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要 旨 

平成 29 年の道路橋示方書の改定においては，信頼性を踏まえた部分係数設計法による照査

体系の構築が求められた．ケーソン基礎，地中連続壁基礎，深礎基礎および鋼管矢板基礎

といった柱状体基礎においても，変位レベルや形式によらない平均的な基礎の挙動を一定

の精度で推定できる設計計算モデルの確立や，限界点の明確化等が課題であった． 
こうした背景から本資料では，柱状体基礎の安定照査（設計モデル，照査方法）に着目し

て設計方法の根拠を整理した．そして，柱状体基礎に対する既往の実物載荷試験データを

用いた再現解析を行い，従来の設計法の推定精度を確認するとともに，より実挙動を再現

できる設計計算モデルや安定照査に関する限界点等について提案を行った． 
 

キーワード：部分係数設計法,柱状体基礎,載荷試験,設計計算モデル,安定照査方法 





目 次 
 
第 1 章 はじめに ......................................................................  1 

1.1 研究の背景および目的  .........................................................  1 

1.2 研究の概要と本書の構成  .......................................................  2 

 
第 2 章 H24 道示の設計計算モデルおよび照査方法 ........................................  3 

2.1 地盤抵抗要素モデルの概要と課題  ...............................................  3 

2.2 鉛直荷重に対する安定照査の概要と課題  ......................................... 12 

2.3 水平荷重に対する安定照査の概要と課題  ......................................... 14 

2.4 H24 道示における柱状体基礎の安定照査の課題  ................................... 17 

 
第 3 章 水平載荷試験による設計計算モデルの推定精度の検証  ............................ 18 

3.1 検証内容  ..................................................................... 18 

3.2 検証結果  ..................................................................... 25 

 
第 4 章 水平載荷試験による水平方向の弾性限界点の検討 ................................. 28 

4.1 検討内容  ..................................................................... 28 

4.2 弾性限界点の評価方法  ......................................................... 30 

4.3 検討結果  ..................................................................... 31 

 
第 5 章 水平載荷試験による柱状体基礎の降伏の目安の検証 ............................... 34 

5.1 はじめに  ..................................................................... 34 

5.2 検証内容  ..................................................................... 35 

5.3 検証結果  ..................................................................... 36 

 
第 6 章 鉛直載荷試験による鉛直方向の弾性限界点の検討 .................................. 38 

6.1 はじめに  ..................................................................... 38 

6.2 検討内容  ..................................................................... 38 

6.3 検討結果  ..................................................................... 42 

6.4 まとめ  ....................................................................... 47 

 
第 7 章 まとめ  ....................................................................... 48 

 
参考文献  ............................................................................. 49 

 
 
付属資料  ............................................................................. 50 

1. H24 道示における柱状体基礎の設計法と根拠等  ..................................... 50 

2. 基礎底面地盤の極限鉛直支持力推定式における粘着力項について  ..................... 57 





 

第 1 章 はじめに 

 

1.1 研究の背景および目的 

道路橋に関する技術基準である道路橋示方書は，平成 29 年の改定において，部分係数設計法へ転換

された．具体的には，半ば経験的に確立されてきた，安全率を用いた設計手法（許容応力度設計法）

に代わり，様々な不確実要素を考慮した信頼性評価を踏まえて設定した部分係数を用いた設計手法（部

分係数設計法）が導入された．本研究は，平成 29 年の改定で示された各種柱状体基礎（ケーソン基礎，

鋼管矢板基礎，地中連続壁基礎，深礎基礎）の設計計算モデルや限界点等の安定照査方法に関して検

討を行ったものである． 

道路橋基礎のうち，直接基礎および杭基礎に関しては，これまで安定照査上の工学的な限界点が整

理されるとともに限界点の応答を推定するための設計計算モデルの見直しおよび不確実性の評価が行

われ，それに基づいて抵抗係数の検討等が行われてきた 1) 2)． 

しかしながら，ケーソン基礎，地中連続壁基礎，深礎基礎および鋼管矢板基礎といった柱状体基礎

については，信頼性を踏まえた部分係数設計法による照査体系の構築に向けた検討が十分行われてい

るとは言い難い．また，柱状体基礎の各形式は，これまで基礎形式として設計手法や施工方法が確立

されてきた歴史的経緯が異なることから個別の計算モデルや照査方法が与えられており，その根拠が

必ずしも明確となっていない点もある． 

このような背景を踏まえ，本研究では，柱状体基礎の設計における合理的な設計計算モデルおよび

安定照査方法に関する提案を目的としている． 
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1.2 研究の概要と本書の構成 

