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1．は じ め に

　 良好 な宅 地 不 足 の た め ，軟弱地 盤が 建築物 の 建 設 敷 地

と な り， 敷地 の 健全性 を確保する 手 段 と して 地 盤改良を

採用す る ケ
ー

ス が 増 えて い る。建築物 の 基礎 地盤を構築

す る た め の 深層混合処理工 法 お よ び 浅層混 合 処 理 工 法，

埋 立 地 で 見 ら れ るサ ン ドコ ン パ ク シ ョ ン パ イル 工 法 に よ

る 液状 化対策 な ど が そ の 具体例 で あ る。

　最近 こ そ ， 改良地 盤 を建築物 の 本設基礎地盤 とす るケ

ー
ス が 増え，その た め の 本格 的な検討 が 各方 面 で な さ れ

つ つ あ る が ，こ れ ま で 「自然 地 盤 」 に 代 わ る 「
改 良 地

盤 」 の 位置付 け が 建築分野 の 技術体系の な か で明 確 で な

く，そ の 効用 に つ い て も認 識 に 欠 け る面 が あ っ た。各行

政庁 の 判断 に お い て も，改良地盤の 評価 が
一

定 で な く，

地域 に よ っ て 対応 が 異 な る部分 も見受 け られ る。こ の よ

うな背景 に は，改良地 盤 の 性能 を考え る うえで 最 も重要

と思 わ れ る改良地盤の ば らつ きや そ の 評 価 方 法 に 関 し て

定説 が な く， 改 良 に よ る効 果 確 認 や 品 質検査 をど の よう

に すべ きか わ か らない こ とが あげちれ る。改良部分 か ら

採取 し た コ ア 強 度や 改良範囲 の 1＞値 が，ある 目標値 を上

回 る こ とで 効果確認 が な され た り，標準配合 ・標準施工

が 行 わ れ る とい う前提 で効 果 確 認 に 代 え る こ と もあ る が ，

そ れ ら の 方法 が 改良地 盤 の 品質保 証 と ど の ような関係 に

あ るの か 明 確 に 示す こ とが 重要 で あ る 。 本文 は，ユ
ーザ

ーに 対する 品 質保証 とい う観点 に 立 っ て ，改良地盤 の 品

質管理 を要求性能 と関連づ け る
一

つ の 考 え方を示 し た も

の で あ り，事 例 調 査 に よ る検 討 結果 を併せ て 報告す る。

2．晶質管理 に対す る要求性能

　JISZ8101 （日本工 業規格） に お い て，品 質管理 と は

「
買 い 手 の 要求 に 合 っ た 品質の 製 品 を 経 済的 に 作 り出す

た め の す べ て の 手 段 の 体系 をい い ，近代的な品質管理 は

統計的な手段 を採 用 して い るの で ， 特 に統計的品質管理

と呼ぶ こ とが あ る 。 」 と規定 され て い る。こ の 考え方 は ，

工 場製品 に 対す る もの で あ D ， 品質が 施工 性 に 依存する

建 設 工 事 の 品質管理 と基 本的 に 異 な る と い う考え もあ る D

建 築物が 自然 地 盤 に 支持 され る場合 ， 自然 地 盤 の 品 質管

理 とい う発想 は な い の に，同 じ支持 地 盤 と して の 改良地

盤 に なぜ 品質管理 が 要求 され るの か とい う考 え もあ る。

しか し，自然地盤 と異な り改良地 盤 の 築造 に コ ス トが 発

生する以 上 ，ユ
ーザ ー

に 対して 設計上 の 要求性能 が 達成

さ れ て い る こ と を保証す る責任 が 築 造 行為 に 生 じ る。た

だ ，

「改良地 盤 」 に 関 し て は，品質管 理 の 前提 で あ る
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「品 質 基 準」 と 「
検査指標 」 を明確 に す る こ とが 難 しい 。

