で あ る 。 ま た
，

ヘ ァ
・・一ク ラ ッ ク の 発生す る 時点 は ，

上 記 四 っ の 管理図に お い て
一
定の 傾向を持ち，一

定の 基準

値の 設定が可能で あ る 。 そ こ で，当 区 間で は，盛土 にヘ ァ

ー
ク ラ ッ ク が 発生す る よ うな 不安定状態を事前 に 察知する

こ とを安定管理 の 主要 な 目標と し、そ の ような状態に対応

す る と考え られ る基準値を各方法につ い で定め た。な お ，

実際の 施 工 に お い て 所定の 討画高ま で盛土す るた め に は ，

38

こ こ で 設定 した 不安定状態を越え て 破壊葡重 の ご く近 くま

で施工 しな け れ ばな らな い ケー
ス も想定され る。 そ の よ う

な ケー
ス で は ， 設定した基準値に よ る管理 だ け で な く， 載

荷後の 盛土の り醒部 の 変位 の 時間的変化な ど各種 計測器 の

動き や ， 場合 に よ っ て 1まチ ェ ッ ク ボー
リ ン グに よ る 地盤の

・

強度 の チ ェ ッ ク な どの 綿密 な 安定管理 が 必要 と なろ う。

　当区間 で は，以上 に述べ た よ うに 沈 下や変形 の 測定値 の

定性的指標 炉 お よ び定量的指標 に よ る 安定管理方法を用 い

た安定管理 を主偉 に し てい る が，軟弱地盤上 の 盛土工 事 に

お い て は，盛土速度の 管理 や 地盤 の 安定上必 要な施工 の 注

意事項 （サ ン ドマ ッ トの ま き出し方法，サ ン ドパ イ ル の 打

設方法，盛土材な どの ダン プ ア ッ プ 方法，重機械の 現場内

走行方法 な ど） の 管理 も重要 な安定管 理 の
一

環 で あ り， 現

揚管理 の 重点項旧と し て 徹底 させ て い る 。

3． 現場計測 工 法の適用

　3．f 盛 土 工 事 の 概 要
e）

　図
一 1 に札幌〜岩見沢問の 概略の 土質縦断図を示す。当

区間の 軟弱地盤 の延長約 27km の うち盛士区間は約 17　km ，

で あ 聾， 残 り約 10k ：エL が橋梁
・高架区間 とな っ て い る 。

盛土工 事 は大半 が 本線外の 土取揚 か らの 客土に よ る もの で

あ り，総客士量 は 約 500万 mS に の ぼ る 。 こ の 盛土 工事ば

11工 事 に 分割 し て 発濫 ， 施 工 され ， 日本道 路公 団の 工 事 々

務所の 五 つ の 工 事区 で 担当す る こ とに な っ て い る （昭和54

年度末で β工 事 カミ発注済）。

　当区間 の 盛土部 の 対策工 法 に っ い て は ， 残留沈下量 を一・

定の 小さな値以 下 に 収め る 確実な工 法 で は ない とい う臼本

道路公団 で の 従来 の 実績を踏 まえて ，盛土 の 安定 の 面 か ら

選定 して い る a 残留沈下 に 対 し て は ， 過虫 の 事例や当区蹶

：辷と基礎 ， 2S− 3 （278）
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図一1　 土　質　縦 　断　図