1.1 で述べた背景および目的を踏まえ，本資料では最初に平成 24 年道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構

造編 3)（以下，H24 道示）により柱状体基礎の安定照査を実施する際の設計計算モデル，照査方法に

着目して各基礎の設計法を整理し課題を示した． 

次に，柱状体基礎を対象に実施された既往の実物載荷試験データを用いた再現解析を行った．再現

解析は，水平載荷試験データを用いた柱状体基礎の水平挙動における地盤抵抗の弾性限界点を評価す

るための分析，ケーソン基礎の安定照査に用いる降伏の目安の設定根拠と試験データとの比較，他の

柱状体基礎の安定照査における降伏の目安の整理と適用可否の検証を行った． 

また，鉛直荷重を受ける柱状体基礎の安定照査方法に着目して，既往の鉛直載荷試験データを用い

て H24 道示の安定照査方法における許容値と弾性限界点との関係を確認した． 

本書の構成を以下に示す． 

第 1 章では，設計の背景および目的，研究の概要と本書の構成を示した． 

第 2 章では，H24 道示における柱状体基礎の安定照査の設計計算モデル，照査方法および設計法を

整理し，H24 道示の設計計算モデルおよび照査方法の課題を示した． 

第 3 章では，水平載荷試験と H24 道示における常時モデル，レベル 1 地震時（以降，L1 地震時）

モデルおよびレベル 2 地震時（以降，L2 地震時）モデルを用いた再現解析を比較することにより，各

モデルの再現性を検証した． 

第 4 章では，柱状体基礎の水平挙動における地盤抵抗の弾性限界点を評価することを目的とした，

水平載荷試験データの分析を行った． 

第 5 章では，水平載荷試験の降伏点（変位急増点）と H24 道示モデルの再現解析の降伏点（変位急

増点）を比較することにより，H24 道示における柱状体基礎の降伏の目安の設定根拠について検証を

行った． 

第 6 章では，鉛直挙動における地盤抵抗の弾性限界点の評価を目的とした，鉛直載荷試験データの

分析を行った． 

第 7 章では，前章までで得られた知見と今後の課題をとりまとめた． 
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第 2 章 H24 道示の設計計算モデルおよび照査方法 

 

本章では，H24 道示における柱状体基礎の安定照査の設計計算モデル，照査方法および設計法を整

理している．なお，参考資料 1.に H24 道示における柱状体基礎の設計計算モデルおよび安定照査方法

の設定根拠を一覧表として整理しているので併せて参照されたい． 

 

2.1 地盤抵抗要素モデルの概要と課題 

2.1.1 地盤抵抗要素 

図 2.1.1 にケーソン基礎を例とした H24 道示における地盤抵抗要素のイメージ図，表 2.1.1 に柱状

体基礎の地盤抵抗要素モデルを示す．いずれの基礎形式においても，設計で考慮する地盤抵抗要素は，

図 2.1.1 に示した 6 種類の要素である．ただし，表 2.1.2 に示すように，荷重の作用方向や施工方法

によって考慮できる地盤抵抗は異なる． 

柱状体基礎の地盤抵抗要素モデルは基本的にバイリニア型であるが，常時・暴風時および L1 地震

時での基礎底面や鋼管矢板基礎の L2 地震時の基礎底面の水平方向せん断地盤抵抗要素は，線形モデ

ルである． 

また，常時・暴風時及び L1 地震時の基礎前面の水平方向地盤抵抗要素に着目すると，ケーソン基

礎・深礎基礎及び地中連続壁基礎は，クーロンの受働抵抗強度を上限値とするバイリニア型である一

方，鋼管矢板基礎はひずみ依存性を考慮した線形モデルである． 

 
図 2.1.1 ケーソン基礎の地盤抵抗要素のイメージ図 

  

kV ：基礎底面の鉛直方向地盤反力係数 
kS ：基礎底面の水平方向せん断地盤反力係数 
kH ：基礎前面の水平方向地盤反力係数 
kSHD ：基礎側面の水平方向せん断地盤反力係数 
kSVB ：基礎前背面の鉛直方向せん断地盤反力係数 
kSVD ：基礎側面の鉛直方向せん断地盤反力係数 
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表 2.1.1  H24 道示における柱状体基礎の地盤抵抗要素モデル 
(a) 常時，L1 地震時 

