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1． は じ め に

　今 日， 首都圏に お い て は
一

極集 中に伴 う地価高騰

を招 き， 都市イ ン フ ラ整備 と民間開発 の ア ン バ ラ ン

ス等によ っ て 多 くの 都市問題 が発生 し て い る。 こ の

よ うな状況を解決 し て い く一手段 として ， 限 られた

土地 の 高度利用 ， 有効利用が 望まれ て い る 。 地下開

発 に っ い て も軟弱地盤部 を含め地下深 くま で 積極的

に 活用せ ざる を得 な い 状況に お か れ て い る 。

　 こ こ で考え て お かな けれ ば ならない こ との
一

っ に ，

公共用地，民間用地に お け る地下利用を各々 独自に

行 うの で は な く， 地上 にお ける利用 との 整合性を図

りつ つ
， それ らを一

体的 に利用 して い くこ とがあげ

られ る 。 また ， こ の よ うな利用 を進 め て い こ うと し

た 場合 に想定 され る ソ フ ト面，ハ
ー

ド面か ら の 課題

を抽出 し， そ の 解決に 向け て研究 ・開発 を進 め る こ

とも重要な視点で あ る 。

　本節で は公共用地，民間用地 に お け る地下利用 の

現状 と課題 ， 建築構造物 にお け る地下空間利用 の 展

望 ， お よ び ， 建築構造物 に お ける地下利用 と近接施

工 の 事例 とし て ， 現在 ， 建設が進 め られ て い る文京

区
“

シ ビ ッ ク セ ン タ
ー”

の 概要 に つ い て紹介する 。

2． 地下 利用の 現状 と課題

　御承知 の とお り ， 公共用地 の 地下利用 は ， こ れ ま

で 早 い 者勝 ち的に行 わ れ て 来た。そ の 結果 ， 地下鉄 ，

地下通路，地下埋設物等 の 都市イ ン フ ラ施設 が地表
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か ら順次何段 に も わ た っ て 埋 設 され て お り， 最近 の

地下鉄建設に お け る事例で は，プ ラ ッ トホ ーム の 位

置 が地下 40m を越え る もの も出て きて い る 。 東京圏

にお け る 支持層 （東京礫層） の 深 さは ，西 か ら東 に

向か っ て 多少傾斜 して い る も の の おお むね 50m 前後

だ とすれ ば ， 主な公共用地 の 地下は ほ ぼ支持層に 至

る深 さま で利用 が進 め られ て い る 。 こ れ か ら先 ， 連

続 して確保で きる 大 きな空 間は大深度地下 に求 め ら

れ る こ と に な る
。

　
一方 ， 民間用地 の 地下利用は 公共用地 の 地下利用

に比 べ て あま り進 ん で い な い の が現状で あ る 。 こ の

理 由は ， 現行 の 建築基準法で規定され て い る
“

容積

率
”

に関係 し て い る と思わ れ る。容積率は敷地面積

に 対し て建築可能な延 べ 床面積 を規定 し て お り，そ

の 床面積 を地上 に造 る の か 地 下 に造 る の か に つ い て

は定 め られ て い な い
。

一
般的に ， 同 じ建物床を造 る

の に地上 と地下で は 工 事費が 3 〜 5倍違 っ て くる 。

し た が っ て ，駐車場や機械室等
一
部の 施設 を除 い て

建物床 の ほ とん ど は地上に 建設 され ， 地下 に お い て

は 支持層 ま で 長 い 杭 が打設 され る こ とが多い
。

　現行の 容積率制度が適用 され る昭和45年以前に は，

建築規模の 設定 は 地上 の 高 さ制 限に よ り行われ て い

た 。 こ の た め ， も う少 し積極的に地下利用がな され

て い た 。 た とえば ， 図一 1 に 示すパ レ ス サ イ ドビ ル

の 場合 ， 騒 音 ・振動等が 問題 とな る各種 の 印刷機械

はす べ て 支持層 に至る地下空間に収 め られ て お り，

地上 は すべ て業務 ・商業施設 と し て 利用 され て い る 。
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図
一 1　 パ レ ス サ イ ドビル の 空間利用