の 二 っ の 試験盛土 の 沈下データーか らの 推定をもと に ， 沈

下 を想定 し た道路構造 の 採用 と将来の 維持管理 で 対処 し得

る との 見通 し を立 て ， そ の た め の 設計，施工 上 の 配慮 を行

うこ とに した 。 ま た ， 対策工 法 の 選定に当 た っ て は，気象

条件 （積雪地帯 の た め 堆雪用地や約半年間 の 冬期作業休止

期間が必 要 で あ る こ と）， 現地条件 （水田地帯 の た め 周辺

地盤 の 変形対策 が 必要 で ある こ と） お よ び施 工条件 （土運

般 の た め本線用 地内の 工 事用道路が必 要 で あ る こ と）との

適合性 も勘案し た。

　 こ の よ うに して 選定した当区間 の 盛土部 の 基本的な対策

工 法 は ， 押 さえ 盛 土 工 法 と緩速施工 法 で あ り，更 に 地盤改

良工 法 と して サ ン ドドレ ー
ン 工法を併用 して い る 。 また ，

橋台部やボ ツ ク ス カ ル バ ート部 は，プ レ ロ
ード工 法 の 採用

を原則 と し て い る 。 な お， 約 10km の 橋梁
・高架 区 間 に

は，地盤 が 極 め て 軟弱 で あ る た め 盛土不可能 と判断 して 高

架工 法を採用 し た 約 3k 皿 の 区問が含まれ て い る （図
一 1

の 区間2）。

　標準的な盛土 工 程 は図一2に 示す とお りで あ り， 冬期の

約 5 か月 を利用 し た 緩速施工 と な っ て い る 。

瓦肛arch ，1981

図
一2 標 準 盛 土 工 程

目程度とす る （し た が っ て ，1 層 30cm 施工 とす る と ，

施工単位区 間は 約 1 週問閔隔 で施工 す る の が 標準的 な盛土

工 程 とな る ） が，実際 に は 図
一 3 に 示 す よ うに 動態観測 に

基 づ く安定管理 に よ っ て ， 1 層 の 施 工 厚 を調整 し た り放置

期 間 （施 工 間隔）を増減 し た りして 盛土速度を コ ン ト 1　一一

ル す る の が，当 区 間 に お け る 現場計測 工 法 の 最大の 眼 目で

ある 。

　  　安定管理 に よ っ て盛土が破壊ない し不安定状態に 到

達 し た と判断 し た 揚合 は，そ の 状況 に 応 じ て 思い 切 っ た放

置期間の 確保あ る い は 盛 土 荷重軽減 な ど の 対策 を講 じ る。

更に必 要 で あ れば，チ ェ ッ ク ボーリ ン グや安定解析 な ど を

実施 して 本格的な対策 を 講 じ る 。

　 3．3 動 態観測 計画

　動態観測計画 は，こ れまで に述 べ た現場計測工 法の 考え

方 に 十分対応す る も の で な け れ ば な らな い 。 札幌〜岩見沢

間 の 動態観測計画 の 骨 子 は，次の とお りで ある 。

　（1＞ 延 長 50〜200m の 施工 単位区間 ご とに観測線を設 け

る こ とを原則 と し た 。

　   　計測器 は，盛 土 の 沈下 や 地盤 の 変形を対象 に したも

の を重 点的 に 採 用 し て い る 。 具体的に は，地表面沈下計と

変位杭 は す べ て の 観測線 に設置 して お り，
プ レ ロ ード部 で

は こ れ に 地中変位計や 間隙水圧計 を追加 して い る 。

　   　工 事 区間 に近 接 して 重要 な 構造物が あ る な ど して 周

　3．2 施 工 方法

　現場計測 工 法 に よ る札幌〜岩見沢間

の 盛 土 工 事 の 実 際 の 施 工 方法 は，図
一

3 に 示 す とお りで ある 。 す な わ ち，

　（1） 当区間の 盛土部は，地盤特性 に

よ る 区間区分や
一

般盛土 部 とプ レ ロ
ー

ド部の 区分 な ど に よ っ て ， 盛土条件，

地盤条件お よ び 対策 工 法が同
一

の 区間

が延長 50〜200m 毎 に 区分 され る の で．

こ れ らの 区間を各々 1 施工 単位区間 と

し て 観測線を設け，そ の 動態観測結果

をチ ェ ッ ク しな が ら 単位区間 ご とに 定

期的 に 施 工 す る 方法 を と っ て い る 。

　  　 1施 工 単位区間の 盛土 は 1 日で

施工 す る。標準的な盛 土速度は従来の

経験 や 試験盛土工 事 の 経験 か ら 5c 皿 ！

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工

図一3　現場 計測 工 法 に よ る施工 方法

O
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表一2 計 測 器
一

覧 表

計　　 　測　　 　器

　

