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7．1 は じ め に

　補強土壁 は ， 盛 土材 と盛土材中に敷設 され た 補強

材 ， お よび壁面工 が一体 とな っ て 外力や土圧 に抵抗

し， 従来 の 盛土 に 比 べ て急勾配 また は場合に よ っ て

は垂直な壁面 を もつ 盛土で ある 。 こ の ため ， 補強土

壁は 構造的 に は擁壁 よ りもむ し ろ補強材 と壁 面工 に

よ っ て強化され た急勾配盛土あ る い は鉛直盛土 と言

え る。 こ の 補強土壁 の 代表的な もの と し て 補強材 に

帯鋼を用い た テ
ー

ル ア ル メ 壁がよ く知 られ て い るが ，

近年 で は ジオ テ キ ス タイ ル を用い た補強土壁 も工 事

用道路等 の 仮設構造物か ら
一般的 な道路 ・鉄 道盛土，

橋台 へ と幅広 い適用 が な され ，

一
般的 に用 い られ る

よ うに な っ て き た。

　 ジオ テ キ ス タ イ ル は ， 盛土を面的 に補強す る と と

も に
， 場合に よ っ て は排水機能 も合わ せ 持 っ た ジオ

テ キ ス タイ ル を併用す る こ とに よ り，盛土材 として

比較的低品質な現揚発生 土 も適用 で き る特徴を有 し

て い る 。 壁面工 の 構造 は
， 従来型 の 簡易な土 の う巻

込み式 の もの か ら，
コ ン ク リ

ートパ ネ ル ，
コ ン ク リ

ー
トブ ロ ッ クな ど比較的剛な壁面材 を用 い たもの

，

また従来よ りも断面 の 小 さい コ ン ク リ
ー

ト擁壁 を用

い た非常に 剛な も の ま で存在し て い る 。 特 に 山間部

の 道路や 公園造成 な ど に お い て は，周辺環境に合わ

せ て 植生機能を持 たせ た壁面工 を用 い る こ とが で き

る。 こ の よ うに，現場条件や要求 され る機能 に応 じ

て 各種の 壁面工 を選択 で き る こ とは ， ジオ テ キ ス タ

イ ル 補強土壁 の 注 目す べ き特徴の 一つ で あ る 。

　補強土壁 の 設計の 考え方は ， 盛土 の 設計 の 延 長で

考 え る の か
， 擁壁 と し て の 考え方 をす る の か ， また

極 限釣合い 法 を用 い る の か
， 変形を考慮 し た 設計を

する の か な ど様 々 な方法 があ る 、 特に
， 最近 で は 補

強土壁 の 安定性 に対す る壁面工 の 重要性 が各研究機

関に よ り明 らか に され てお り， 壁面工 の 効果 を考慮
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し た設計を行 う必要が出 て きて い る。

