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学的な立場か ら検討を加 え，こ の 被害の 主な要因 が 火山特

有 の 地形 ・地質および山岳地 に 形成 された人工 的 な造成な

らび に 構造物の 関連で特徴づ け られ る こ と を指摘 した。今

回 の 地震を教訓 と し， 日本国内に数多く存在す る火 山性山

岳地域の 災害を予知 し て 防止 軽減す る た め に は ，被災原因

を除去す る か ，被災対象 の 抵抗 を増強す る こ とで ある。

　 上 に挙げ た 主要因に つ い て の 対策を以下 に 述べ る。

　   　歴 史的 に 過去 の 地 形 ・地 盤 に 関 す る破壊状況 を十 分

　　に調査 し， 特に崩落や すべ り破壊の 原因 とな りやすい

　　特徴を抽出 し て 防災的見地 か ら，崩壊 の 危険地 域を指

　　定 し て 崩壊防止 対策 を施 工 す る か ，土 地利用 の 面 か ら

　　 の 規制を強化す る 。

　  　地震 な い し豪雨 に よ る崩壊 危 険度が高 く，規模 の 大

　　きな 急傾斜地
・崖地 を総点検 し ， 工学的対策を 立 て

　　る。さ らに，社会活動 が 必 要 とす る も の で も，災害 の

　　際 に そ れ が 重大 な 影響 を及 ぼ す よ うな場合 に は ，そ の

　　利用 ・活用 を制限す る等 の 処置 が 必要 で あ る。

　   　斜面地形 の 有効 な利用 の た め に ，階段状 に擁壁を造

　　成す る こ と が 行 わ れ る が，擁壁 の 設置法，特 に 裏込 め

　　盛土部 と切土 の 境界部 や 壁体 そ の もの の 倒壊等 に 起因

　　 し た被害 の 発生す る ケ
ー

ス が 多発 し て い る。擁 壁の 設

　 計 ・施 工 に 当たっ て は，地震時 の 挙動を十分 に 考慮 し

　 た 対策 が 必要 で あ る。

  　今回 の 被災地 の よ うな地形 ・地盤条件 に 対する 構造

　物 の 基礎に つ い て は ， そ の 周辺 の 状況 と上部構造を十

　分に考慮し，通常の 平坦 地 とは 異 な っ た 配慮をす る 必

　 要 が あ る 。

  　  〜  を具体的 に実行す る た め に も，テ フ ラ層 の 全

　 国 に お け る分布状況，お よ び そ の 工 学的特性 の 把握 が

　急務で あ る 。
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　 ア ス フ ァ ル ト舗装 の 搆造設計 に用 い られ る，材料 の 強度

特性 に 関 す る 係数値 で あ っ て，ア ス フ ァ ル ト舗装 を構成す

る 表層，基層，路盤 な どの 各層 に適用 され る 材料 の 単位厚

さ が，強度や耐久性 の 観点 か ら比 較 して ，表層基層用加熱

ア ス フ ァ ル ト混 合物 の どれ だ け の 厚 さに 相当す る か を示 す

値。例 え ば，粒度調整砕 石 の 等値換算係数値 （以下，係数

値 とい う） が ア ス フ ァ ル ト舗装要綱 （以下，要綱 とい う）

に示 す よ うに 0．35で あ る と言 う こ とは，厚 さ 20cm の 粒 調

路盤 が 20 × 0・35＝7cm 厚の 加熱 ア ス フ ァ ル ト混合物層 に

強度 と耐久性 に お い て 匹敵す る効果を持つ こ と を意味し て

い る 。

　要綱によれば ， ア ス フ ァ ル ト舗装の構造は全体の厚さ と

と もに TA が 目標値を満 足 す る よ うに 設計され な けれ ば な

らない 。 丁 五 は 舗装の 各層厚と各層 の 材料 工 法 に規定する

係数値の 積 の 累計 と して求 め られ，舗装全層 を こ れ と強度

的 に 等 し い 表層基層用加熱 ア ス フ ァ ル ト混 合物 の 厚 さ に換

算 し た と きの 値 で ある と言 え る。
喰
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　要綱 で 規定 して い る各種材料と工 法 に対す る係数値は単

