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図一20 土圧 経時変化 （90
°

方 向）

　土丹層に 土圧 計を設置す る た め に は，あ らか じめ ボー
リ

ン グを行 い ，土圧 計 を埋 め込 む 。 こ の 際，ボーリ ン グ孔 は ，

やや大きめ に な るの で ， 設置 され た 土圧 割の 受 圧 面 との 問

に 空隙 が生 じ
， 土圧 の 増加が 十分 に とらえ られ な い

。 す な

わち土圧計が十分に機能せ ず ， 過小の 値を示す 。 逆に ， ボ

ー
リ ン グ孔を小 さ め に し ， 無理 に土圧 計 を押 し込 む と， 受

圧 面 に 過大な 力 が加わ る 。い ずれ に し ろ ， 土圧計が 適正 に

機能し難い
。

　そ こ で ，地 中変位の 場合 と同 じよ う に ， 地盤条件の よ い

砂質 シ ル トの 測定例 を図一20に示す
6 ）。 砂ない し シ ル ト地

盤 で は，土圧計の 受圧 面が地盤 に密着 し て い る の で 土 圧 の

変化 が と ら え られ た もの とみ られ る。

　 なお ， 地下 タ ン ク の 建設現場 と同 じ下部土丹層 にお け る

現揚実験 （径 2．Omx 深さ 1．Om の コ ン ク リ
ー

トリ ン グモ

デ ル ）結果で は ，計算値の 112 程度 の 実測値 が得られ て い

る 。 こ れ は 計算 で は，凍結 の 進行 に伴 っ て 地盤 に 発生す る

ク ラ ッ ク に よ る 応力解放の 効果を考慮して い な い こ と に よ

る と考え られ る
S）。

5．　 む　す　び

　本報告で は ， 初期 に つ くられた LNG 地下 タ ン ク に っ い

て ， そ の 実測値の
一

部 を明 らか に し，計算値 との 比較を試

み た。そ の 結果，本文 の 範囲内で 次の こ とが い え る と思わ

れ る。

　  　地盤 の 凍結の 進行状況 （凍結線 の 推移） は ，計算値

　　と よ く
一致 し て お り，熱電対 に よ る温 度計測方法 の 信

　　頼性 が高い こ と が分 か る。

　  　地 盤 の 凍結 に伴 う周辺 地盤 の 凍上状況 は，予 測値 と

　　ほ ぼ同 じ傾向を示 して い る 。

　  　凍結膨張 に よ る 地 中変位 お よ び タ ン ク 本体の 凍上量

　　と も，計算値 よ り大きい 。こ の 原 因 は ， 計算値 が 凍結

　　速度 の 影響 を考慮 して い な い こ とに よ る e
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東北自動車道八 戸 線折 爪 トン ネ ル 東工 事

　折爪 トン ネル は，北上 山地 を貫 く延長約 2．3k 皿 の 双設

山岳 トン ネ ル で あ る 。 工 事 は ，二 工 事 に 分割 し折 爪 トン ネ

ル 東工事を昭和55年10月，同西 工 事 を昭 和56年10月 に着手

した 。 西 工 事 は ， 上 部半断面先進工 法 で 順調に進捗 し，本

体工 の 覆 工 を完了，現在坑内工 を施 工 中で あ る。東工 事 は ，

ぜ い 弱 な 地質な ら び に 数多 くの 破 砕帯 に起因 す る 地 山 の 押

輯 しや ， 盤 ぶ くれ現象が発生す る た め ， 底設導坑先進上部

半断面工 法か ら NATM に 変更 し，現在掘削中 で あ る。以

下 に 東工 事 に つ い て 概要 を紹介す る （口 絵写真
一5 〜 9参

照）。

地 質状況

　地質 は，チ ャ
ー

トと粘板岩の 互 層 を主体と し ， 部分的 に

輝緑凝灰岩 や 石 灰岩 を挟在す る 古生 層 の 単斜構造帯 を基盤

August ， 1983

に ， 新第 三 紀中新世 の 小祝部層が不整合に 覆 っ て い る。小

祝部層 は，上位，中位，下位 に 大別 され ，下 位 に な る に従

っ て 軟質化 が 進 ん で い る。特 に 小祝部層 下位の 地 山 は，シ

ル ト岩，凝灰岩か ら な り， 強大 な膨張性お よ び塑性地圧 が

ン ネル

図一1　 位　　置　　図
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図
一2　地 　　質　　縦　　断　　図

発生 し，不規則 に 発達 し た き裂を有す る 面 が
， 緑泥 化作用

を受 け て 著 し く老化 し，切羽 の 自立 が 非常 に悪 くな っ て い

る。

工 事概要

　折爪 トン ネ ル 東工事は，当初底設導坑先進上部半断面工

法 に よ り掘削を進 め た が ， 下 り線坑 口 よ り約 1301n の 凝灰

岩の 区間で ， 地 山 の 押出 し， 盤ぶ くれ 等 に よ る ， 支保工 の

座屈 ，軌道 レ ー
ル の 押上 げが著 し くな り，こ れ らの 対応策

とし て 根固 め コ ン ク リート， イ ン バ ートコ ン ク リー ト打設

等 に よ る 補強工 を施 工 した もの の 変状が収 ま らず ， 底設導

坑 に よ る 掘削 を 中止 し た。そ の 後，側壁導坑方式 に 変更 し

掘進を試 み た が，状況は 好転せ ず， NATM に変更 し た。

　 NATM に 変更後 も変状 が 完全 に 収 ま る こ と は な く，支

保 パ タ
ー

ン の 変更等 に よ り対応 しな が ら掘 削を 進 め た 。
し

か し，土 か ぶ り厚さが 80m 〜100m に な る に従 っ て切羽の

押出 し，崩壊 が 度々 発 生 す る よ うに な り，核 残 し，切 羽 の

吹付 け コ ン ク リート等 で は ， 切羽 の 自立 確保 が で き な くな

っ た。こ の た め，頂設部 に導坑を先進させ る工 法を採用し

た 。しか し，盤ぶ くれ に よ る仮 イ ン バ ートの 破壊天 ば 沈 下

が著し く導坑 自体が押 し潰 され る 様相 を呈 した た め ， 同工

法に よ る掘削を中止 し，真円 （R ＝ ・3．5皿 ）の 円形導坑方式

を採用 し た。

　 円形導坑 の 採用 に よ り，そ れ まで は，収束 し な か っ た 内

図
一3　標準断面 図 （小祝部層区聞張）

空変位お よ び沈下が ， 収束傾向を示 し， 切羽 自体の 自立 も

確保で き た。こ れ は，導坑に よ り事前に ゆ う水 を集め ， 地

山 の 膨 潤 化 を少 な くす る と と もに，導坑内 で 地 山 応 力 が 解

放され た た め と思わ れ る
。

　現在で は，20m ！月 の 進行が得 られ ， 残 る小祝部層約65

m を ， 同 工 法 を基本 工 法 と して 施工 し，古生層 に 入 っ て か

ら は ， 標準 NATM で 施工 す る予定で あ る
。

（文責 ： 久保晶紀　日本道路公団建設第一部建設第三 課）

　　　　　　　　　　　　　　　　（原稿受理 　1983．7．1＞

48 土 と基礎，31尸8 （30ア）
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