　改良地 盤 の 品質管 理 に お い て ま ず 第
一

に 考え なけ れ ば

な らな い の は，設 計時 の 要求性能 の 確保 で あ る。こ こ で ，

深層混合処理工 法 （以 下 ，
コ ラ ム 工 法 ）を例 に と っ た 場

合 の 品 質管理 方法 に つ い て 考 える。コ ラム 工 法 な どの 固

化材 を用 い る地盤改良 で は 配合量 の 設定 が 設計の 第一歩

で ある。図一 1に は，コ ラム 現 場 強度 q司一
土 質）の 分

布 を示 す。設計 で は
，

こ の 頻 度分 布や 室内強 度 と現 場強

度の 比 な どに 関す る既 往 データ を考慮し，改良部 の 設計

基 準強度 Fc を確保す るた め の 現場 目標 強度 を決定するe

こ の 品質 の ば ら つ き を考 慮 した Fc の 設 定 こ そ が ，改良

地 盤 に 要 求 し た 基 本性能 で あ る。Fc を （平均 強 度一標

準偏差 σ）， （平均 強 度一2σ）とみ な す と， それ は Fc を

下 回 る割合 （許容不良率） が それ ぞれ 16％ ，2．5％ とみ

なした こ とに な る。した が っ て，設計に お け る許容不良

率の 確 認 が 品 質管理 に お い て まず重要 と なる。

偲

ー

　
一一一’改良コ ラム の 強 度

図
一1　 コ ア 強度の 分 布

　図一 2に は，改良地 盤 の 品質管理 の 考 え方 を示 す。品

質 を保証す る方法 と して は ，
工 程 の 安定 性 を反 映 す る施

工 管理 や 抜取 り検 査 方法 な どの 品質検査 が あ る。しか し

なが ら，地盤改良 の 施 工 管理 とは ， 材料 の 供 給 や 施工 範

囲 が 設計どお ワか ど うか 確 認 す る程度 の い わ ば積算 に 対

する保証 と い う面が 強 く，改良部 の 品 質 を ど こ ま で保 証

で きる の か 不 明確 な部 分 が 少 な くな い 、工 場製品の よう

に 製造物 の 構成材料 の す べ て を管理 で き る の で あれ ば施

工 管理 が 品質 の 保証 に 直結す る と考え られ る が，改良効

果 は 地 上 で 把 握 で きな い 未知な地盤性状 に 大 きく左右 さ

れ る。地 盤性状や 混合 具 合 な ど を 把 握 で き る 明確 な指 標

が 施工 時 に 与 え られ れ ば よ い が ，現状 で は 十 分 と は い い

難 い 。コ ラ ム 工 法 で は ， 既往 デ
ー

タ に お け る 品質の ば ら

つ きを想定 した 設 計が な さ れ て い る が，適 切 な標準的施

工 管理 が な され る こ と を前提 に して，既往デ
ー

タ を個 々

の 設計 に 採用 し て い る と考 え る こ と もで き る。

　実 施工 に お い て も，改良地 盤 の 品質保証 を施工 管理 だ

け で 十分 とみ なす ケ
ー

ス は ほ とん ど な く， 要求性能の 確

認 とい う意味 で の 何 らか の 品質検査 が 行 わ れ て い る。コ
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品　質 管 理 要求性能
の 明確化