表

中

す

隙

観

地

層

地

地

変

聞

水

測

　 面　沈 　下

別　 沈　 下

　 　変　 位

　 　 べ 　 　り

位

圧水

位

線

計

計

計

計

杭

計

計

　 　 　 数　　　　　 　量

単位

　 厂
般盛土部 1ル ー ド部

測線

個

〃

本

魍

列

個

〃

351051582D

　

6o16

79237662240142

14

備　　考

30 測 線
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21 測 線
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（羅 藩）
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；
咋
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」」’ ⊥堰 、画1．尼
．
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『
ナ
’
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・

÷躍 ［1沈下計

H地咋∫変泣、1「
T 変弦就

図一4　 標 準的な計測器配 置図

辺地 盤 へ の 影 響 が 問題 とな る 箇所 に つ い て は ， 観測線を追

加 し計測器 もそ の 目的 に応 じた もの を配置 して い る 。

　（4＞ 各 工 事現場 （請負人）に は ， 軟弱地盤 に お ける 土 工

の 経験者 を チー
フ とす る 動 態 観測班 （6 〜10名編成）を置

か せ る。 観測頻度は ， 施 工 中は 1 日 1 回を標準 とす る （冬

期休止 期間中は 測定可能 な 計測器 の み 1 週 1 回）。

　図一 4 に 標準的 な 計測器配置図を，表一2 に 計測器の 一

覧表 （当初予定）を それ ぞれ示す。なお ， 各 工事は先行す

る もの と 後行す る もの が あ っ て 進捗状況 が ま ち ま ち と な る

が，先行工 事区 間は安全側 を み て 計測 器配置を多少密に し ，

後行工事区間で は先行工事の 動態観測状況を検討の うえ計

測器配置計画 を改善 す る な どの 配慮 も行 っ て い る。

4． 施工 管理 シス テ 厶

　 4．1 集中管理 シ ス テ ム の 導 入

　これ まで に 述 べ た よ うに 札幌〜岩見沢 問の 盛 土工 事 は ，

11工 事 に 分割 し て 発注，施工 され，五 つ の 工 事 区 で 担当す

る こ とに な っ て い る。しか も，各工事は進捗状況がまちま

ち で あ り，盛土条件や 地盤条件も多様で あ る。更 に，盛土

40

の 設計 は 極限設計に近 く ， 動態観測 の た め の 観 測 線 は 約

110 箇所 に も の ぼ る 。 した が っ て ，全 工 事 を
一

貫 した現場

計測工 法の 考 え方 に 基 づ い て 系統的 に 施工 す る た め に は t

1 工 事区 と 1 請負人 の み をつ な ぐば ら ば ら な 施 工 管理 で は

な く，すべ て の 工 事区 と請負 人を有機的 に結合した 総合的

な 施工 管理を実施す る こ と が必 要 で あ る と考え た 。

　 そ こ で ，当 区 間 で は 図一 5 に 示 す よ うな 施 工 管理 シ ス テ

ム を採用 し た。日本道路公団 の 工事々 務所 の 各工 事区は 1

〜 3 工 事 を担 当するが ， 図
一 5は一

つ の 工 事区 とそ の 工 事

区が 担当す る工 事 の
一

つ を 請負 う請負人 お よ び集中管理 セ

g ターの 三 者 の 問 の 施 工 管理 シ ス テ ム を示 し た もの で ある 。

す べ て の 工事区 と請負入 は ，同 じ シ ス テ ム に組 み 込 まれ て

い る、図一 5 か ら分 か る よ うに ，こ の シ ス テ ム は ， 各工 事

現場 に お ける 請負人 に よ る 施 工 管理 だ け で な く，日本道路

公 団の 工 事 々 務所 に 工 事 を担当す る工 事区 と は別 に集中管

理 セ ン タ ーな る もの を設置 し
， こ の セ ン ターに 全工 事現場

の 集中的な施 工 管理を行わ せ る とい う二 重 の 施工管理 シ ス

テ ム に な っ て い る の が特徴で あ る 。 こ れ は ，
二 重 の 施 工 管

理 で 施工 管理 に慎重を期す だ けで な く， 集中管理 セ ン ター

に お い て 各工 事現揚 の 動態観測状況 を横並び で チ ェ ッ ク し

て ， 現場 に よ る 施 工 管理 の レ ベ ル の ば らつ きをな くす と と

もに ， 個 々 の 現場 で の 経験や集 中管理 セ ン タ L・一で の 検討結

果 な ど を全体 へ 迅速 に 反映 さ せ る な ど し て ，全工 事現場 を

有機的 に 結合 し，か つ 全体 を 系統的 に 施工 管理 す る点 に 大

きな意義 が あ る。

　 こ の シ ス テ ム に お い て集中管理セ ン ターが行う全工 事現

場 の 集中管理 に は ， 〔イ｝莫大 か つ 多種多様 な観測デ ー
タ
ー

の

系統的か つ 迅速 な 処理 ， 回各工 事現場 の 観測データー
の 横

並 び の 比較検討， の 全観測デー
タ
ー

の 系統的 な 蓄積と検索

な どが 必 要で ある 。こ の た め 電子計算機 を用 い る 動態観測

の 集中管理 シ ス テ ム を開発 し ， 集 中管理 セ ン ターへ 導入 し

た。こ の 集中管理 シ ス テ ム は，図
一5 か ら分 か る よ うに，

集 中管理 セ ン ターに 置か れ た 電 子 計算機の 端末装置，お よ

び これ と電話回線で接続され た 外部の 電 子計算機セ ン ター

の 大型電子 計算機 を含 ん で い る。シ ス テ ム の 内容は図一 6

に 示 す と お りで あ り，そ の 運用方法は 以下 に 示 す とお りで

あ る 。

図一5　 施工 管理 シ ス テ ム

土 と基 礎，29− 3 （2ア8）
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集中管理セン ター 電算センター

