
The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

Ne ．1469

島尻 層 泥 岩土 の 締固め特性 と安定処理

Compaction 　characteristics 　and 　stabilization 　of 　Shimajiri　mudstone

す な 　　　 が わ 　　 　 て つ 　　　　お

砂 　　川　　徹　　男
＊

うえ　　　　　は ら 　　　　　ぽ う　　　　 ゼ い

上　　原　　方　　成
＊＊

1，　 ま え が き

　土 を材料と して 構造物 をつ くる 場合 ， そ れ を締め固 め る

こ と に よ っ て ，密度 を高 め，そ の 強度，圧縮性 ， 透水性 な

ど の 工 学的性質を改善す る こ と は ， 古 くか ら行われ て い る 。

土 を締め 固 め れ ば密度が増大す る こ と は 当然 で あ る が ， 締

め固 め る 目的 は ，た だ 単 に密度 を増 大させ る こ とで は なく，

土 の 工 学的性質 を築造す る 構造物 に最適 な よ うに変える こ

とで あ る。こ れ ま で は，盛土材料 と し て は ，土構造物 の 機

能や安定性 に 適合す る工 学的性質，施 工 性，経済性 な どを

満 足 して い る 土を求 め，使用して きた。し か しな が ら，近

年 の 建設工事 に お い て は ，地域的制約 あ る い は経済性 の 面

か ら，現場発生土を利用 し なけれ ば な らな い 場合が生 じた

り，ま た は 積極的 に 利用す る 方向 で 検討 され て い る も の の ，

盛土等材料 と し て は 必 ず し も前述の 条件を満足 し て い る と

は い えな い よ うな 土 もみ られ る 。

　本研 究 に 用 い られ て い る新生代第三 紀 の 島尻層泥岩 は 沖

縄本島中南部 に 広 く分布 し，未風 化 で 地 山 の 状態 で は 固結

し て い て 良好 な地盤 とされ る
1）・2） が ， 切土 ， 掘削 を行 うと

応力解放 や 吸水膨張 に よ る強度低下，乾湿繰返 し作用 に 伴

うの り面 の 変状 と崩壊 ， 圧縮沈下 等の 問題点 が あ る
S ）・4）・5）。

また ， 掘削直後は ， 粗粒径 の 泥岩片を含 む の で 締固 め にお

い て 施工 管理 上 の 問題 が生ず る。島尻 層泥岩土 （沖縄本島

中南部に分布す る泥岩 の 破砕片 で 粘性土 と同様な物理 的性

質を示す 。 以 下，泥岩土 とい う）は こ れ らの 理 由に よ り， こ

れ ま で 盛 土 材料 と して は あ ま り利用 され な か っ た。しか し

な が ら，近年 の 建設 工 事 の 大型化 に伴 い ， 経済性 の 面 か ら，

泥 岩土 を盛土材料 と し て 利用す る よ うに迫 られ て い る。特

に
， 道路工 事，宅地造成，公 園敷地 造成等 に お い て は ， そ

の 利用 事例が顕著 に な っ て きて い る 。と こ ろ が ， 泥岩土を

盛 土 材料 と して 利用 す る 場合 の 材質基準，設計基準，施工

管理基準等 は 皆無 の 状態 で あ り，お よ そ 経験的感覚 に基 づ

き，ケー
ス

・バ イ ・ケ
ー

ス で 施工 され て い て ，開発 が進 む

に伴 い
， 工 法不良 に よ る 被害 が 多発 しつ つ あ り，し か も拡

大化す る傾向に ある。こ の よ うな 状況 か ら， こ れ ら の 基準

ま た は 仕様の 制定が急務 とされ て い る が，基礎的，実験的

研究 と して は ， 泥岩土 の 締固め に 関す る 新城
6）

や筆者ら
7）

＊
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の 報告があ げ られ る 。 前者は宋風化泥岩土 にっ い て ， 非乾

