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　本文献は，垂直な壁面を もち ， 高い 引張 り強度 を有する

補強材を裏込 め内に配 した 土留め構造物 （補強土擁壁 と よ

ぶ）を対象 に，新た な設計法の 提案を行 っ た もの で あ る 。

本文献で は特に ， 補強土擁壁 の 裏込 め上 に 帯状荷重 が作用

す る 問題 を取 り上 げ，そ の と き に 補強材に 生 じ る 最大引張

リカ の 算定法 にっ い て 論 じ て い る。著者 らは 模型 の 補強土

擁壁を用 い て 鉛直荷重および水平荷重 の 載荷実験 を行 い ，

補強材 に 生 じ る 引張 リカ お よび 変形 の 計測を行 うと と もに，

そ の 結果に 対 して 理論的な考察を加 え，簡便な設計法の 提

案に結び付け て い る。著者らが提案し て い る設計法 の 特徴

は ， 補強材に生 じ る 引 張 りカが 載荷重 の 大き さや 位置に よ

っ て 盛土の 上層部か ら下層部に向けて転移す る （応力が 再

配分 され る） とい う考 え方を導入 し て い る点 で ある。こ の

考え方 が 本論文 の 骨子 と な っ て お り，補強土擁壁 の 研究 ・

設計に 携 わ っ て い る者 に と っ て 興味深い 内容 で ある。また，

著者らが提案 して い る設計法 は か な り簡便な もの で あ る に

もか か わ らず ， 設計計算値と実験で の 計測値 とは よ く合致

し て お り， 実務 へ の 適用 に 向 け て今後の検討に値するもの

と思 わ れ る。た だ し ， こ の 研究で は 小規模な模型実験に よ

る検討 に とどまっ て い る た め ， 今後 の 検討 に あた っ て は 実

物大規模で の 検証 が 必 要 で あ ろ う。 以下 ，本文献内容を示す。

1．　 は じ め に

　補強土擁壁 の 安定性 に は，外的安定 と内的安定 の 2 種類

があ り， 後者に は 引張りカが補強材の 引張 り強度を 超 え る

こ とに よ る破壊と補強材の 引抜けに よ る破壊が含まれ る 。

本論文で は ， 内的安定の 問題を取 り上げ る 。

2． 背　景

　こ れ ま で に 行 わ れ て きた 実験的研究 に つ い て 簡単に 述 べ

て い る 。 さらに ，現状 の 設計法 で は こ れ らの 実験結果を十

分に説明で きな い こ とを指摘 し ， よ り実際的な設計法 の 開

発 が必 要な こ と を述 ぺ て い る。

3　模 型 実 験

幅 556　mm
， 長 さ 760 　mm

， 高 さ 525　mm の 土 槽内で 行

っ た載荷実験 の 方法 に つ い て述 べ られ て い る。実験概要を

図
一 1に 示す。試料土と して 砂 が 用 い られ，補強材 に は 厚

さ 0．025m 皿
， 幅 25　mm

， 長 さ 665　mm の 帯鋼 が 用い られ
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図一1 実験 概要

て い る 。 補強材は鉛直方向に 10段 ， 7k平方向に 3本配置さ

れ て い る。

　上載荷重 の 載荷位置 は 図中の 1 〜IVで ある。鉛直方向の

帯状荷重 の ほ か に 水平方向 （壁面 に 向 か う方向 とその 逆方

向）の 載荷 も行 わ れ た。

4． 理論的考察

　4．1 鉛直荷重 が作用す る場合 の考察

　鉛直方向の 上載荷重 に よ っ て 補強材 に 生 じ る最大引張ウ

カ T ・nax は ｛工拭 で 求め られ る。

　　　 T 皿 。 x 漏σ
且 （竕 （」の（As）…………・………一・…

ω

こ こ に，σ
π ： 上載荷重 に よ っ て 壁面上 に 生 じる 水平土圧

（弾性論 よ り），M ： 補正 係数 （1．0〜1．4），　 dh ： 補強材の

鉛直方向の 間隔，As ： 補強材の 水平方向 の 間隔，で ある
。

　一方， 補強材の 引抜き抵抗力を Ft
， 主働土圧 を Pa とす

る と ， 上 載荷重 に よ る水平 土圧 に 抵抗す る た め に 発 揮 し う

る正味の 摩擦抵抗力 Fn は ，

　　　Fn ＝F 厂 Pa ……・…・・…■………・・……・…・…・…（2）

と し て 求 め られ る。 ま た ， 補強材 の 降伏荷重 を Fv とす る

と，上載荷重 に よ る水平土圧 に 抵抗す る ために 発揮 し うる

正味 の 引張 リカ Fvt は，次式 で 求 められ る。

　　　 ヱ7u’騾1ア
〃
一」Pa ・・・・…　6輔・・・…　‘・・凾…　幽・・…　。・榊・・…　鱒・・…　（3）

土 と基礎，35− 12（359）
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　 　 　 　 　 　 　 　 図一2 補強 材の 引張 り力