品質検査
品質検査へ

施工管理

の 反映
〔コア強度など 1

その ほかの検査　 実大規模の検査 抜取り検査

〔実大載荷試験な ど1
　　　　　　　　　NO

〔コ ア採取率 1

ランダムサ ンプ リン グ

YES

標準偏差既知

XO YES

計数親準型検査 計量規準型検査

抜取 り数多 抜取 り数少

不 A
格口 検査の判定　検査性能の 明確化

再検査など
合 格

図一2　 改良地 盤 の 品質 管理 の 考 え方

ラ ム 工 法 の 場合，一
般的 に 採取 コ ア の

一
軸圧縮 強 度 qu

が 抜取 り検査 に お け る検査指標 とな っ て お リ，採取 した

コ ア の 個 々 の q。 や そ れ ら の 平均値 とそ れ ぞ れ の 目標 値

との 大小 比 較 が 検査方法 と な る 。 具体 的な検査方法 を明

記 した指針等は 少な い が ，住宅都 市整備 公団 の
「
ソ イ ル

セ メ ン ト工 法設計 ・施 工 指針 （案〉」
1） と働 鉄 道総合技術

研究所
「
攪拌 混合基礎 （機械式攪拌方式）設計 ・施工 の

手 引 き」

2）
に お け る 検査値 と 目標 値 の 関 係 を 表一 1 に 示

す。両者 の 検 査方法 に は 大 きな差異 が 認め られ るが ， こ

れ は 改良地盤 に 要求す る 性能 が 異 な る ため で あ ろ う。品

質保証の 上 で重要なの は，検査 方法 そ れ 自体 で は な く，

要求性 能に 対す る 検査が ど の よ うな性 能 で な され るか で

あり，図
一 3 に 示 した 要 求 性 能 と検 査 性 能 の 関係 を明 確

にする こ とで あ る。

3，消費者危険の 導入

　抜取 ワ検査 をす る場合，消 費 者危 険，生 産者危険，下

限 不良率 ， 上 限 不 良 率 と い う概念が あ る
3）。

　消費者危険 ：不良品を合格 とす る割合

　生産者危険 ：良 品 を不合格 とする割合

　下限 不良率 ：不合格 と した い 不良率の 下 限

　上限不良率 ：合 格 と し た い 不 良率 の 上 限

表一1　 コ ア 強度 に よ る 品質検 査 手 法 （コ ラム 工 法 ）

住都 公団

鉄道 総研

各採 取箇所 の
一

軸圧 縮強 度の 総 平均 値 ＞2Fc
採 取箇所毎 〔3 簡以上） の 平均値 ＞F。

採 取位 置 の
一

軸 圧 縮 強 度 の 平 均 値 が 0．SF。を1／20以 トの 害1］

合 で 下 回 ちない 。
上 記平 均値 が F，を1〆4以上 の 確 率 で 下回 らない 。

Fc ：設計 基準強度 （こ の 設 定方法 は 上記 の機 関 で 異 な る）

調査数 量は改良規模 に 応 じて 別 途規定 して い る。

38

図
一3　 要求性能 と検 査性能

　 消費者危険 と 生産者危 険 は，JISに お い て そ れ ぞ れ 10

％ ， 5 ％ と い う標 準 値 が 定 め ち れ て い る。下限不 良率

お よ び 上 限不良率 は，それぞれ消費者危険お よ び 生 産者

危険 に 対応 した もの で あ る 。 上 記の 考え方 に 基づ くと，

製 品 に対す る要求性能を不良率 で 表す こ とが で きれ ば，
そ れ に 対応 した 抜取 ワ検 査 方 法 が 定 ま る。具体 的に は，

下限不良率 を30％ と仮 定 す る と，不良率 が 30％ を 超 え

る 不良品 を合格 とす る 危険率 （消 費者危険）が 10％ を

超えない 抜取 り検 査方法が 定 まる とい うこ とで あ る。

　 ユ
ーザ ーに 対す る 品質保証 とい う観点 に 立つ と，消 費

者危険 お よ び そ の 判 断 基 準 とい え る下 限 不良率 が 重 要 に

な る。生 産 者 危 険 お よ び 上 限不良率 も生 産者保 護 の 立 場

か ら重要 で あ るが ， 上 限 不良率は 生産者 自ら考慮すべ き

内容で も あ り， こ こ で は特 に 限定 せ ず，検査方法を考 え

る こ とに す る。以下 の 不良率 とは，下 限不良率で あ り，
こ の 下 限 不 良 率 が ユ

ーザー
に 対す る 許容不良率に な る 。

な お，上 限不良率 と下 限 不良率の 関係は ， 図
一 5に 後述

して い る。許容不良率 の 設定方法 に 関 して は，設計に お

け る要求性能 が 基本 と なろう。例え ば，前章 で 述 べ た よ

うに コ ラ ム 工 法 に お け る 設 計 基 準強度 Fcの 設定 を （平

均 強 度 一2σ） と設定 した な ら 設計基準強 度 に 対 し て 許

容不良率を2，5％ にすべ き とい う考 え方が あ り得 る。

　抜取 り検 査 方法 は，計量規準型抜取 り検査 （検査値と

目標値 との 量的関係 に 注目する検 査 方法。抜取 り数 に 応

じて 目標値が 変化す る 判定方法。）と計数規準 型 抜 取 D検

査 （検査値 の 合否判定数に 注 目 し た検 査 方法。全抜取 り

数 と不良数 の 関係 か ら判定す る。） の 二 つ に 大別 さ れ る。