燥法 ・
非繰 返 し法 に よ る 動 的締固 め を 行い

， 乾燥密度 と含

永比 の 関係 を明 らか に し， 自然含水比 状態 の 泥岩 土 に つ い

て は，締固 め に 及 ぼ す締固 め仕事量お よび 塊状粗粒分の 径

の 影響を明示 し て い る。後者は 室内で 空気乾燥させ た 泥 岩

土 に っ い て，非繰返 し法 お よ び繰返 し法 に よ る動的締固 め 、

半動的締固 め お よび静的締固め を行い
， 泥岩土 の 締固 め 特

性 を明らか に して い る 。 また ， 筆者 ら
s）

は 添加材 とし て ，

高炉 セ メ ン ト と消石灰 を用 い た場合 の 泥岩土 の 締固 め に っ

い て
一

部報告 して い る。本研究 で は 非乾燥法 お よ び 乾燥 法

に よ っ て ， 繰返 し法お よび 非繰返 し法で の 動的締固 め試験

を行っ た。乾燥法 に よ る 泥岩土 に つ い て は，実際施 工 の 現

状を想定 し，突固 め ス タ ー ト時の 含水比 （初期含水比 U ・の

が異 な る試料 の 最適含水比 と最大乾燥密度が どの よ うに 変

化 す る か ， 更 に ， 締固 め仕事量 との 関係 に っ い て も検討 し

た 。 ま た ， 泥岩土 の 安定処 理 をも意図 して ， 添加材を用 い

る こ と に よ り，泥岩土 の コ ン シ ス テ ン シ
ーが どの よ うに 変

化 す る か を 確 か め，添 加 量 ，最適 含水 比 お よ び 最 大 乾燥密

度 の 関係に つ い て も検討した 。

2，　 試料 および試験方法

　 2．1 試　料

　試料 は 西 原 町 （試料 A ） で風 化 の 進 み つ つ あ る泥 岩地 山

を ， 南風原町 （試料 B ）にお い て は 新鮮な泥岩地 山を ， 土

工 機械 で 掘削 し ， 自然含水比 の 状態 で 袋詰め に して 試験室

へ 搬入 し，空気乾燥 させ た もの で ある。室内で 空気乾燥 さ

せ た試料は人 為的 に粉砕 し，
38．lmm ふ る い を 通過 させ て

試験に 供 した 。 試料の 準備方法 は ， 試料A に つ い て は 乾燥

法 お よ び 非乾燥法 を ， 試 料 B に つ い て は乾燥 法 の み を採用

した 。 また ， 乾燥法 に よ る 試料 の 初期含水比 は 無添加 の 試

料に つ い て は 5 〜10％お よ び 15〜20％，添加材 を混合 し た

試料 に つ い て は 15〜20弩 に な る よ うに調 整 し た。

　試料 の 物理 的性質 は 表
一 1に示す とお D で ， い ずれ の 試

料も類似 し た 性質を示 し ， 日 本統
一

土質分類法 に よ る と三

角座標で は 細粒土 F に 分類 され ， 塑性図 で は CH に分類 さ

れ る。な お ， 試料の 物理試験 は原則 と し て JISに基 づ い て

い る が，粒度試験 の 分散剤 は 分散効果 を よ くす る た め ヘ キ

サ メ タ リン 酸 ナ トリ ウ ム を使用 し て い る。

　添加材 と して は セ メ ン ト系A ，
セ メ ン ト系B お よび 消石

1、「
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表
一1 物理 的性質
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　　　　　　　　　　　　　　　コ
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　　 t35

．0　　 63．0
34．4　　 64．0

液性限
界

（％）

限

）

性
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33353
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突 圀め 回数

　 92

　 92

大
切

最
m

容
鰍

許
粒
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　 92　　 　　 　 38．1
　 92　　 　　 　 38，1