支持層に至 る地下空間 と高さ制限で 定め ら れ る 地上

空間を うま く利用 し た事例 と い え る。

　公 共用地 の 地下 はそ の 利用 がか な り進 ん で お り残

され た空間が少な い の に対 し て ， 民間用地 の地下は

まだ ま だ利用 され て い な い
。 した が っ て ， こ れか ら

の 地下利用に は ， 官民用地 を併せ た計画的な構想を

た て る と と も に
，

“

容積率
”

に つ い て も新 た な 考え

方を導入 し て い くこ とが必 要で あ る 。 地上空間の 利

用 と整合性 の とれ た地下空間利用を どの よ うに 進め

て い くか は ， 今後 ， これ らの 建設にたず さわ っ て い

る我 々 の 力量 が問 わ れ る と こ ろ で あろ う。

3． 建築構造物 に おける地 下 空間利用の展

　　 望

　すで に述 べ た とお り， 建築構造物 に お ける地下利

用は こ れ ま で
一
部 の 限 られ た 施設に し か行わ れ て お

らず ， そ の 深 さ もせ い ぜ い 10皿 〜20m で あ る 。 し か

し な が ら，首都圏 に お ける様 々 な都市問題 を考 え る

時 ， 限 られ た都市空間 の 有効利用は不可欠 とな る 。

公共用地 ・民 間用地 の地下 を一体的 に利用 し ， そ こ

に公共的施設 の 整備をは か っ て い く こ とが ， 今後 の

都市問題解決に向けて の 重要な視点で あ る 。 公共地

下駐車場整備を例 に と り ， 建築に お け る地下 空間利

用 の 展望に つ い て 考え て み よ う。

　公共地下駐車場 を都心 部 の 道路地 下 に計画する 揚
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合 ，
い っ も問題 と な る こ とは既存構