電 算 端 末 装 置 電 話 回 線 大 型 電 子 計 算 機

デ ー
タ
ー装置

データーのパ ンチ

フ ロ ッ ピーテ諸スク
と1二rI

処理 プロ クラ ム 
通 信 端末 装置

デ
ー

タ
ー送付 大 容 量

F譱上 管理 日 報
注1）

ア ウ トプ ッ ト ．
処埋 フ

．
ロ グラム  　　　　　　一 ｝主2）

1
ミニ ・テータ

ー
ディスプレイ装署

注1
噛
1 べ

一
ス

管理．図，沈 下
　　　　　　　、
処埋プロ グラム 

時間 曲線な ど 対言紡
．
式

のアウ トプ ッ ト
注1）

コ ピ
ー

装 置

処埋 フ ロ グラム  フ ロ ッ タ
ー

圃 il［iの コ ピ ー

註．ユ｝ 処理プ ロ グラムの 内谷

　　 q＞データーの 送付，チェ ッ ク，変換，蓄積

　 　   データーの選択，蓄債

　 　   盛土管理 日報の 作成，出力

　　   雪理 図などの作成

ti．2｝　盛土管埋 日報，管埋図などのため の データーのみ 蓄積

　　図一6　 集 中 管 理 シ ス テ ム

　（1｝ 各工 事現場 で 観測 され た デー
タ
ー

は，現場 で そ の 日

の うち に 整 理 され 安定管理 の た め の 各種管理 図等 に プ ロ ッ

トされ る
一

方 ， 翌朝まで に 集中管理 セ ン タ
ー

へ 直接また は

テ レ フ ァ ッ ク ス に よ っ て 送付 され る。

　  　データーは，デ ーター装置に よ リフ ロ ッ ピーディ ス

ク にパ ン チ され，通信端末装置に よっ て電 子計算機セ ン タ

ーの 大容量 記 憶装置 へ 送 られ る。

　  　こ れ らの データーの 中で 各種管理図や そ れ らに 関連

する指標の 作成に必 要な データーは加工 され，ミ ニ データ

ーべ 一ス へ 蓄積され る。

　  　 こ れ らは ， ミ ニ データーベ ース か ら集中管理 セ ン タ

ー
の 通信端末装置を通 じて盛土管理 日報 と して ア ゥ トプ ッ

トされ る し，必 要 と判断 し た観 測線に つ い て は グ ラフ ィ ッ

クデ ィ ス プ レ イ 装置に各種管理 図 を 図化させ た り，そ れ を

コ ピー
す る こ と もで き る 。

　（5） 集中管理 シ ス テ ム は，こ の よ うな 日常的 な 施工 管理

の ため の 電算処 理 能力の ほ か，各種 の 解析や 検討の た め の

演算能力 を備 え て い る。す な わ ち ， （i）ボ ー
リ ン グデー

タ
ー

の 蓄積お よ び処 理 （土性図や土質定数相関図の 作成 ， デー

ター
の 統計処 理 な ど）， （i＞沈 下計算 お よび 安定計算，  蓄

積され た観測デー
タ
ー

の 種 々 の 様 式 に よ る 出力や 処 理 （幾

つ か の 予測式 に よ る将来沈下量 の 予測 な ど） が可能 で あ る 。

　 4．2 施 工 管理シス テ ム の 運用状況

　 図一 5 に 示 し た よ うに，各 工 事現場 で は 請負人 の 動態観

測班 が 中心 に な っ て 動態観測 を行 い ， 2．2 に示 し た よ うな

手法 に よ る 安定管理を行 う。そ の 結果 は，施 工 状況や現揚

管理 状況な ど と と もに 毎 日担当工 事区 へ 現場管理報告 と し

て 提出 され る。

　