JISで は ，様 々 な抜取 り方法 を JISZgOe1〜901s3）に 詳

しく規定 して い る。こ れ らの 検査 方法 に 関 して 共通 に 言

え る こ と は，許容不良率 が 多 い ほ ど ， ま た 標 準 偏 差 な ど

の 品質 の ば らつ きが 把 握 で きて い る もの ほ ど，検査数量

が 少 な くか つ 目標値 も低 く設定 で き る と い うこ とで あ る。

　以下，上記 の 手法 の うち か ら JISZ9003お よび JISZ
9002に 注 目 し た 検 討 を行 う。検査 性能 は，検 査 総 数 η

と 検査対象範囲に お け る 試 料 総 数 N との 関係 に も左 右

さ れ るが，N が n に 比 較 して 十分大 きい （通常 n ！l＞ ≦

0．1）場合 に は 影響 は 少ない と考え ら れ て い る
3 ）。

　JIS　Z　9003の 「
計量規準型 1 回抜 取 り検査 」 は JISに

規定さ れ て い る検査方法の 中 で，検 査 数 量 が 少 な くか つ

許容不良率 を低 く設 定 で き る有効 な 方法 で あ る。こ の 方

法 は，標準偏差 が 既知な もの に対 し て 不良率や 平 均 値 を

保証 で きる特徴を有して い る 。 表
一 2 に は，固結 に よる

改良地 盤 を対象 と した場合の 適用方法 を示す。図
一 4 に

は ，こ の 検査方法 に お け る許 容 不 良 率 と合 格 判定係tw　k，
抜 取 り数 の 関係 を示 す。な お，こ の 方法 で は ， 下 限 規 格

値 を設計基準強度 瓦 と み なすと ， 抜 き 取 っ た コ ア 強度

の 平均値 X と Fc，
　 k の 関係 は，式 （1）で 与 えられ る。

　　　x ≧ Fc十 σ々 　
・……・…・………　……・・…・・……・・…（1）

合格判定係 数 k が 大 き い ほ ど，目 標 値 が 大 き くな り，

検 査 が そ れ だ け 厳 し くな る。k の 値 は，許容不良率が 小

さ く， 抜取 り数 が 少 な い もの ほ ど大 き くな り，抜取 り数

3 〜20個 の 範囲 に お い て 許容不良率 5 ％ ，15％ ，30％

土 と基礎，44− 4 〔459 ）
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表一2　 計 量 規 準 型抜 取 り検 査

検査 指標 ；改良部 コ ア
ー

軸圧縮 強 度

判定 性能 ：消 費者 危 険IO％

判定 方法 ；平均値 X ≧ 目標値 （＝下 限規格値 ＋

　 　 　 　合格 判定係数 々x 標 準偏差 σ）

平均値 X ：抜取Otax 個 の
一
軸圧 縮強度 の 平均値

下 限 規格値 ：許容 不 良率 に 対す る 規 格値
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　 許 答 不 良 率 1％1

合格判 定係数 と許容不良率

に 対 して それ ぞ れ 2 ，1．5， 1 前後 と な る。なお，図
一

5 に は ，
こ の 検 査 方 法 に お け る 上 限不 良 率 と下 限 不 良 率

（許容不 良率）の 関係 を示す。上限不良率は，下限不 良

率よ り当然小 さ く設 定すべ きで あ る が ， 上 限 不良率を で

き る だ け下 限不良率 に 近 づ け て 設 定する方 が 生 産者側 か

らみ る とそ れ だ け無駄 の 少 な い 検査 が 可 能 とな る。しか

し，図 か ら わ か る よ うに 同一
の 下 限 不 良率 に お い て 上 限

不良率 が 大 きい ほ ど抜取 り数 が 多 くな り検査数量 が 増す

こ とに な る。し た が っ て ， 上 限不良率の 設定は，検査 数

量 との バ ラ ン ス を考慮す る こ とが 必要 と な る。
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図一5　 上 限不 良 率 と下 限不 良 率

　次 に JIS　Z　9002 「
計数規準型 1 回 抜取 t）検査」 の 適 用

方法 （表一 3 ）を述 べ る 。 こ の 方法 で は ， 検 査値 が 規格

値 （例 えば，設計基準強度）を下 回 っ て い て も検査数 が

多けれ ば所定 の 要求性能を 満 足 する こ と は可 能で あ るが，

こ こ で は規格値 を満 足 しな い ケ
ー

ス が ゼ ロ に 限 定 した ，

い わ ば 最小 の 抜取 り数 を 考 え た 。表一 4 に は ， 許容不 良

率 と抜取 り数 の 関係 を示す。許容不良率 5 ％ ，15％ ，

30％ に 対す る最小 の 必要抜取 ｝〕数 は，約 40個 ， 約 15個，

約 5個 とな る。

　 上 述 した 二 つ の 方法 を比 較す る と，同
一

の 許容不良率

を満 足 す る よ うな 抜取 り数は ， 計量規 準型 検 査 が 計数 規
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表一3　 計 数規 準 型抜 取 り検 査