造物を さけ な が らの 空間確保や駐車

場出入 口 の 確保 で ある。加 えて ，エ

事中に お い て は ， 地上交通 の 阻害に

伴 う交通混雑 ， 地下埋設物防護，周

辺 建物 に 対す る近 接施工 の 問題等 が

あ げ られ る 。 こ の 結果 ， 工 事期間や

工 事費 の 増大 を招 くこ とに なる 。 そ

こ で ， 公 共地 下駐車場を そ の 周辺 街

区で行 わ れ る大規模開発 と合 わ せ て

整備する こ とを考え て み よ う。 再開

発 ビ ル は現行 の容積率規定 に従 っ て

つ くる もの とし， そ の 建物 の基礎杭

が打設 され る 空間 ， すなわ ち建物基

礎下面 と支持層と の 間に公共地下駐

車場を整備 する わ け で ある。 こ の よ

う に考 え る と
， 公 共側 として は上 で

述 べ た よ うな問題 は ほ とん ど解決 し て し ま う。 公共

地 下駐車場 の 出入 口 は再 開発 ビル の 出入 口 を共用す

れ ば よい し，
』
道路地下 で 工 事を行 うわ け で はな い の

で ， 地上交通の 阻害 ， 地 下埋設物防護 の 問題 もほ と

ん どな い
。

一
方 ， 民間側 と し て も土留め壁が兼用で

き る し ， 杭基礎構造 に比 べ て 強固な人工 地盤 の 構築

が行わ れ る わ け で
， 軟弱地盤に お け る建物 の 安全性

も向上す る 。

　 しか し，一方 で 解決 され な けれ ばな らな い 問題 も

多 く発生 し て くる 。 技術的な面か らは ， 地下50m に

も及ぶ 大規模掘削が必要 とな り，こ れ に 見合 っ た土

留め壁 ， 掘削技術の 開発 と と もに ， よ り慎重な 近接

施工 対策 が望 ま れ る。土木構造物 と建築構造物の 融

合に伴 う技術基準 ， 容積率 の 考え方 も見直 して い く

必要が ある 。 加 え て ， お互 い の構造物 の 所有権の 在

り方 ， 費用 の 分担 ， 管理 運営 の 仕方等 に つ い て も整

理 し て い か な けれ ば な ら な い
。

　 こ れ らの 問題 は 決 し て 解決 で きな い もの で は な

い
。 類似 の 事例 と して ， すで に建物 と道路が

一
体 と

な っ た立体道路制度や ， 公共 ・民間構造物bX−一体 と

な っ た ア
ーバ ン コ ン プ レ ッ ク ス ビ ル デ ィ ン グ制度等

の 研究が進 ん で い る 。 近 い 将来 ， こ の よ うな大型 で

複合化 し た 構造物 の 建設が ど ん ど ん進 む も の と思 わ

れ る 。
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4， 建築構造物に おける地下 利用 と近接施

　　 工 事例

　4．1　 計画 概要

　こ こ で 紹介す る事例は ， 営 団地下鉄丸 ノ 内線後楽

園駅前に あ る 現在の 文京区役所を取 り こ わ し て ，旧

文京公会堂跡地 を含め た約 11300 皿
2

の 敷地に シ ビ

ッ ク セ ン タ
ー

（公会堂，庁舎，区民施設 ・区民ひ ろ

ば を
一

体化 した複合施設）を建設 し よ うとす る もの

で あ る
。 建物の 規模は 延 べ 面積が約 8万 6 千 m2 に

もお よぶ 高層建物で あ る （図一2）。

　敷地周辺 の 状況を図一 3 に 示す 。 敷地 の 南側 に は

図一 2　 シ ビ ッ ク セ ン タ
ー

の 地下 利用

図一 3　 シ ビ ッ ク セ ン タ
ー

の 敷地周辺状況
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現 在営団地下鉄丸ノ内線が高架で 走 っ て お り， 東側