　本章を含み今後 3 章にわ た り， ジォ テ キ ス タィ ル

補強土壁 の設計 ・施 工 の 考え方 を紹介する が ， 本章

に お い て は ， 従来か ら用 い られ て い る補強土壁 の 設

計 の 基本的な考 え方 とそ の 具体例 と し て 建設省土木

研究所
1） と ジ オ グ リ ッ ド研究会

2）
で そ れ ぞ れ 示 され

た設計法 の 概要を紹介す る 。 こ れ らの 設 計法は，壁

面工 の 効果 を安定計算 の 中には取 り入れ て お らず ，

適用す る補強土壁 も壁面工 に 土 の うを ジオ テ キ ス タ

イ ル で巻 き込 ん だ タ イ プ の もの か ら コ ン ク リ
ー トパ

ネ ル
，

コ ン ク リ
ー

トブ ロ ッ ク を用い た もの まで幅広

く対象 と し て い る 。 こ れ に対 し て 壁面工 の効果 とそ

れ を考慮 した補強土擁壁 の 設計 の 考え方に つ い て は

第 8章 ， 9章 を参照 され た い
。

7．2 設　計　法

　 7．2．1 材 料

　補強土壁は ， 無補強の 場合に は安定を保 つ こ とが

で きな い ほ ど急勾配な盛土 をジオ テ キ ス タ イ ル を用

い て補強す る工法で ある こ とか ら， ジオ テキ ス タイ

ル に は大 きな力が働 く。
こ の た め ， 補強土壁 に 用 い

る ジ オ テ キ ス タイ ル に求 め られ る材料特性 は 以下 の

項 目が考え られ る 。

　  伸び ひ ずみ の 低 い 段階で ， 高い 引張 り力を発

　　揮する こ とが で きる。

　  　ク リープ を考慮 し た揚合の 長期的な引張 り強

　　さが大き い 。

　  　盛土材 との 摩擦抵抗を十分に 発揮す る こ とが

　　で きる 。

　  　設置場所 の 環境条件に対 し て 十分な 耐久性 を

　　有する 。

　図一7．1 は， 垂直な壁面 を持 つ 高 さ 4．5m の ジ オ

テ キ ス タ イ ル 補強土壁 を試験施工
3）

した 時 の 盛土巾

お よび完成後 の 壁面の 変位 の状況 を示 して い る 。 こ
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ケース 1
　 　 　 （a ）断 面 図

　 　 　 ケース 1　 ケ
ー
ス 2

？ 3

恒

÷t

ケ
ー

ス Z

o 簷
1。懣
2°
捻

一・・■一・1as日経過
中 22日経過

一 4．5m
− o− ．3．5m− ▲− 2．5m
＋ 工，5m

　 　 　 1050 　　工U50

　 　 　水 平 変 位 （cm ）

　 　 （b）壁面の変位分布

図
一7．　1 試験補強土壁 の 概要

の 補強土壁で ケ ース 1 とケ
ー

ス 2 の壁面工 に は と も

に ソ イ ル セ メ ン トを用 い て い る が
，

ジ オ テ キ ス タ イ

ル は，ケ
ー

ス 1 で は ポ リマ
ー
系ジ オ グリ ッ ド， ケ

ー

ス 2 で は ジ オ グ リ ッ ドよ り引張 り剛性，破断強度 の

小 さな樹脂ネ ッ ト を用 い て い る
。 壁面 の 変位状況 を

見 る と， ケ
ー

ス 2 で は ケー
ス 1 に比べ て 変位 が大 き

くな っ て お り， こ の ときに ジオ テ キ ス タイ ル に発生

し た 引張 り力は ケース 2 で は ケー
ス 1 に比 べ て は る

か に小 さ い 値で あ っ た 。 こ の よ うに
，

ジ ォ テ キ ス タ

イ ル の 引張 り剛性 の 差 が補強土壁 の 安定に大 きな影

響 を及ぼ すこ とがわ か る 。

　  に っ い て は盛土材 との摩擦抵抗が小 さ い と補強

土壁 の 安定に影響を及 ぼすば か りで な く， 設計 の際

に も必要 と され る 補強材長 さが大 き く な り， 第 2

章
4）

で述 べ られ て い る よ うな ， ジオ テ キ ス タ イ ル 自

体 の 特徴 が損な わ れ る 。

　 7．2．2　設計の 考 え方

　ジオ テ キ ス タ イ ル を用 い た補強土壁 の 設計は 一
般

的 にはee　4章
5）

図一4．9 の よ うな 手順 に したが っ て

行われ て い る 。 また ， 補強土壁 の 設計で の安定性の

検討 で は ， 図一4．9 の 内的安定 ， 外的安定 の ほ か に

部分安定 の 検討 として ， ジオ テ キ ス タイ ル と壁面工

October 、1993
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図一7．2Two ・part　Wedge 法 で の 水平土圧 力 の 計算方法
2＞

