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　　 5 前後 ，
qu が 6〜8　kgf／cm2 で 20前後 とな っ た 。

　2） 固結砂 の
一

軸 圧 縮強さが約 6　kgf／cm2 を超 え る 場合，

　　1V値 の 増 加 は最低 で も10程度以上 と な る の で 改良効果

　　の 判定指標 と して の N 値の 信頼性 は 高 い 。（和文，図 ：

16，衰 ：3，参考文献 ：20）

薬液注入に よる固結形状 の予測 に関す る現場実験
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　本研究 は ，薬液注入 にお け る固結形状 と注入条件 の 関係

を洪積細砂層を対象 と した現場注入
・掘出 し実験 に よ り調

査 し た もの で あ り， 固結形状の 予測手 法を検討 して い る 。

主 な 結果 は以下の とお りで あ る。

　  緩結性薬液を使用 し た場合の 固結形状 は注入速度 に

　　強 く依存 し て い る。注入 が 小 さ い と良好で球形に近 い

　　固結 形状が 得 られ た が，注入速度が大 きい 揚合は割裂

　　が生 じた た め固結形状 は い びつ な もの と な っ た 。

　  　緩結性薬液を使用 し た 場合，注入速度 が 水注入試験

　　で 得 られ る ρ〜g 曲線 か ら求 め られ る 限界注入速度以

　　下 で あれ ば ， 実質上浸透注入 が 可能 で あ り良好 な固結

　　形状 が得られ る 。

　  良好 な 固結体 を形 成 す るた め に は，注入 速度 を限界

　　注入速度以下 に 選定す る こ と が重要で あ る。

　  　瞬結性薬液 に よ る 固結形状は，透水係数 の や や小 さ

　　 い 本地盤 で は 偏平 な もの とな り，緩結性薬液 に よ る 固

　　結形状と比較す る と劣 っ た も の とな っ た 。 （和文，図 二

12，表 ；4，写 真 ： 9）

関東 ロ ーム の ア ロ フ ェ ン含有量 がその土質工 学的特

異挙動に 及 ぼす影響
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　関東 ロ ーム は 地 表か ら地下 に向か っ て 層序を有し，粘土

鉱物も地表か らア ロ フ ェ ン ， 加水ハ ロ イ サ イ ト，
ハ ロ イ サ

イ トの 順 に 分布 して い る 。 こ の うち 地表の 立 川 ロ
ーム は ，

主 と して ア ロ フ ェ ン 粘土鉱物を含み ， そ の 土質工 学的特異

挙動に大きく作用 して い る こ とが定性的に推測 され て い る 。
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論文報 告集 の紹 介

本研究 は ア ロ フ ェ ン 量 （Ap ）を 化 学的 に 定量 し，そ れ と こ

の 特異挙動との 関係 を 定量的 に求 め た もの で あ り， 次の 結

論を うる。（1）Ap 量が大 き くな る に つ れ て 空気乾燥 に よ る

限界初期 含水 比 お よび 練返 しに よ る液 性 限 界 の 減少 も大 き

くな る 。 （2）　Ap 　9 と強熱減量 ， お よび pF ＝4・2 の 非自由水

分は お の お の 正 の 直線関係を有して い る 。 （3）　Ap　n：大に な

る と酸性分散 が 有効 で あ る 。 （4＞Ap が増 え る と締固 め曲線

は 平坦 に な り乾燥密度 は 低下す る 。 ま た乾燥法 ， 非乾燥法

間の 曲線の 非可逆性が大に な る 。 （5）　Ap と無関係に 55回締

固め 回数 で オ
ーバ ー

コ ン パ ク シ ョ ン が 起 こ り，
14 目 で 強度

回復は終了す る 。   Ap が 増加す る に つ れ て 強度回復率 は

増加 し，オ
ーバ ー

コ ン パ ク シ ョ ン に な る と逆に減少す る 。

（7）Ap は 乱 さない 土 の 9caと鋭敏比 と と も に増加 す る。 

乱 さな い 二t二a丿ffE刀くr派il（は flp と と も に増 刀口し ，　Ipjし 早型果 胎

度 に 締 め 固 め た もの は，逆 に Ap の 増加 と と もに 減少す る 。

（和文，図 ；23，表 ；3，参考 文献 ： 32）

載荷時間 と荷重増 分比 が圧密試験結果 に及 ぼす影 響

とその 解釈
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　標準的 な圧 密試験で は，荷重増分比を
一

律 に 1 と規定 し

て い る 。

一方， 実際の 現場 で は荷重増分比の 大きさは，時

間的お よび位置的 に一様で な い 。した が っ て ，粘土地盤 の

圧密解析に 当た っ て ，圧密特性 に 及ぼす荷重増分比 の 影響

を究明 して お くこ とは 肝要 で あ る
。 従来の 研究か ら ，

こ れ

に 関 して 幾 つ か の 知見が得 られ て い る 。 しか し ，
い ず れ も

荷重増分 比 の み に注 目し，それ が圧 密特性 に及ぼす影響を

圧密試験結果 か らと ら え た もの で あ る 。

　本研究 で は ，従来 の 研究成果 を参考 に して ， 圧密過程 中

に 発生す る 二 次圧 密 と そ の 影響を考慮に 入れ な が ら ， 荷重

増分比 が 圧 密特性 に及 ぼ す影響を実験な らび に理 論計算を

通 じ て 調 べ ，そ の 結果 を踏 ま え て 圧密諸係数 を適切 に評価

す る た め の 圧 密試験 で の 荷重条件 を追究 し た。そ の 結果，

e − logP関係曲線や 圧 密 に か か わ る 諸係数 に及 ぼす 荷重増

分 比 の 影響 の 有無 とそ の 力学的背景を明らか に す る ととも

に ， 圧 密諸係数 を適切 に 評価 す る うえ で 必 要 と 考 え ら れ る

圧密試験で の 載荷時間と荷重増分比 の 範囲を明確 に した。

（和文 ， 研究ノ
ー

ト， 図 ：8，表 ：3，参考文献 ；5）
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