に は既存 の建物 をは さん で 都営地下鉄三 田線が運 行

され て い る
。

一
方， 西側 に は営団地 下鉄 7 号線の 駅

舎が建設中で ， また北側 に は都営地下鉄 12号線 の 駅

舎が計画 され て い る 。

　地下空聞利用とい う観点か ら見た本計画 の特色 と

して は，まず第一に こ れ ら四 っ の 公 共交通 との 地下

ネ ッ トワ
ー

ク が あげ られ る 。 具体的 に は ， シ ビ ッ ク

セ ン タ
ー

の 地下 2 階 に大 きな ア ト リ ウ ム 広場 （区民

ひ ろ ば） を つ くり， こ こ を中心 に 四 つ の 駅舎 との 連

絡を図 る計画 と し た 。 また ， こ の 地下 ア ト リウ ム と

あわ せ て ， 地下25皿 の 支持 層に い た る 地 下空間を各

　　　　種 の 区民施設 ， 倉庫，地下駐車場，機械設

　　備等 の 空問 と し て 有効的に利用 して い る 。

　　　
一

方 ， 基礎 ・地盤 に か か わ る技術面 に関

　　 し て は多くの 問題 を解決 して い か な けれ ば

　　な らな い
。 既存の 営団地下鉄丸 ノ内線に 対

　　す る近接施 工 の 問題 ， 工 事が 競合す る営団

　　地下鉄 7 号線 と の 施工 手順 ， 本工 事着手 後

　　に建設が は じ ま る都営地下鉄12号線 との 関

　　係 ， 加 え て ，シ ピ ッ ク セ ン タ ーの 建設は
一

　　定期間既存庁舎を生か しな が ら行わ れ る た

　　 め ， こ の 既存庁舎 に対 する影響等 も問題 と

　　 な る 。 こ こ で は ， 営団地下鉄丸 ノ内線 と 7

　　号線 に か か わ る近接施 工 の課題に つ い て 紹

　　 介する 。

　　　4．2 営団地下鉄丸 ノ内線 との 近接施工

　　　図一 4 に示す と お り， 本敷地 の 地盤 は地

　　表よ り軟弱な シ ル ト層 ， 洪積の 砂層，洪積

　　 の シ ル ト層 と続 き，約25 【n 前後で東京礫層

　　　　 に至 る。 こ の よ うな地層状況 に対 し ， 営 団

地下鉄丸ノ内線 は ， 中間の 洪積砂層 で 支持され た杭

基礎構造 とな っ て い る 。

　 すで に述 べ た とお り， シ ビ ッ ク セ ン タ
ー

の 掘削深

さは約25m で 東京礫層 に 直接支持 させ る こ と と し た

が
， 丸 ノ 内線に近接する 2 ス パ ン に つ い て は，一部

丸 ノ 内線へ の 影響を考慮 し て 約 10m 浅 くし ， そ の 下

に杭 を打設 し て い る 。 土留め壁 と し ては剛性の 高 い

連続地 中壁 を採用 し，か つ 地表面下31〜33m に あ る

不透水層 ま で根入れ し ， 掘削に伴 う周辺地下水位 へ

の 影響 を極力避 け る よ うに配慮 した 。 掘削に伴 う丸

ノ内線 へ の影響要素 と して は ， 山留 め壁の 変形に よ
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る もの ，掘削排土に付随す る 土 の 変形 ，

地 下水位 の 変動に 伴 う影響等が あ る。本

検討 で は ， こ れ ら各 々 の 項 目に対す る影

響を算出 し， 重 ね合わ せ る こ とに よ り安

全性 の 確認を行 っ た。建物完成後 の荷重

に よ る地盤変形 に つ い て も ， 上記 の 結果

に こ の影響 を足すこ とに よ り安全性 を検

討 した 。 な お ， 工 事の 実施に際 して は ，

各種 の 計測を行 い
， 計算結果 と照 ら し合

わ せ な が ら工 事を進 め る こ とと し た 。

　4．3 営団地 下 鉄 7号線と の施工 競合

　図一 5 に示す とお り，営団地下鉄 7 号

線 との 競合部に つ い て は ， 7号線工 事が

先行 し て 行わ れ て い る関係か ら ， 様 々 な

施工 方法 が検討 され た 。 こ の 中で特 に問

題 とな っ た点は ， お互 い の掘 削状況が異

な る た め ， 7 号線 の 掘削に伴 う土圧 とシ

ビ ッ ク セ ン タ ーの 掘削 に伴 う土圧 をい か

丸ノ内線

シビッ クセン タ
ー

　　 2ス パ ン

．一

甲

「
約10m

L

　 iV 値（回〕
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図一 5　 シ ビ ッ ク セ ン ター
の 近 接施工

に バ ラ ン ス させ る か とい うこ とで あ っ た 。 こ の 点 に

関 し て は ， 7 号線 と シ ビ ッ ク セ ン タ ー
の 問 に挟 ま れ

た土 の 剛性に 対す る 検討や，左右か ら くる 土圧 を逆

巻 き の ス ラ ブ レ ベ ル を で き る だけ合わ せ水平力 を伝

達 し処理す る方法等が検討 され た。 また，お互 い の

掘削がそれ ぞれ の 構造物 に及ぼ す影響 とし て ， 例え

ば シ ビ ッ ク セ ン タ ーの建 設に伴 う＠部分 の 側圧の 増

加や ， 逆に 7号線掘削に 伴 う  部分 の 支持力低下等

が検討 され た 。 こ れ らの 課題 に対 し て は ， 現在工 事

が進行中で あ る た め
， 今後， 各種の 計測結果 に よ っ
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て 明 ら か に され る もの と思わ れ る。

5．　 お わ り に

　首都圏 に お け る地下空 問利用 は，将来 ますます 大

規模か つ 複雑 に な っ て い く と予想 され る。 こ れ ら の

開発に 伴 っ て 発生 し て くる ハ
ー ド面， ソ フ ト面 にか

か わ る様々 な問題解決 とあわ せ て ， 公共側 ・民間側

が ともに 自分 たち の 街 をつ くる の だ と い う視点 に た

っ て相互 に協力 して い く こ とが ， 今後 よ り
一

層求 め

られ る 。 　　　 　　　　 　　 （原稿 受理 1991．　IZ　11）

土 と基礎，40− 3 （4to）
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