の 結合部や壁面工 自身 の 安定 （巻込み 部の 引抜 けや

壁面材料 の破壊 など） の検討が必要で あ る
。

　 7。2．3　内的安定の検討

　表一7．1に現在提案 され て い る 補強土壁 の 設計手

法 の一
覧表 を示 す。 内的安定の 検討に用 い る極限釣

合 い モ デ ル と し て は ， 大き く分け て 2 直 線 す べ b

（Two −part　 Wedge）法，円弧すべ り法 ， 平面す べ り

法 が用 い られ て い る 。 2直 線 す べ り （Two −part

Wedge ）法 とは ， ジオ グ リッ ドデザ イ ン チ ャ
ー

ト

（Jewell（ジ ュ ウ ェ ル ） ら
6）
）に代表され る よ うに急

勾配盛土内に発生する す べ り線 を分割 され た 2 直線

すべ りと考え ， それ ぞれ 分割され た ゾーン の 釣合い

を考 える 方法 で ある 。 ジ オ テ キ ス タイ ル の配置は，

急勾配 盛土を安定 させ る の に 必要 な力 を盛土 前面か

ら の 水平力 （図
一Z2 の 熾 ） と考 え て 算出 し ， こ の

水平力 を水平 に敷設 さ れ た ジオ テ キ ス タイ ル の 引張

リカで補 うと考えて設計する 。 平面す べ りに よ る方

法 は ， Jones（ジ ョ
ー

ン ズ）
7）

の 補強土壁 の 設計法に．

代表され るよ うに
， 補強土壁内に発生す るす べ り線

をク
ー ロ ン 土圧理 論 に従 っ た直線すぺ りと仮定 して

設計す る
。

ジ オ テ キ ス タ イ ル の 配置は ， 前述 の 方法

と同様に水平力 に対 し て ジ オ テ キ ス タ イ ル の 引張 り

力で 抵抗す る とし て 設計 する。円弧す べ りに よ る 方

法は ， 土研マ ニ ュ ア ル
1）

の 方法の よ うに ， 補強土壁

内 に発生す るす べ り面 を円弧すべ りと考え ， そ の す

べ りに対 して ジオ テ キ ス タ イ ル の 引張 り力に よ り抵

抗する もの と し て 設計す る 方法 で ある 。 ジオ テ キ ス

タィ ル の 引張 りカに よるす べ りに対す る抵抗 の 仕方

に は ， 1）引張 り力 T をす べ り線方 向に そ の まま 見

込む方法 と
，

2）すべ り線方向 と す べ り線に 垂直な

方法 と に分け て 考え る方法 とがあ る 。 補強土壁 で は ，

す べ りが 明確に発生する 直前 の 状態を設計対象 に し

て い る こ と， 盛土勾配 が急勾配 に な る と1）の よ うな

効果 を見込む ま で に は大きな変形が必要 とな る こ と
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か ら，一
般的には 2）の 方法 を用 い て い る 。 また ， 安

全 率の 算定式 に お い て も ， 第 2章 で示 され た よ うに

ジ オ テ キ ス タイ ル に よ る抵抗 モ
ー

メ ン トの 考え方に

よ b各種 の式が考 え られ る 。 こ の うち ， 土研 マ ニ ュ

ア ル で は
，

ジ オ テ キ ス タイ ル の 引張 り力 の 効果（T ． ，

7b　tan φ）を両方 とも分子側に見込んだ 以下 の 式（1）

（第 2章図一2．　15で の 式 Fr　33）を採用 し て い る
。

　Fs

　　＝

RΣ ｛c・lt＋ （骸 … ef＋ Tt ・i・ の t・n φ＋ 7   ・ ・ s　ei｝
　　　　　　　　　　 RΣ（TVt　sin θi）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　・……・…・〔1）

　 こ こ で
，

　　　 貼 ：分割片 の 土塊重量

　　　　Tt ： ジ オ テ キ ス タイ ル の 引張 リカ

　 こ れ は，実験結果
S）

な ど か ら ジ オ テ キ ス タ イ ル の

効 果 を両方 とも見 込 む （第 2章図
一2．15 で の 式 Fr

．33
，
Fr　9）の が 合理的で あ り， こ の うち TII を分母

側 に 見込んだ式 Fr　9 は， ジオ テ キ ス タイ ル の 引張

り力お よ び 敷設長 さ の 違い によ る安全率 の 値の 変化

が 大きす ぎ る傾向に ある た め で ある 。

　 ジ オ テ キ ス タイ ル に 必 要な引張 りカ の求 め方 は ，

2 直線す べ り， 平面す べ りで は水平土圧 に置き換 え

て 考え て い る の に 対 し て
， 円弧す べ りを用 い た土研

．
マ ニ ュ ア ル の 方法で は ， す べ り面上 で の ジオ テ キ ス

タイ ル の 補強効果 を考慮 し て 必 要引張 り力 を求め る
。

・
っ ま り， 安全率算定式（1）に お い て ， 対象 とする盛土

が 所定 の 安全率 （た とえば F 、
　・ ・ 1，2）を満足 す る の

に 必 要な ジ オ テ キ ス タィ ル の 引張 リカ T を直接求 め

て い る
。

し か し
， こ の 場合 ジオ テ キ ス タ イ ル の敷設

位置が あ ら か じ め わ か っ て い な けれ ば実際 に算出す

る こ とが不可能で あ る 。 こ の た め
，

ジオ テ キ ス タ イ

ル に発生す る で あろ う引張 り力 の 値を 図一7．3 の よ

うに土圧分布 と同様 の 三角形分布荷重 と仮定し ， ジ

オ テ キ ス タイ ル に必要な引張 り力 の 合計を三 角形分

布 荷重 の合力 の大 きさ と して算出 し て い る。 つ ま り，

以下 の式  を用 い て ジ オ テ キ ス タイ ル の 必 要な引張

り力 の 最大 の 値をあらゆ る円弧 す べ りに対 し て求め

る 。
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図一7．4　配置係数 Ka と斜面勾配 の 関係