基礎形式 ケーソン基礎 
地中連続壁基礎 深礎基礎 

鋼管矢板基礎 
B≦30m 

かつ V/B＞1 
かつ Le＞1 

B＞30m
又は L/B≦1 
又は Le≦1 

基礎の剛性 線形 線形 

線形
（合成効率及
びモーメント
分配率による
評価） 

線形 
（継手のせん
断ずれを考慮
したバイリニ
ア型）※3

基礎底面の 
鉛直方向地盤抵抗 

kV 

線形 
（地盤反力度が許容値以
下であることを照査） 

線形 
線形 
（鉛直反力が許容値以下である
ことを照査） 

基礎底面の 
水平方向せん断地盤抵抗 

ks 

線形 
（地盤反力度が許容値以
下であることを照査） 

線形 線形 

基礎前面の 
水平方向地盤抵抗 

kH 

バイリニア型 
（上限値はクーロンの受
働抵抗土圧による） 

バイリニア型※1

（上限値は斜面の影響を
考慮した基礎前面地盤の
受働土圧強度による） 

ひずみ依存性を考慮した線形 

基礎側面の 
水平方向せん断地盤抵抗 

kSHD
※2 

バイリニア型 
バイリニア型※1

（上限値は最大周面摩擦
力による） 

前面の水平抵抗に含める 

基礎前背面の 
鉛直方向せん断地盤抵抗 

kSVB
※2 

バイリニア型 
バイリニア型※1

（上限値は最大周面摩擦
力による） 

鋼管矢板の支持力に含める 

基礎側面の 
鉛直方向せん断地盤抵抗 

kSVD
※2 

バイリニア型 
バイリニア型※1

（上限値は最大周面摩擦
力による） 

鋼管矢板の支持力に含める 

 
(b) L2 地震時 

基礎形式 
ケーソン基礎 

地中連続壁基礎 
深礎基礎 鋼管矢板基礎 

基礎の剛性 
原則として線形（基礎の
塑性化を考慮する場合は
曲げ剛性の低下を考慮） 

曲げ剛性の低下を考慮 継手のせん断ずれを考慮した仮
想井筒ばりによる解析 

基礎底面の 
鉛直方向地盤抵抗 

kV 
バイリニア型 

バイリニア型 
（上限値は基礎底面の最
大鉛直支持力による） 

バイリニア型 

基礎底面の 
水平方向せん断地盤抵抗 

kS 
バイリニア型 

バイリニア型 
（上限値は基礎底面のせ
ん断抵抗力による） 

線形 

基礎前面の 
水平方向地盤抵抗 

kH 

バイリニア型 
（上限値は受働抵抗領域
の 3 次元的な広がりを考
慮） 

バイリニア型※1 

（上限値は斜面の影響を
考慮した基礎前面地盤の
受働土圧強度による） 

バイリニア型 

基礎側面の 
水平方向せん断地盤抵抗 

kSHD
※2 

バイリニア型 
バイリニア型※1 

（上限値は最大周面摩擦
力による） 

バイリニア型 

基礎前背面の 
鉛直方向せん断地盤抵抗 

kSVB
※2 

バイリニア型 
バイリニア型※1 

（上限値は最大周面摩擦
力による） 

バイリニア型 

基礎側面の 
鉛直方向せん断地盤抵抗 

kSVD
※2 

バイリニア型 
バイリニア型※1 

（上限値は最大周面摩擦
力による） 

バイリニア型 

※1 硬岩の場合，岩のピークせん断強度とピーク強度に達した後の強度低下の影響を考慮できるモデルとする。 
※2 深礎基礎においては，モルタルライニングや吹付けコンクリートのように基礎周面地盤のせん断抵抗を期待できる土留構造

を用いる場合に考慮することができる。 
※3 継手のせん断ずれを考慮した仮想井筒ばりによる解析では，鋼管矢板の塑性化以降も線形に取扱うので，13.9.2 1)に示した