純 な 室内強度試 験 な どに よ っ て 決 め られ た も の で な く ， 基

本的 に は AASHO 道路試験 の 成果 に も とつ い て お り， こ

れ に そ の 後 わ が国 で 行 わ れ た 試験舗装の 長期間 の 観測結果

な ど か ら推 測 した 係数値 を 取 入 れ る な ど して い る 。

　1962年 に 発表 され た AASHO 道路試験 で は，通常 の 施

工 法 と通常の 車両 を 用 い て 広 範囲 な軸重 の 相対的 な破壊効

果 を 探 り， 種 々 の 構造要因を組合 わ せ た 舗装構成が 同
一

路

床上 で 異 な る軸荷重 の 通過 に 対 し ど の よ うな 供用性を示 す

か な ど を明 らか にす る こ とが 主 目的 の ひ とつ で あ っ た。そ

の 結果サ ービ ス 指数 ， 舗装要因お よび 交通荷重 の 関係を示

す式が得 られ ， そ の 中で 舗装要因 は舗装厚指数 D で 表現 さ

れ た 。 D は 分散分析 の 結果次式 で 表 され る。

　 　 　 1）＝ O．44 ヱ）1 十 〇．14D2 一
ト0．111）3

　 こ こ に，D ： 舗装厚指数

　　　　 D ， ； 表層厚 （in） （加熱 ア ス フ ァ ル ト混 合物）

　　　　 1）z ： 上層路盤厚 （in） （粒調 砕石 ）

　　　　　D3 ： 下層路盤厚 （in） （砂 ま じ り砂利）
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　式 中の 係数 は そ れ ぞ れ の 材料 の 強度 と耐久性 を示す尺 度