　　　 b ：分割片 の幅

　 こ の よ うに し て 求 め られ る必 要引張 り力 を， 2 直

線す べ り， 平面す べ りの 土圧係数K の よ う な 係 数

（土研マ ニ ュ ァ ル で は 配置係数 1ζθ と表現 する）に

表す と図一7．4 に 示 す よ．う に な る 。 ジオ テ キ ス タ イ

ル の 配置は stt こ の 必 要引張 リカを満足する よ うに 配

置する 。 配置方法 は， どの 設計方法 で も土圧 係数 K ，

もし くは配置係数 Ka を用 い て， 各段 の ジ オ テ キ ス

タィ ル が負担 する 引張 り力がジ オ テ キ ス タイ ル の 設

計引張 り強 さを越えな い よ うに 配置間隔を決定する 。

こ の た め ， ジ オ テ キ ス タイ ル の 配置間隔 は盛土下部

で は密に 配置 され ， 上部に 行 くに従 っ て 粗に な る配

置 とな る。「

　ジ オ テ キ ス タ イ ル の 敷設長は ， ジ オ テ キ ス タ イ ル

の 必要引張 り力に対 して ， ジ オ テ キ ス タ イ ル が 引抜

けな い だ け の 定着長が必 要で あ る 。 敷設長 は ジ オ テ

キ ス タ イ ル と盛土材 との 摩擦抵抗か ら次式（3）に よ り

求 め られる 。

。論轡
＝Lst＋

一 緜 祠
欄

＝．L 、t＋　　
F ・
・　Ti

　　　 2（c＊
＋σ 。〆・蜘 φ

＊
）
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こ こ で，

　　 Lsi ： 法面か らす べ り．面 まで の 水平距離

　　 Let ： ジ オ テ キ ス タイル の 必 要定着長

　 α
、，α 2 ： 土 と ジ オ テ キ ス タ イル の 摩擦 に 関する 補正係

　　　　 数 （第 4章表一4．2参照）

　 C
＊，φ＊

： 引抜き試験等 に よ り求 め た土 とジオ テ キ ス タ

　　　　 イ ル の 見か け の 粘着力お よび せ ん断抵抗角

　 こ の算出法 に従 うと ， 盛土下部で は ジオ テ キ ス タ

イ ル に作用す る上載圧 が大き く， すべ り面 の 位置が

法面に近い た め ， 必 要 とされ る ジ オ テ キ ス タ イ ル の

敷設長 が下ほ ど短 い 配置 にな る。図一7．5は ， ジオ

テ キ ス タイ ル で 補強 した そ れ ぞれ 高さ 4 皿
， 3 皿 の

実物大の 補強土壁 に対 し て ，ジオ テ キ ス タイ ル を ニ

ク ロ ム線に よ．り切断し ， 自重崩壊させ た実験
9）

の結

果 で ある 。 切断方法は ケ ー
ス 1 で は 下部が短 くな る

よ うな形状 に切断 し，ケ
ー

ス 2 で は各段 の 長 さが 同

じ に なる よ う
『
な形状 に切 断 して い る 。 ケ

ー
ス 1 で は，

  を切断 し た段階で 天 端 に ク ラ ッ クが生 じ ，   を切

断後に全体破壊に 至 っ た 。 ケ
ー

ス 2 で は ，   を切断

した段階で 天端に ク ラ ッ ク が生 じ，  を切断後 に崩

壊 に 至 っ た が
， 盛土上層部は

一
体化したまま で あ っ

た 。 こ の よ うに ， ジ オ テ キ ス タ イ ル の敷設長 が下 ほ

ど短 い 配置 の 場合に は全体を含むすべ り破壊 が発生

しやす い が
， ジ オ テ キ ス タ イ ル が各段同一長 さの 場

合 に は
， 下層 の ジ オ テ キ ス タイ ル が安定を保 っ て い

る 限 り補強領域全体 が一
体化 され て ， 安定を保 つ と

考 えられ る。 こ ゐた め，現 在
一

般的に用 い られ て い

る設計法 の ほ とん ど の もの は ， ジオ テ キ ス タ イ ル の

長 さを原則 として 各段同
一

長 さと し て い る。

　7．2．4　外的安定 の 検討