題羆 1 囂：i
　 92　 　 　 　 38，1

鉦…
鉦…一
衄…
鉦州

無

無

有

灰 の 3種類 を用 い て お り，
い ず れ も市販品 で あ る。セ メ ン

ト系A は軟 弱 地 盤 用 と して 改良 され た もの で あり，主 な 成

・
分は CaO 　61．6％ ，

　 SiO219 ．　8％ ，
　 SO37 ．6％，　 Al2035 ．0

％お よ び Fe20a　3，1％ と な っ て い る。ま た ，
セ メ ン ト系 B

・は 高炉 セ メ ン トで あ る 。

　 2．2 試験方法

　 コ ン シ ス テ ン シ
ー

限界 は 原則 と して JIS　A 　1205 お よ び

1206に基づ い て い る が，添加材 を混合 して 注水 し た後 の 練

合せ 時間 は約 10分 と し た 。

　締固 め 試験は 原則 と し て JIS　A 　1210 に 基 づ き，内径 15

c
』
m モ ー

ル ドと質量 4・5kg の ラ ン マ
ー

を用 い
， ラ ン マ ーの

．
落下高 さ は 45cm と し，試験 の 条件 は 表

一 2 に示 す とお り

で あ る 。非乾燥法 に よ る 繰返 し法 は JISに は ない が，特 に

・非繰返 し法 と比較す る た め に 行 っ た 。 非乾燥法に よ る試料

に つ い て は乾燥過程で 突固 め を行 っ て い る が，乾燥法に よ

る試料に っ い て は 調整 され た含水比 に達す る と注水後 よ く

か き混 ぜ て 突固 め を行 っ た。また，添加材を混合 す る 場合

は，添加材 が 試料中 に
一

様 に な る ま で 混 合 し，注水 して よ

くか き混ぜ た後で突固め を行 っ た 。

　添加量 は 3種類 の 添加材 につ い て それ ぞれ 2，5，10 お

よび 15％ と し，土 の 乾燥重量 に対す る 重量百分率 で 示 し て

ある 。

3．　 試験結果およ び考察

　3．1 添 加 材 に よ る コ ン シ ス テ ン シーの変化

　試料A に つ い て ，添加量 と コ ン シ ス テ ン シ ーの 関係 を示

した もの が 図
一 1で あ る 。 液性限界 （ω 1．）は 添加 量 が 2 ％

の セ メ ン ト系 を除き ， 添加量 の 増加 に伴い 減少す る傾向を

示
．
し て い る が，そ の 減少量 は極め て 小 さい 。塑性限界（Wp ）

拡 い ずれ の 添加材 を用 い て も， 添加量 の 増加 に伴 い 増加す

る傾向を示 して い る が ， セ メ ン ト系A と セ メ ン ト系 B は類

似 した 傾向 を示 し，消石灰 が い ず れ の セ メ ン ト系添加材 よ

y もそ の 効果は大 きくな っ て い る。した が っ て ，塑性指数

12
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図一1 添 加量 と含水 比 の 関係
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図一2 添加量 と含水比 の 関係