と考 え られ，相対強度係数 と呼ばれ る。すなわ ち，単位厚

さの 表層加熱 ア ス フ ァ ル ト混合物 は ， そ れ を用 い た舗装 の

強度 と耐久性を向上 させ る 上 で 同 じ厚 さ の 粒調砕石 上層路

盤 の O．　44　×　110．　14≒ 3 倍 の 効果 が あ り，同様 に砂利の 下層

路盤 の 4 倍 の 効果 が あ る こ と を示 し て い る 。

　相対強度係数 の 概念 は決 して 新しい もの で はな く， 例え

ば わ が 国 で もす で に 昭 和 35年版 ア ス フ ァ ル ト舗装要綱に，

セ メ ン トに よ り安定処理 した 厚 10cm の 上 層路盤 は普通 の

上層路盤 の 15cm 厚 に相当す る，と明記 して い る。

　AASHO 道路試験 で は 上記 の 結果 を得 た 主要 な試験 の ほ

か に，2 つ の 特殊な試験 を追加 して お り，そ の ひ とつ が上

層路盤材料 に 関す る もの で あ っ た 、 そ こ で は ， 砕石 ， 砂利，

セ メ ン ト安定処 理 お よ び ア ス フ ァ ル ト安定処 理 の 4種類 の

上層路盤 の 効果 に っ い て 比較試験 を行い ， 同
一

の 軸荷重通

過数と同
一

の 供用水準 に お け る 上 層路盤 厚 は 砕石 で 33cm ，

セ メ ン ト安定処理 20cm
， ア ス フ ァ ル ト安定処理 15　cm で

あっ た 。 安定処理 の な い 砂利 に よ る 上層路盤は試験 の 初期

に 破損 し て い る。

　 こ れ ら の 結果 に も とつ い て 検討 の すえ，AASHO の 設計

委員会 は種 々 の 材料 に対 す る構成層係数 （struc 亡ural 　layer

coeMcients ） を1961年，表一 1 の よ うに 暫定的 に 決定 した。

わ が国の 要綱に 示 す係数値は表層用加熱ア ス フ ァ ル ト混合

物 に つ い て LO と し て い る た め，例 え ば 下層路盤 の 砂ま じ

り砂利 で は o．11× 1！o．44＝o．25（修正 CBR 　30以 上 の 場合）

に な る。こ れ ら係数値 は必ず し もす べ て の 舗装材料 と環境

とに 適用 で き る も の で は な い の で ， 設計担当機関が事前 に

そ れ ぞ れ 確認 しな けれ ば な らな い と して い る 。 ま た ， その

際，表一 1中に 示す砂 ま じ り砂利 とサ ン ドア ス フ ァ ル トの

係数値 が 層 の 上下 に よ っ て 異なる こ とか ら も推測 され る よ

うに ， こ れ ら係数値が材料種類や材料特性 に よ っ て 相違す

る ば か りで な く，舗装構造 中の 位置 に よ っ て 相違す る こ と

を考慮しな け れ ばな ら な い
。 す な わ ち，AASHO 道路試験

で 得 られ た係数値は ， そ れ に 用 い た もの と同様 の 材料が ，

同様な位置 に，同様な密度 と厚 さに 置 か れ た場合 に 有効 で

あ る と され て い る 。

　 し か し ， ア メ リ カ の 州道路局等 52 の 機関 の うち ， 18は

AASHO の 係数値を採用 し て お らず ， そ し て そ の 半 数 は

AASHO 以外 の 層 の 等価係数を用 い て い る が，そ れを含 め

た 43機関の うち 30で は舗装構成 の 中の 材料 の 位置 に よ る係

数値 の 修 正 を行 っ て い な い 。

　 ア メ リカ の 各州 が係数値 の 決定に現在採用 して い る手法

は，例えばイ リ ノ イ，ル イ ジ ア ナ な ど の 州 で は 係数値と材

料強度 と の 関係を確立 し て お り， 材料 に応 じて 強度 は マ
ー
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表
一1

舗　 　装　 　構　 　成　 　層 係 　数
s

L 　 表 層
・
蕪層

　 路上混 合 （低安定変）

　 プ ラ ン ト混 合 （高 安 定度 ）

　 サン ドア ス フ ァ ル ト

2，上層路盤

　 砂 ま じ り砂利

　 砕　石

　 セ メ ン ト安定処理 （ソィ ル セ メ ン トを除 く）

　 　 圧 縮強 度 7 日問

　 　 　 650psi 以 上
1
（4．4SMPa ）

　 　 　 400・・650psi （2．76〜4．48　MPa ）

　 　 　 400psi 以下 （2．76MPa ）

　 瀝青安定処理

　 　 　 粗粒 度

　 　 　 サ ン ドア ス フ ァ ル ト

　 石 灰 安定処 理

0．200
．44 ＊

0．40

0．07zO
．41 ＊

0，23tO
，200
．15

　 O．342
　 0．300
．15−O．30

3．下層路盤

　 砂 ま じ り砂利

　 砂 また は砂
’
質粘土

　 0，11＊

0．05→ ．10
呻 AASHO 道路試験 の デ

ー
タ
ー

か ら決定

17 目圧 縮強 度

2 こ の 値 は AASHO 道路試験デー
タ
ーか ら得 られ た が，　 i 印の 値ほ ど正

　 確で は ない 。
3 各 州は これ らの 係数に つ い て研究 を行 い ，経験 に もとつ い て修 正 する こ

　 とが望 ましい 。

シ ャ ル 安定度あ る い は コ ヒ ージ ョ ン値，CBR あ る い は R一

値，一
軸ある い は三 軸圧縮強 さな どで 表 され る。ま た ， 路

床面 の 垂直応力や路面たわ み 量 の 比較 か ら推定 して い る 州

も あ る。

　1969 ・70年 に 建設省 は各種路盤材料に関す る試験舗装を

舗設 し，1976年 に そ の 観測結果 をもとに 石 灰安定処理材料

な どの 係数値を推定 し た 。 ま ず ， 係数値が既知 の 路盤材料

を用 い た舗装構成の T 五 と， あ る 5t 換算輪数 の 通過後 の

路面状況 を表す PSI と の 関係 を求 め ， こ れ を利用 して宋知

の 材料 を用 い た舗装 の TA を推定 し ， 更 に 当該材料 の 係数

値を逆算 し て求めた。こ の 結果， 要綱に示 す係数値 の 追加

と修 正 が 行 わ れ 現在 に至 っ て い る 。
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