　外的安定の 検討は ， 補 強領域背面か らの土圧 に対

し て 滑動 ， 転倒 ， 支持力 の 検討 を行 うも の で あ る 。

実際に設計を行 う と， 補強土壁 の 法勾配が垂直 に近

くな る ほ ど ， 外的安定 の 滑動に よ り敷設長が決定 さ

れ る 場合 が多 くな る。 こ の ため ， 補強土壁 の 条件を

十 分検討 して 滑動抵抗力 の 値を設定ナる必要があ る 。

図一7．6 は ， 1 ：0．1 の 法面 を もつ 高 ざ 5，0皿 の ジ ォ

テ キ ス タイ ル 補強± 壁 の 底面の地盤反力分布 の 実測
．

値
1°〉

で ある 。 なお ， こ の 補強土壁 の 壁面工 は ， 図
一

7．7 に 示 す よ うに
，

ジ オ テ キ ス タ イ ル に よ り籠状 に

組立 て
， そ の 中に砕石土 の うと植生土 の うと を投入

し て組み 立 て て あ ！ ， 比 較的剛性 が小 さ い
。 計測結

．October ，1993
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図
一7．　7　壁面構造

罵

果に よ る と， 地盤反力 は 実際に は そ の 地点で の 土被

P圧程度 し か作用 し て い な い こ と がわ か る
。 し か し ，

こ れ は 補強土壁 が安定 し ， 壁面工 の 剛性が比較的小

さい 場 合の 結果 で あ り ， 模型補強土壁 の 載荷実験結

果 （龍岡 ら
11）
） に よ る と，補強土壁 の 上部または背

面 に載荷重 が作用 し， 補強土壁が不安定化 して く る

と， 地 盤反力は 壁面部分 ほ ど大 き くな り， そ の 値 は

壁面工 の 剛性が大 き い ぼ ど大き くな る結果 とな っ て
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い る。 こ の た め ， 支持力に 対す る検討 は使用条件の

厳 し い 構造物ほ ど重 要 に な っ て くる
。 ま た ， こ の 場

合，壁面工 も基礎地盤 と同様に強度に つ い て 十分に

検討する必要が あ る
。

　 7．2．5 現行 の設計法

　現在わ が国で 用い ら れ て い る ジ オ テ キ ス タ イ ル 補

強土壁 の 設計法 と して は ， 建設省土木研究所 が民間

企業 20社 と共同研究 に よ りと りま とめた 「ジ オ テ キ

ス タイ ル を用い た 補強土 の 設計 ・施工 マ ニ ュ ア ル 」

（土研 マ ニ ュ ア ル ） と， （財）鉄道総合技術研究所の

「鉄道建造物設計標準解説 （土構造物）」 ， ジ オ グ リ

ッ ドの 研究 ・施工 に携わ る個人 ・団体で構成 され る

ジオ グ リ ッ ド研 究会 で取 りま とめ られ た 「ジオ グ リ

ッ ド工法ガイ ドライ ン 」 （ガイ ドラ イ ン）があ る。

こ こ で は ， 主 と し て 土研 マ ニ ュ ァ ル とガ イ ドライン

の 設計法の 概要 に つ い て 紹介する 。

　 土研 マ ニ ュ ア ル の 設計法 の 特徴は ， 上 述 した よ う

に 極限釣合い モ デ ル に 円弧す べ り法を用 い て い る点

と ， ジ オ テ キ ス タ イ ル の 必 要引張 り力を算出す る場

合 に，ジ オ テ キ ス タ イ ル の 補強土 として の効果 を取

り入れ なが ら求 め る と こ ろ で あ る 。 また ， 円弧すべ

り法 を用い る こ とに よ り， 盛土材の粘着力も設計の

中に見込む こ とが可能で あ り， 粘着力 を考慮 し たジ

オ テ キ ス タイル の 配置係数 Ka も以下 の 式（4）と図
一
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注1）土研マ ニ ュ アル では，安全率ユ．2で設計するため，
これをLO とした