（lp）は 添 加 量 が 2 ％ の セ メ ン ト系を除 き，添加量 の 増加 に

伴い 減少 し，泥 岩土 の 塑性指数を低下 させ る効果 は 消石灰

がセ メ ン ト系 よ りすぐれ て い る こ と が明 らか で あ る。

　図
一 2は試料 B に つ い て，添加量 と コ ン シ ス テ ン シ

ー
の

関係 を示 した もの で ある 。 液性限界 は添加量 の 増加 に伴 い

減少す る 傾向を示 し て い る が，試料 A に 比較 し て 添加量 5

％ ま で の 影響は大 きい 。塑性限界は い ずれ の 添加材 を用 い

て も，添加量 の 増加 に伴い 増加す る 傾向を示 して い る。 し

た が っ て ，塑性指数 は 添加量 の 増加 に 伴 い 減少 し
， 泥岩土

の 塑性指数 を低下 させ る 効果 は 消石 灰 がセ メ ン ト系 よ り大

き く， 試料A と類似 した 傾向 を 示 して い る 。

　試料A と B を比較 した場合， 液性限界の 減少効果 は 添加

量 5 ％ま で 試料 B がA よ り大き くな っ て い る が，そ の 差異

は 泥岩土 の 風 化 の 度合 ， 無 添 加泥岩土 の 分布 地 域 に よ る コ

ン シ ス テ ン シ
ー

限界 の 違い 2）
等 が考え られ ， 今後各地点 の

泥岩土 に っ い て 比 較実験を行い 検討す る必 要が あ ろ う。

　 こ れ らの 結果 か ら ，
い ずれ の 添加 材 を用 い て も，泥岩土

の 塑性指数 は 減少す る 傾向 に あ る 。 した が っ て ， こ れ らの

添加材 を用 い る こ と に よ り，現場 に お け る泥岩土 の 安定化

と同時に 高含水比泥岩 土 の トラ フ ィ カ ビ リテ ィ
ー

の 確保が

期待で き よ う。

　 3．2 未処理 土 の 締固め特性

　（1） 試料 A

土 と 基礎，32− 8 （319）
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　図一 3 は試料A に つ い て ，非乾燥法お よ び乾燥法 で試料

を準備 し，突固 め試験を行 っ た 結果 で あ る 。 乾燥法 に よ る

試料につ い て は初期含水 比 を変化 させ ，そ の 締固 め特性を

比較 して い る 。

　非乾燥法 に よ る試料の 最適含水比 は ， 非繰返 し法 で 突 き

固 め た場合 が，繰返 し 法 で 突 き固 め た揚合 よ り大 き く，最

大乾燥密度は ， 繰返 し法 で 突き固めた場合 が ， 非繰返 し法

で 突き固め た場合よ り大 きな値を示 し て い る 。繰返 し法に

よ る最大乾燥密度が非繰返 し法 に よ る そ れ よ り大きい の は ，

乾燥過程 に お い て ， 試料を室内で乾燥させ る こ とに よ っ て

固化す る もの の ，解きほ ぐ し て 繰返 し 使用す る た め，粒子

破砕 に よ っ て粒度分布が良好 に な り，締固め 効果 が 大 きく

な る こ とに よ る もの で あ ろ う。

　乾燥法 に よ る 試料 の 最適含水比 は 繰返 し 法およ び 非繰返

し法 の い ずれ で も初期含水 比 が 大 きい ほ ど大きな 値を示 し

て い る が， 最大乾燥密度は初期含水比 が 大きい ほ ど小 さな

値を示 し て い る 。 ま た ， 繰返 し法 と非繰返 し法 を比較 した

場合，初期含水 比 が 同
一

で あれ ば ， 最大乾燥密度は繰返 し

法 が 非繰返 し法 よ り大 きな 値を示 して い る が ， 最適含水比

に 関 し て は大 きな 差異 は み られ な い。繰返 し 法 に よ る 最大

乾燥密度が非繰返 し法 に よ る そ れ よ り大 きい の は ， 室内乾

燥 に よ りか な り固化 した 泥岩片を繰り返 し使用す る た め ，

粒子破砕 に よ っ て 粒度分布 が よ り良好 な 状態 に な り， 締

固 め効果 が大 きくな る こ と に起因 して い る もの と考 え られ

る 。

　図
一4 は試料A につ い て

， 最適含水比 と最大乾燥密度の

関係を示 した もの で あ る。乾燥法 で 繰返 し法 お よび 非繰返

し法 の い ず れ の 方法 に よ っ て も，最適含水比 と最大乾燥密

度 は 非乾燥法 の 繰返 し法 と非繰返 し 法 の 問 に ある こ と を示

し て い る 。

　 こ れ ら の 結果 か ら，最適含水比 と 最大乾燥密度 は ， 試料

の 調整方法 あ る い は 初期含水比 に よ っ て それ ぞれ 異 な っ た
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値を示 す こ と が明らか で あ る 。 した が っ て ， 現場に お ける