一

方，集中管理 セ ン ターは，総括者 1 名，管理員 2名，

キ ーパ ン チ ャ
ー1 〜2 名，電子計算機セ ン ターか ら派遣さ

れ た 非常勤 の シ ス テ ム エ ン ジ ニ ァ 1名 で 運営 され て お り，

日常的に は 主 と して ア ウ トプ ッ トされ た盛土管理 日報や各

種管理 図 な どを も と に 全 工 事現揚 の 施工 管理 を行 う。 盛土

管理 目報は，表一3 に示す ア ウ トプ ッ ト例か ら分か る よ う

に ， 全観測線に っ い て の そ の 目の 施工 状況 ， 累計の 沈下量

や水平変位量 の ほ か ， Z2 で 述 べ た 四 つ の 管理 図 の う ち

」gガ」δπ
〜 9E 管理図以外 の 三 つ の 管理 図 に つ い て の 指標

を含 ん で い る （dqEfzfδff 〜 9E 管理 図は ，一
定期間 ご とに

作成して い る ）。

　例えば，表
一3 に お い て STA 　209十 30．00 で は ， こ の 日，

前回 の 盛 土施 工 か ら6 日の 放置期間 の の ち 0．3m の 盛土 が

施工 され ， 盛土高，沈下量 お よ び水平変位量が そ れ ぞ れ

3．05m
，
145．7c 皿 ，34．5cm に 達 して い る こ とが分か る。

ま た ， 三 つ の 管理 図に つ い て の 指標がそ れ ぞ れ計算され て

い る が ， あ ら か じ め設定して あ る基準値 （2．2 参照）を は

ずれ る と， そ の 指標の 欄の 次の WN 欄に ＊ 印がプ リ ン ト
．

され る よ うに な っ て い る （観測線 の 欄の 次 の WN 欄 に は ，

こ れ らの 各指標 の どれ か一
つ で も ＊ 印 が プ リ ン トされ る と，

＊ 印 が プ リ ン トされ る ）。
STA 　209 十 30．00 で は ，8〜δu

管理図の 二 っ の 指標 と S 〜δH ／S 管 理 図の
一

っ の 指標 に ＊

印が出て お り，
し た が っ て 観測線 の 欄 の 次の WN 欄に も

＊ 印が出 て い る。別 の 観測線 STA 　210 十 34．80 を み る と，

前回の 施工 か ら 3 目経過 し て い る が，こ の 日は盛土 は施工

され て い な い 。集中管理 セ ン ターで は ， ア ウ トプ ッ トされ

た全観測線 の 盛 土管理 目報 を チ ェ ッ ク し，＊ 印 が プ リン ト

STA ，
　 ↑

観測 線

表
一3　盛 土管現 目報 の ア ウ トプ ッ ト例

二リンカドリモ＊＊申＊＊

響
D
＼

N
／

　
」
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痛
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計
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累
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警
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さ れ た観測線に っ い て ， それ が測定誤 差や データー
の ば ら