　 場合の 丁面 ，
Lm；i も示 した。

注2）1tUeggerのチャ v トは，安全率しきとなウ てい る、の ℃ これを1．Oとし

　 た場合のTregも示してい る．なお，　Lmliは，
　L3 の場合と同

一
として

　 い る，
注3）J。nesの 方法は，垂直補強土擁壁を対象としてい るが，この方法に準
　 じて法面を傾斜させて計算して い る。

　 図一7．12 各種設計手法 の 比較検討結果

7．8 で示 された係数 a を用い て 簡便に求め る こ とが

で きる 。

　　k − K 劭
一
盞…

一………・・……・…………・…｛・）

　 こ こ で ，

　　　K σ。 ：‘＝0，0tf／m2 の 場合 の 係数 Ka

　　 H ： 補強土壁 の 高 さ

　ガイ ドライ ン の 設計法 は ， 法面勾配が45° 〜80°

程

度の 急勾配盛土 とゴ 垂 直な壁面 を有する 補強土擁壁

とに分け て 考 え られ て い る。急勾配盛土 の 設計法の

特徴 は ， 極限t釣合い モ デ ル に 2 直線 す べ り （Two −

paエt　Wedge ）法 を用 い て い る こ と で あ る 。 ジ オ テ

キ ス タイ ル に 必 要な引張 P カは ， 図一7．2 の 方法に
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よ り求 め る が ， 図一Z9 の 設計図表よ り土圧係数K

を簡便 に求 め る こ とがで きる 。 ジ オ テ キ ス タイ ル の

敷設長 さは ， 滑動 ， ジオ テ キ ス タ イ ル の 引抜 け， 地

盤 の 支持力の 不足 の 3種類 の 破壊モ
ー ドに対す る検

討か ら必 要 と され る 長 さの うち ， 最大 となる値 を採

用する 。 垂 直な 壁面 を有す る ジオ テ キ ス タイ ル 補強

土擁壁 の 設計法は，テ
ー

ル ア ル メ壁 の 設計法に準 じ

た方法 とな っ て い る 。
つ ま り， 主働領域 を図一7．　10

の よ うに 2 直線 で 囲 まれた領域と考え ， 土圧係数は

盛土天端か ら 6m 深 さま で は静止 土圧係数 と主働土

圧係数 と の 問の値 を ， それ以深 は主働土圧係数を用

い て い る
。

た だ し
， テ

ー
ル ァ ル メ壁 と異な り， 外的

安定の 検討 も行 うよ うにな っ て い る 。

　 7．2．6 各種設計法の 比較

　表一7．1 に 示 され た各種設計法の うち ， 土研 マ ニ

＝ ア ル
1）

（円弧 すべ り），ガイ ドライ ン
2）

（Two ・part

Wedge），　Jewellら 6冫
（Two −part　Wedge ），

　Schmert−

mann （シ ュ マ ー トマ ン） ら
12）

（Two ・part　 Wedge ），

Ruegger （ル
ー

ガ
ー
）
13）

（円弧すべ り），
　 Leshchinsky

（レ シ ュ チ ン ス キ ー）
14 ）

（多数 ら線）， Jones7） （直線

す べ り） の 7 方法 に つ い て
， 図一7，11に 示 す条件を

例に 必 要引張 リカ Tr。q ， 最小 敷設 長 Lminを計算 し

た結果 を図一7．　12 （文献 15）の計算結果 を引用） に

示 す 。 図よ り， 法面勾配 が緩 い ほ ど， 各設計法に よ

る結果 の差が大き く， 最小敷設長 の差 が特 に大 き い

が
， 勾配が急 に な る と ， 各設計法 に よ る差が小 さ く

な る の がわ かる 。 各設計法 の 中で は円弧すべ りを用

い た土研 マ ニ ュ ァ ル と Ruegger に よ る結果 は ， ほ

か の 設計法 に比 べ て 必要引張 り力 T ，。 q が 特 に 大 き

い 。 こ れ は ， こ れ ら の設計法は盛土 の安全率がそれ

ぞれ L2 ，1．3に な る よ うに必要引張 リカを算出 して

い るた め で ある 。 こ の た め ， 各々 安全率 1．0 にな る

よ うに必要引張 り力を求 め る と， ほ か の 方法 と近 い

値 とな る 。 こ の よ うに必要引張 り力の 値は ， 極限釣

合 い モ デル の 違 い に よ る差 は小さ く， 安全率の取 り

方 に よ り差が生 じ て くる も の と考え られ る 。 しか し

な が ら， 必 要敷設長 Lmt。 は ， 極限釣合い モ デ ル の

違 い に よ り差が生 じ，法面勾配が緩 い ほ ど差 が大 き

October，　1993

くな っ て くる もの と考 え られ る 。
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