検査 指 標 ：改 良 部 コ ア　軸 圧 縮 強 度

判定性 能 ：消 費者 危険10％

判定 方法 ；検査 値 X ≧規格値

　 　 　 　 （L記を満足 しない ケース が ゼ ロ に 限定）

検杏値 X ：個々 の
一

軸圧 縮強度

規 格 値 ：不 良 品 ，良 品 を判 断 す る規 格 値

表一4　 許 容不 良率 と最小 抜 取 り数

許 容不良率 〔％） 3510162531

必 要最小 抜 取 り数 5030151075

表一 5　 消 費者 危 険 を考 慮 した 品質 管理 の 問 題 点

  検査 指標 の 抜取 りが ラン ダム サ ン プ リン グ を満 足 して い るの か ？

  許容不 良率 の 設定 根拠 を明確 に で きるの か ？

  要 求性能 と直 結す る検査指標 を明 確 にす る こ と が で き る の か ？

  変動係数が 相 当大 き く，個 結
一
［法の 場合4e％前後 に もな り うる）も

　 の に対 して統計的 処理で よ い の か ？

  要 求性能 の 保証 を検査に 対 して その ま ま要 求す る考 え方は ，設計基

　 準強 度 に対 す る安 全率 （通常 艮期 3）の 設 定 と ど の よ うな 関係 に あ

　 る の か ？

  抜取 り検査 で 不良 と判定 さ れた 場合 に ，ど の ような取扱 い をすべ き

　 か ？

  抜取 り検査 に お け る母集団 〔ロ ノ ト｝を どの ように 設定すべ きか ？

  自 然地 盤 の 評 価 に お い て す ら統 計 的 手 法 は 取 り入 れ ら れ て い な い

　 の に ，改 良地 盤に 対 して か な りの 品質保 証 を要求す る こ と 臼体 に 無

　 理 が 多い の で は ？

  改 良体自体 に要 求 す る性 能の 検査 は 可能 で あ る と して も，本 来の 要

　 求性 能 は改 良体 の 支持 性能 で あ る ため ，本質 的な検 査に な り得 な い

　 の で は ない か ？

準 型 検 査 よ りか な り少 な い こ とが わ か る。こ れ は ， 計 量

規 準 型 の 場合 に は ，標 準偏差 な ど の 品質 の ば らつ きが 把

握 で きて い る た め で あ り， ば らつ きの 把握状況 が 改良 地

盤 の 品 質保証 の 難易 さ と直結 して い る と考えられ る。

　上記 の ような手法 を改良地盤の 検査 方法 と して 適用す

る た め に は，表一 5 に 示 す よ うな 問 題 点 が あ る。こ れ ら

の 問題点の
一

つ で あ る ラ ン ダ ム サ ン プ リ ン グに 関 して ，
「

コ ア 強 度 は よ く岡 ま っ た部 分 の 値で あ り， 採 取 コ ア を

代表す る指標 で は ない
」 との 指摘 が ある。意識的 サ ン プ

リ ン グを完全 に 防 ぐた め の 方法 は な い が，採取 した コ ア

の 外観 等 に よ る一次 判定 も必 要 と考 え られ る。例えば，
コ ア 採取率 （採取 した コ ア 長 の 中で 固 ま っ て い な い 部 分