施 工 管 理 基 準 の た め の 締固め 試験 方 法 は，試料 の 調 整方法

ある い は初期含水比 を現場の 泥岩土 と対応 させ て 決定す る

必 要 が あ ろ う。

　 （2） 試料 B

　図
一 5 と図

一 6 は試料B に つ い て ，乾燥法 で 初期含水比

が 15〜20％ に な る よ うに調 整 し，非繰返 し 法 で 突固 め を行

っ た と き の 締 固 め 曲 線 を 示 し て い る。従来知 ら れ て い る よ

うに ， 最適含水比 は突固 め 回 数 の 増加 に 伴い 減 少 し，最大．

13

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

No．1469

1．？・3

　 1．61〕

雪

《 1・「」口

認

湘
　 1．4．O
钁
1

癬

　 工．／1：1

L7「〕

　 1．60
奮

ず
1．5D

梨

爵

婆
1．↓9

螺

5
「 

UI 15　　　　 　 20

含　水　比　1／・／　／：gs，

図一7　締固 め 曲線

2」 30

1・・，

　　

1，20
　 ］ 10 15． 20

含 水 比 ω （％）

図一8　 締固 め 曲線

25 30

乾燥密度は突固 め 回数 の 増加 に伴 っ て 増加す る傾向 を示 し

て い る ，こ れ らの 曲線 は
一

つ の 極大値を持ち ， ほ とん ど類

似 した 曲線 を示 し て い る が， 3層 ・25回／層 （仕事量 が小

さ い 場合）の 曲線 の み が 他 と異 な っ て い る 。 す な わ ち，含

水比 が 15〜20％o で もう
一

っ の 極大値が あ る よ うに うか が わ

れ．る。

　 図
一 7 と図

一 8は 試料 B に つ い て ， 乾燥法 で 初期含永 比

が 5 〜10％ に な る よ うに 調整 し ， 非繰返 し法で 突固 め を行

っ た と きの 締固め曲線を示 して い る 。 こ れ らの 曲線 は 図
一

5お よ び図一 6で示 した曲線 と同様な傾向を示 し，最適含

水 比 は突固 め 回数の 増加 に伴 い 減少 し，最大乾燥密度は突

固 め回数 の 増加 に伴 い 増加す る 傾向 を 示 して い る。こ れ ら

の 曲線の 中 で，3 層 ・25回／層 （仕事量 が小 さ い 場合）の 曲

線は他の 例
7 ）

で も既に知られ て い る よ うに，乾燥側に もう
一

っ の 極大値が あり，図
一 5 で み られ た傾向を更 に明確 に

示 して い る 。 こ の よ うに，泥岩土の 締固 め曲線は締固 め 仕

．事量 に よ っ て 異 な っ た 特性 を示 し て お り，施工管理 基準 の
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・
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た め の 締固 め 試験 に お い て は ， 実際 の 施 工 現場 で使用す る