　　　　　　　　　　　　　　　　 A。D   超過力 F ■ を次式 で 求 め る 。

　　　　　P”e ＝ Tmax − Fn …　〔4｝

  超耡 の 総和FET を勅 。 ．

　　　　　FET＝（fi
”
z ）1＋ （鳧 ）2

　　　　　 十
…
　
t−・

→
一
（F 刃）n

…
　〔5）

　　　 こ こ に ，
n は Tmax ＞ Fn と

　　 な る 補強材 の 段数 で あ る。

　   F 即 が曲線 A と曲線 C の 交

　　点 よ り下方 の 補強材 に均等に

　　転移す る もの と し，こ の と き

　　に付加 され る 引張 り力 FD を

灘驚
　　Fn と して 求 ま る。ま た ， 交点

　　よ り下 で の 引張リカは Tmax
（b｝ 載荷位置 ：llt載荷fi100kPa（≒1・Okgf／cm2 ）　　 十FD と し て求ま る。た だ し，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後者 の 場合 は

4．2 鉛直荷重 と水平荷重が同時に 作用す る場合の考察

水平荷重 が 加 わ る につ い て も同様 の 考察が な され て い る 。

5． 結　果

　5．1　鉛直荷重が作用す る場合

　図一 2 は実験で の 計測値お よび理論値を示 した もの で あ

る 。 曲線A は（1｝式 で 求 め られ る Tm 。 x，曲線B は実験 で 計

測 され た補強材 の 引張 り九 曲線 C は （2）式 で 求 め ら れ る

Fn
， 曲線 D は 後述す る設計法に よ っ て計算され る補強材の

引張 り九 曲線 E は ｛3｝式 で計算され る Fu’

を表 して い る 。

こ の 図か ら次の こ とが分 か る。

　 1） 曲線 A と曲線 B を比較す る と，盛土 の 上層部 にお い

　　 て Tm 。 i は 実測値 よ り大きく， 下層部 で は 逆転する。

　 2） 曲線 G と曲線 E を比較す る と，盛土の 上層部 に お い

　　て Fn は F 〆よ り小 さ く，下層部で は逆転する 。

　3） 盛土上層部 で は Tmax は Fn よ りもか な り 大 きい こ

　　 とか ら，補強土擁壁が内的 に安定 で あ る た め に は，引

　　張 りカの 超過分は盛土下層部に移 らなければな ら な い 。

　　すな わ ち ， 上載荷重 に よ っ て 引張リカの 再配分が生じ

　　 る。盛 土上 層部に お い て 応 力緩和 が 生 じ る こ と は ， 実

　　験時 に 上層部の 変形 が大きい こ とか らも推測 され る。

　 5．2 設計法 の 提案

　 引張 りカ の 再配分 を考慮 した 設 計 法 は ，
Tmax 　DS　Fn や

Fv’

よ り も大きい 場合 に適用される。設計計算 の 手順は以

下 の とお りで あ る。

　   （1）式 を用 い て Tmax を計算す る
。

　   　  （3）式を用 い て Fn，　Fv’

を計算す る 。

1）e6ember ，19S7

　　　　　丁
皿 X ＋ FD ≦F ． か つ くFv！…………・・…・…（7｝

とな る こ とが 必要で あ る。

　以上 に 示 し た方法 で 求 め た の が 図
一 2の 曲線 D で あ り，

実測値を示 す曲線 と よ く
一

致して い る こ とが 分 か る。同様

の 結果 は，異 な る 載荷位置 で の 実験 で も確 か められた。

　なお ， 載荷重 を徐々 に増加させ て い くと ， 引 張 りカ が

Fn に達した補強材が引き抜け て壁面 に変位が 生 じ，これ

と同時に 下層部の 補強材の 引張 り力が増加す る と い う 「引

張 り力 の 再配分 」 が 観察され た 。

　5．3　鉛直荷重と水平荷重 が 同時に作用する場合の 設計

　　　 法の 提案

　 1） 壁面方向 に水平荷重 が 作用す る とき

　Tmax の 計算 の 際 に 水平荷重 の 成分を 付加す る こ とに よ

っ て ，鉛直荷重 の み の 場合 と同様 の 手順で 設計計算が で き

る 。 こ の 揚合も設計値と実測値 は よく
一

致 し て お り， 設計

法が妥当で ある とい え る。

　 2） 壁面 と逆方向 に水平荷重 が 作用す る と き

　鉛直荷重 の み が作用す る と して 設計すれ ば，安全側 の 設

計とな る。

6． まとめ と結論

　「引張 り力の 再配分」 とい う考え方を 用 い て，上載荷重

が作用す る と きの 補強土擁壁 の 簡便 な設計法が提案で きた

こ とを ま と め と し て述べ て い る e

（抄録者 ；見波 潔　建設省土木研究所）

　　　　　　　　（原 稿受理 198Z　10．2）
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