を さ らに 除外 した 割合）や RQD 値 な どが 許容値以下 に

な る とラン ダム サ ン プ リン グが 不可能 とな り，抜取 り検

査 自体 が 適当で な い とする考 え 方 で あ る （図一 2参照）。

許容不良率 の 設定 に 関 して は，コ ラ ム 工 法 の 場合，例 え

ば ， 図一 1 に 示すよ うな コ ア 強度の 頻 度分 布と実 大 コ ラ

ム の 強 度の 関係 を求 め て ，実大 コ ラ ム の 圧 縮強度以下 の

割合 が 下限不良率 とす る方法な ど が 考 えられ る。既往 の

実 験 結果に お い て 実大 コ ラム の 強 度が （平均 値
一
標準偏

差） に ほ ぼ 等 しくな っ て い る こ と より，設計基準強度 に

対する 目標 を実大 コ ラ ム 強度で よ い と み なすと，下 限 不

良率 を16％ と設定す る こ とが 可能 で あろ う。

　上記 の 検査方法 は，設計体系全体 に もか か わ る 多 くの

問題 点 が あ る 反 面，表
一 6 に 示 す利点 もあ る。こ れ らの

利点 の うち，設 計者や ユ
ーザ ーの 品質 に 対す る考 え 方 を

品質管理 に 反 映 で き る こ と と，優 れ た 工 法が 品質管理 に
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表
一6　 消 費者危 険 を考慮 し た 品 質管理 の 利 点

  設計 に お け る要 求性 能 と検 査 の 要 求 性 能を 関連 さ せ る こ と が で き

　 る、t
  画

一
的 な 検査方法 で は 検 査性 能 が 不明 で ある が ，許容 不良．率に．応 じ

　 た検 査方法 が 設定 で きるの で，設計者やユーザ
ー

の 考 え方 を改良地

　 盤の 設計
・施工 に 反 映 させ る こ とが で き る。

  品 質の ば らつ き （変 動 係 数，標 準 偏差 ）が 少 な く，優 糺 た 品 質 を保

　 乱 で きる工 法に 対 して は，検査が 容 易に なる 。検 査が 容 易 とは，検

　 査数 が 少 な くなるだ け で な く，検査値 と比 較 し得 る 日標値 も低 く設

　 定 で き る こ と を意味 す る。
  抜取 り検 査に お い て ．設計基 準強度 よ りか な V大 きい コ ア強 度が 実

　 測され る と，過剰 設計 とみ なされ る危 険性が あ るが ，抜取 り数の 少

　 な い 検 査 方法 で は 設 計基 準強 度 よ り相 当 大 き い 目標 値の 設 定か 当

　 然 必 要 で あ る と い うス ト
ー

リ
ー

が 成 ワ立つ 。

お い て よ り高 い 評価 が 得 られ る こ とは，消 費者 危 険 や 許

容不良率 と い う概念 を導 入 す る 最大 の メ リ ッ トで あ り，

こ の メ リ ッ トを どう評 価す るか が ， 改良地 盤 の 品質管 理

を考え る うえで 重要 に なると思われ る。

4，事 例 調 査

　 コ ラ ム 工 法 に よ る 品質検査 の 実測値 に対 して ，前述 し

た検査方法を適 用す る こ と に した 。 表
一 7， 8 に は ， 調

査結果 お よび検査結果 を示す。計量規準型検査 で は，標

準 偏 差 と 設 計 基 準 強 度 と の 関 係 に 注 目 し て，σ／Fc ＝

0．5，
1，0，

1．5の 3 ケ
ー

ス を想定 した 。実測 データ か ら

期待 で きる
．
最小下 限 不良率 が 小 さ い ほ ど ， 品質が 優 れ て

い る こ とを表 して い るの で ，σ ／F，c が 小 さ くば らつ きが

少 な い と想定 し た場合 ほ ど 当然検査結果 は 良好 と なる。

σ ／Fc ＝0，5 （平均 強度 ＝2Fc，変 動係 数 25％ に 相 当す

る）を想 定した 場合 に は ， 許容不良率は ，
ケ
ー

ス 1 （3

個 の コ ア の 平均値 が 1 本 の コ ラム の 検査値 と考 え た場合

で あ り，抜取 り検査数 12），ケ
ー

ス II （抜取 り検査数 36）

の い ずれ も 1 ％ 以 下 と な り，極 め て 品質が 優 れ て い る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 表一7　 事 例 調査

建 物概 要 鉄骨造 2階，店舗，建築 面積 約6000m2 ，　 F。＝1Dkg ／cm2

コ ラ ム 寸 法 直径 1m ，改 良 長 1〜3rrl，本数 1054 本

抜取 り方法 100 本 に つ き 1 本の コ ア 抜 き （各 コ ラ ム か ら 3 個 ）計 36個

コ ラ ム 123 平均値 全 平均値

a42 ．738 ．735 ．438 ．9
b66 ．555 ，564 ．362 ，1
c40 ．522 ．454 ．939 ，3
d47 ．648 ．046 ．947 ，5
e28 ．639 ．729 ．932 ．836