機種お よ び 初期含水比 と の 対応も考慮 し て ，締固 め仕事量

を決定す る必要 があ ろ う。

　図一5 〜
図
一 8 で 示 し た締固 め 曲線か ら，

Proctor（プ ロ

ク タ
ー

） の 突固め試験にお け る 締固 め仕事 量
9 ） と最適含水

比 お よび最大乾燥密度 の 関係 を示 した も の が図
一9 で ある 。

最適含水比 は仕事量 の 増加 に 伴 い 減少 し， 初期含水 比 が 5
〜10％ と15〜20％ の 揚合，両者 ともに 類似 した傾向を示 し

て い る 。 し か しな が ら，同
一

仕事量 に お け る最適含水 比 は ，

初期含水比 が大 きい ほ ど大きくな り， 初期含水比 が 5 〜10

％ と15〜20％ の 間で は約 6 ％ の 差異がみ られ る 。一方，最

大乾燥密度 は 仕事量 の 増加 に 伴 い 増加 し， 初期含水比 が 5

〜10％ と15〜20％の 場合 ， 両者と もに 類似 し た傾向を示 し

て い る。同一仕事量 に お け る 最大乾燥密度 は 初期含水比 が

大きい ほ ど小 さくな っ て い る が，初期含水比 の 違い に よ る

差異 は 図
一 3で 示 した試料A ほ ど で は な い 。 こ れ に つ い て

は，風化 の 程度 の 違 い に よ り物理 化学 的 ・鉱物学的性状や

自然含水比が異な り ， 室内乾燥 に よ る 影響 な どが 考 え られ

る 。 図か らみ る と最大乾燥密度は 仕事量 の 増加 に 伴 っ て ほ

ぼ 直線的 に増加 して い る 。 た だ し，仕事量 が大 き く な る と

締固 め時含水比 に よ っ て は 過大転圧 とな り，乾燥密度が減

少す る領域が考え られ る の で 施工 管理等 で 注意 を要 す る こ

と に な ろ う。

　3．3　処理 土 の締固 め 特性

　泥岩地山を切土 し，盛土材料 と して使用す る こ と を想定

し て 添加材 を混合 し た 泥岩土 を突き固 め た 場合 の 締固 め 曲

線 が 図
一10〜図

一12で ある 。
い ず れ の 添加材を用 い て も，

最初の 突固 め時の 含水比 が 変化 して い る が，あ らか じ め，

15〜20％に 調整され て い た試料 の 含水比が添加材を 混合す

る こ と に よ っ て，添加量 の 増加 に伴 い 減少す る こ と を示 し

て い る 。
セ メ ン ト系A を添加 し た場合 とB を添加 し た 場合

の 締固 め 曲線 は類似 した傾向 を示 し ， 曲線 の 極大値 は 添加

量 の 増加 に伴 い わ ず か に 左 上方 へ 移動し， 消石 灰 を添加 し

土 と基礎，32− 8 （319）
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た 場合 の 締固 め曲線 の 極大値 は 添加量 の 増加 に 伴い わ ずか

に 右下方へ移動 し て い く傾向 を 示 して い る 。

　添加材を用 い た 場合 の 締 固 め 曲線 か ら添 加 量 と最適含水

比 お よ び 最大 乾燥密度 の 関係 を 示 し た も の が 図
一13で あ る 。

セ メ ン ト系 A と B を添加 し た場合，添加材 と して普通 ボ ル

ト ラ ン ドセ メ ン トを用 い た 例
10）

で も み られ る よ うに ， 最適

含水比 は 添加 量 の 増加 に 伴 っ て 減少す る が
， 最大乾燥密度

は 添加量 の 増加 に 伴 っ て わ ず か な が ら増加す る傾向を示す。

消 石 灰 を添加 し た 場合 は，生 石 灰 を用 い た例
10 ＞

に類似 し
，

最適含水比 は添加量 の 増加に伴 っ て 増加 し，最大乾燥密度

は添加量 の 増加に伴 っ て 減少す る。こ れ らの 性質は他に報

告 し た 例
S ） と も類似 し て お り，泥岩土 の 共通 した 特性 と考

える こ とが で きよ う。また，消石灰 を添加 した場合 ， 最適

含水比 は セ メ ン ト系 を添加 し た 場合 よ り湿 潤 側 に あ る の で ，

風 化 して 自然含水比が高 い 泥 岩土 を 締 め 固 め る に は消石灰

を添加す る 方 が セ メ ン ト系 を添加す る よ り施工 の 面 で 有利

と い え よ う。し か し な が ら，密度 の 増加 を期待 し た 揚合 は
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セ メ ン ト系が消石灰 よ り有利 となる の で，実際 の 使用 に 当

た っ て は ， 土 構造物 と し て 要求され る強度あ る い は圧 縮沈

下等も検討 して 添加材 を決定す る必 要があ ろ う。

4．　 あ と が き

　島尻層泥岩土 に つ い て コ ン シ ス テ ン シ
ー

限界お よ び締固

め特性 の 面 か ら述 べ て きた。泥 岩土 の 最適含水比 お よび 最

大乾燥密度 が初期含水 比 や締固 め仕事量 に よ っ て 変化す る

とい うこ とは，施 工管理基準を決定す る 場合 ， 現揚 の 土質

条件 を考慮 の 上，で き る だ け 現揚条件 に合致 し た試験方法

を採用す べ き こ と を示唆 し て い る。お わ りに今回 の 試験結

果を整理 す る と次 の よ うに な る。

　  乾燥法に よ り調整 し た 泥 岩土 の 最適含水 比 は ，初期

　　含水比 が大 き い ほ ど大 き くな る傾向を示 し， 最大乾燥

　　密度は初期含水比が小 さい ほ ど大 き く，初期含水比 を

　　 同一に す れ ば，繰返 し法 に よ る場合 が非 繰返 し法 に よ

　　る場合よ り大 きな値を示 す 。

　  　同一仕事量 に お い て は，泥 岩土 の 最適含水 比 は，初

　　期含水 比 が 大 きい ほ ど大 き く，仕事量 の 増加 に伴 い 減
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　　少す る。