つ きに よ る 見 か け の もの で あ る か ど うか の 検討 と と も に ，

各管理 図 や 各デー
タ
ー

の 時間的変化な ど を グ ラ フ ィ ッ ク デ

ィ ス プ レ イ装置に 図化 させ て詳細 な安定の 検討 を行 う。 こ

の 安定 の 検討に 当た っ て は ，各請負 人 か ら担当工 事区へ 毎

日提出され る現場管理 報告も参考に され る 。 場合 に よ っ て

は，各請負人 の 担当者 か らの事情聴取 も行 わ れ る。

　 こ の よ うに して 集 宇管理 セ ン タ
ー

で は 全観測線に つ い て

安定の 検討 を行い ，各観測線に対応す る 施 工 単位 区 間 につ

い て 3．2 に述 べ た施 工 方法の 考 え 方 に従 っ て 施 工 継続の 是

非 ， 施工 方法 の 変更 （盛 土速度 の 増減 な ど），施工 や 動態

観測 の 注意事項な ど の コ メ ン トをま とめ，各工 事区へ連絡 ，

協議す る 。 各工 事区 は ， そ れ に 基づ い て 各請負 人 に対 し具

体的に指示を与 え る。

　集中管理 セ ン ターで は ， こ の よ うな 日常的な施工 管理業

務の ほ か ， 蓄積データー
や施 工 実態の 分析，そ れ に基づ く

安定管理方法 の 改良な ど施 工 管理 シ ス テ ム の 検討 ， 請負人

や工 事 区 に対 す る施工 管理 に っ い て の 指導，協力な ど を実

施 し て，施 工管理 シ ス テ ム の 効率的な 運営の 要 と して の 役

割 を果 た し て い る 。

　以上 の よ うに ， 当区間 の 施 工 管理 シ ス テ ム は ， 集中管理

セ ン ターと工事区お よ び請負人 の 三者の 密接な協力 に よ っ

て 運 営 され て い る。

5．　 あ と が き

　札幌〜岩見沢間の 本線工事は ， 昭和53年 6月 よ り順次着

工 して お り，昭和54年 8 月 か らは動態観測 の 集中管理 シ ス

テ ム が導入 され，本格的な施工管理 シ ス テ ム が始動 して い

る 。こ の 施 工 管理 シ ス テ ム の こ れ まで の 運用 の 結果 か らそ

の 大 きな成果 として，こ れ だ け の 大規模 な 軟弱地盤 の 盛土

工 事 が多 くの 施工業者に よ っ て 分割施 工 され，そ れ らの 進

捗や現場条件が ば ら ば ら な状況の 中で，た い した 問題 も起
こ さず順調 に 進捗 して い る こ と ， また， 軟 弱 地盤 で の 盛土

工 事 の 経験 の な い 多 くの 工 事関係者の 間に ，施工 管理 の 重

要性 に 対 す る 認識 が徹底 した こ と な どが 挙げ られ る。しか

し，同時に ， こ の シ ス テ ム に は 電子 計算機 を用 い た集中管

理 シ ス テ ム の 導入 と い う従来 に な い 大 き な投資も行わ れ て

お り， よ り経済的 な シ ス テ ム 運用 も追求 し なければ な らな

い。した がっ で ， 今後，こ の シ ス テ ム の 改良 とそ の 運 用 の

工夫を 図 っ て ，よ り経済的 か つ 合理 的 な施工 を行っ て い き

た い と考 えて い る。

　ま た ， こ の シ ス テ ム に よ り，ボ ー
リ ン グデー

タ
ーを 含 め

て 莫大な 各種観測デー
タ
ー

の 整 理 ， 蓄積を完全 に行い
， 供

用後 の 維持管理 へ の 引継ぎや今後の 他工 事へ の 運用，更 に

は 土 質 工 学上 の バ ッ ク デー
タ
ー

と して の 活用 な ど各方面 へ

資す る こ と も期待 して い る 。

　なお，こ の 報告 で 詳 し く触 れ る こ とがで き な か っ た，盛

土 の 安定管理方法や施 工 管理 シ ス テ ム の 実際 の 運用状況 に

つ い て は，機会 を あ らた め て 報告した い と考 えて い る 。
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