．5
f2S ．317 ．918 、921 ．7

調 査結果 変動係数
922 ．521 ．723 ．822 、7

（42．6％）
h15 ．419 、523 ．119 ．3
119 ．217321 ．319 ．3
」 25．120 ．718 ．921 ．6
k64 ．366 ．054 ．661 ．6
149 ．550 ．658 ．652 ．9

表一8　 検査 結 果

検 査方法 ケ
ー

ス 期待 しうる最小 許容不 良率

σ〆F。；0、5 σ／瓦＝1．0 σ／F。＝1．5
計量規 準型

抜取 ワ検査

〔JISZ9003）
ケ
ー

ス 1
ケ
ー

ス H1

％末満

1 ％未満

2．5％
1 ％未満

12％

5 ％

計数規 準型

抜取 り検査

（JIszgoO2｝

ケ ース 正

ケ ー
ス II

10− 16％

　 5 ％

ケース 1 ：採 取 位 置毎 （3個 ）の 平均値 が 1個の 検 査値

ケ ース II ：個々 の すべ て の デ
ー

タが それぞれ 1個 の 検査値

40

こ とに な る。しか し，コ ア 強度 の 実測 データ に お け る 現

場 平 均 強 度 （36．6kgf／cm2 ） と 変 動係 数 （42．6％ ） を

考慮す る と，σ／Fc ＝ 1．5に 近 く，ケ
ー

ス 1 の 場合 に ，

実測 デ
ー

タか ち期待 し う る許容不良率 （設計基準強度 を

下 回 る割合）の 最 小 値 は 12％ 程 度 と な る。ま た，計数

規準 型 検査 で は，ケ
ー

ス 1 ，ケ
ー

ス IIで 期待 で きる最小

許 容 不 良率 は，そ れ ぞ れ IO〜16％ ， 5 ％ 程 度 （表一 4

参照） とい うこ とに なる。

5．検査 の 判 定方 法 と検 査性 能

　抜 取 り検 査 で 判 定 をす る 場合，判定 の 持 つ 意 味 を知 る

こ とが 重 要 で あ る。こ こ で は，平 均 値 X ≧ 係 tw　m × 設

計基準強度 Fc型 の 判定 の 検査性能 を考 え る こ とに す る。

　図
一 6 に は ， 係数 m と σ／Fc， 抜 取 り数 ， 許容不 良

率 の 関係 を示す。係数 m ＝2の 判定 は，σ／Fc ＝0．5を仮

定 で き る場 合 に は，抜 取 り数 5 〜30個 の 検査 に 対 して，

許容不良率 が 5 ％ 前後 とな る 性能 を有 し て い る が，σ／

F ，

＝1，0お よ び 1．5前後 と 品質の ば らつ きが 大 きい もの

に 対 して は m ＝3 お よび 4 と しな け れ ば ， 同様の 許容

不良率 が 確保 で きない こ とが わか る。
5．O
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一6　 係 数 m と標 準 偏 差 σ ／設 計 基 準 強度 Fc

6，あ と が き

　品質 は ，
工 程．に よ り得 ら れ る もの で検査 で は 確保 で き

な い た め，本来 は 施工 管理 を重 視 し た 改良地 盤 の 品質管

理 が 重要 で あ る。要求性能 が 十分確 保 さ れて い る とい う

データ が 蓄積 さ れ る に つ れ，検査 に 頼 ら な い 合理 的な 品

質管理 が 可能 とな るが ，検査性能
一や検査 の 位 置 付 け が 不

明 な ま ま検 査 が な さ れ ， 達成性能 が 十分把握 で きない 場

合 も少 な くない 。どの ような検査方法 を採用す るに して

も，ユ
ー

ザ
ー

の た め あ る い は ユ
ー

ザ
ー

自身が 検査性能 を

把握 し，検査 性 能が 改良地 盤 に対す る要求 性 能 との 関係

を知 る こ とが 必要 で あろ う。なお，実測デ
ータ を提供 し

て い た だ い た関係者各位 に感 謝 する 次 第 で ある。
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