  　同
一

仕事量 に お い て は，泥岩土 の 最大乾燥密度 は，

　　初期含水比 が大 きい ほ ど小 さ く，通常 の 締固 め範囲内

　　で は仕事 量 の 増加 に 伴 い 増加 す る。

　  　 セ メ ン ト系を泥 岩土 に添加 した場合 ， 最適含水比 は

　　添加量 の 増加 に伴い わ ず か に減少 し，最大乾燥密度 は

　　添加量 の 増加 に伴い わ ず か に増加す る傾向を示す 。

　  　消石 灰 を泥岩土 に添加 した 場合， 最適含水比 は添加

　　量 の 増加 に伴 い わ ず か に増加 し，最大乾燥密度は 添加

　　量 の 増 加 に伴い わ ず か に減 少 す る 傾向 を示す。

　こ の 報告が泥岩土 を盛土等材料 と して 使用す る ときの 施

工 管理 基準 の
一

助 となれば幸 い で あ る 、

　末尾 な が ら， 筆者 らの 研究へ い ろ い ろ と御助言 を賜 わ る

名古屋大学教援植下協博士 に 深 く 謝意を 表す る 次第で あ

る。

　　　　　　　　　　参 　考　文 　献

　1） 新城俊 也 ； 島尻層 泥岩の セ ン 断特性，琉 球大学農学 部学術報

　 　 告，　第23号，　pp ．237〜25遭，1976．
2） 砂 川 徹男 ・上 原方成 ： 島尻層群 に お け る 与那原 層の 工 学 的性

　　質 ， 土 と基礎，Vol，31
，
　No ．4，　pp ．27〜31，1983．

3） 新 城俊也 ； 沖縄 に おけ る 泥灰岩の 工 学的特性（1），琉球大学

　　 農学部学術報告，第18号，pp．127〜136，1971．
4） 新 城俊 也 ・小 宮康 明 ：乾 湿繰返 し に よ る島尻層泥 岩の 強度低

　　 下，琉球大 学農学部 学術報告，第25号，pp ．307〜323，1978．
5） 新城俊 也 ほ か ：島尻層 泥 岩地 帯に お け る切 土斜面の 設計 の 現

　 　 状 と問題点，土 と基礎，Vo1 ．31，　 No ．1．　 pp ．111〜116，
　 　 1983．
6） 栽城俊也 ；島尻 層泥岩土 の 締固 め に関す る 2・3 の特性，琉球

　 　 大学 農学部学術 報告，第24号，pp ．413〜425，1977．
の　上原方成 ：土の 締固め に関する研究（第 1報），琉 球大学理 工

　 　 学 部紀 要工 学篇，第 8 号，pp ．47〜64，1975．
8） 砂川徹男 ・中村元次 ：島尻粘土 の 安定処理 に つ い て，昭和56
　　年度土木学会西部支部研究発表会講演集，pp．233〜234，昭

　 　 和57年 2 月．
9） 土 質工 学会編 ：土 質試験 法 （第 2 回改訂版 ），pp．285〜286，
　　 H召訴P56年．
10） 上 原方 成 ： 路盤 の 安定処理工 法に 関す る 基 礎的研究 （皿 ）一島

　　 尻 層泥 岩土　そ の 1 − ，琉球 大学理 工 学部紀要工 学篇，第 4

　　 号 ，　pp．63〜88， 1971．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （原稿 受理 　1984．3．12）
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「野 尻 湖 の発 掘写真集 2」

　　　　　　　　　　　　　　　野尻湖発掘調査 団　編著

　野尻湖 は 長野県北端 信濃 町 に あ り，信越本線黒姫駅の

北東，バ ス で 10分ほ どの 山あい に静か な た た ずまい を見 せ

る小 さ な湖 で あ る 。 こ こ に 太古 の 人類の ロ マ ン が埋もれ て

い る とは少 な くと も半世紀前 に 誰 が 思い 至 っ た で あ ろ うか。

　 1948年，湖畔の 旅館 の 主人，加藤 さん が 干上 っ た湖底 に

ナ ウ マ ン ゾ ウの 臼歯 を発見。1961年，これ に 地質家 が 注 目，

出土 の 層準 を め ぐ っ て の 議論が，ま さに 文字 ど お り 厂論 よ

り証拠」 を地 で行く，こ の 発掘 の 契機 と な っ た と い う。

：L962年，第 1 回 の 発掘 を始 め て か ら，す で に 22年が過 ぎ，

今年第 9 圓発掘 が 行 わ れ た 。 そ して ，
こ の 7 月に は，地 元

に 博物館が開館し た。

　本書は 1975年に 出版され た同名の 写真集 の 2 号 目で あ っ

て，主 と して第 7次発掘以来，陸上発掘 3 回分を含 め 第 8

次ま で の 成果 をま と め た もの で あ る。第 工次 か ら第 8 次ま

で ，延参加人員 お よ そ 1 万 5 千名の 汗 の 結晶と もい え よ う。

1 〜 4 ペ ージ に カ ラ
ーで，土地 に刻まれ た乾裂， 昆虫，オ

オ ツ ノ シ カ の 掌状角，ナ ウマ ン ゾ ウの きば，象牙 の 加工 品

（ビーナ ス か ？），そ れ に 地層断面が柱状図と と もに の せ て

あ る。あ とは 100 ペ ージま で モ ノ ク n で ある。写真の 配列

は，こ の 発掘 の 大 目標 とな っ て い る
“
野尻湖 人 の 生活 とそ

れ をめ ぐる自然の 復元
”

とい うテ
ー

マ に 沿 っ て なされ て い

る。

　石器 な どの 入類遺物を立体視 で きる よ うに し て あ る の で，

ヵ ラーに お け る な ま な ま し さ と は別 の 迫力を感 じ させ る の

が 特徴 で あ る。実体鏡に 合 わ せ て 並べ て あ る が，裸眼 で も

容易 に 見 られ，実体視 の 訓練 に も っ て こ い で あ る。カ バ ー

（カ ラー）は 発掘地点 の 遠景 で あ る が，こ れも実体視で き

る か も。

　17ペ ージ に 及ぶ 解説 の ほ か ， 野 尻湖発掘友の 会 や 専門別

グル
ープ の 所在地 ・連絡先， 発掘 の 年表がつ い て お り，目

で 楽 しみ な が ら学 ぶ こ とが で きる 。

　本書は 写真集で は ある が，発掘 の 基本姿勢が 「層位第
一

」

主義で ，現場 の 精細な観察を最も重要視 し て い る 。こ の こ

とは ， 土質工 学会員に と っ て も常に念頭 に お くべ きで あ る

が，い た ず らに 数値や理論に走 る こ と な く事実を どの よ う

に把握 し，そ れ に 立 脚 し た 理 論構成 を行 うか，き わ め て 広

汎 な 分野 の 協同の もとに成 り立 っ た本書か ら学ぶ こ と が多

い と考 え る。

　しい て欲をい え ば，写真 の コ ン トラ ス トが 強す ぎ る こ と ，

写真に よ っ て は，ス ケール がつ い て い れ ば よ か っ た の に ，

と 思 う もの もあ っ た。

　前書 とあ わ せ て 見 られ る こ と をお すすめ し た い 。

〈内容 の 概観〉

　旧人 か ら新 人 へ
一 下部野 尻湖層 皿 の 時代

　キル サ イ ト
ー

中部野尻湖層の 時代

　大型獣 の 絶滅
一

上部野尻湖層 1 の 時代

　氷河時代
一 上部野尻湖層1 の 時代

　縄文時代 の あ け ぼ の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （工藤 浩）
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