基礎の降伏以降の荷重－変位曲線の二次剛性を無視して基礎の変位や応答塑性率を求める。 

4



 

表 2.1.2 H24 道示における柱状体基礎の考慮できる地盤抵抗 

基礎形式 ケーソン基礎 地中連続壁 
基礎 深礎基礎 鋼管矢板 

基礎 

荷
重
分
担 

鉛
直
支
持 

1)底面地盤の鉛直地盤反力 ○ ○ ○ ○ 

2)側面地盤の鉛直せん断地盤反力 ※1 ○ 
(内外周面) 

※2 ○ 
(内外周面) 

水
平
支
持 

1)底面地盤の鉛直地盤反力 ○ ○ ○ ○ 

2)底面地盤のせん断地盤反力 ○ ○ ○ ○ 

3)前面地盤の水平地盤反力 ○ ○ ○ ○ 

4)側面地盤の水平せん断地盤反力 ○ ○ ※2 ○ 

5)前背面地盤の鉛直せん断地盤反力 ○ 
○ 

(内外周面) 
※2 ○ 

(内外周面) 

6)側面地盤の鉛直せん断地盤反力 ○ 
○ 

(内外周面) 
※2 ○ 

(内外周面) 
※1： 周面地盤が良質でケーソン沈設による乱れも少ないと考えられる場合には，十分検討のうえ，完成後の鉛直荷重に対し

て基礎周面の鉛直せん断地盤抵抗を考慮できる． 
※2： 自立性の高い地山で，モルタルライニングや吹付けコンクリートのように地山の緩みが抑えられ地山と基礎の一体化が

図れる土留構造を採用する場合に考慮できる． 

 

2.1.2 鉛直支持に対する地盤抵抗要素 

鉛直支持に対する地盤抵抗要素としては，地中連続壁基礎および鋼管矢板基礎においては，基礎底

面地盤の鉛直地盤反力，外周面および内周面地盤の鉛直せん断地盤反力を考慮する． 

一方，ケーソン基礎および深礎基礎においては，周面地盤の鉛直せん断地盤反力を考慮せず，基礎

底面の鉛直地盤反力のみを考慮する． 

ケーソン基礎において周面地盤の鉛直せん断地盤反力を考慮できない理由は，沈設時の工法によっ

ては地盤を乱す可能性があるためである 3)．このため，基礎を含む下部構造の自重や上部構造の鉛直

反力等長期にわたって作用する鉛直荷重は，全て基礎底面のみで支持することが原則とされている．

ただし，周面地盤が良質でケーソン沈設による乱れも少ないと考えられる場合には，十分検討のうえ，

完成後の鉛直荷重に対して基礎周面の鉛直せん断地盤抵抗を考慮してもよいとされている． 

深礎基礎において鉛直せん断地盤反力を考慮できない理由は，土留構造としてライナープレート等

の土留材を用いる場合は，ライナープレートと地山の間にはグラウトが充てんされるものの，期待で

きるせん断地盤反力がどの程度か確認されていないためである 4)．ただし，コンクリートライニング

を油圧ジャッキで上下方向あるいは下向きに載荷した載荷試験により摩擦抵抗を計測した結果，場所

打ち杭の設計に用いる周面摩擦力度と同等以上であることが確認された 5)ことを踏まえ，モルタルラ

イニングや吹付けコンクリートのように基礎周面地盤のせん断抵抗を期待できる土留構造を用いる場

合には，抵抗を考慮することができる 4)． 

 

2.1.3 水平支持に対する地盤抵抗要素 

水平支持に対しては，いずれの基礎形式も基礎底面地盤の鉛直地盤反力とせん断地盤反力，前面地
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盤の水平地盤反力，側面地盤の水平せん断地盤反力および周面地盤の鉛直せん断地盤反力で抵抗させ

ることを原則としている．地中連続壁基礎，鋼管矢板基礎については，底面の形状が他の形式と異な

るため，外周面のせん断抵抗力に加え内部土による内周面のせん断抵抗力を考慮することができ，深

礎基礎については，鉛直支持と同様にモルタルライニングや吹付けコンクリートのように基礎周面地

盤のせん断抵抗を期待できる土留構造を用いる場合にのみ，周面地盤のせん断地盤反力を考慮するこ

とができる． 

 

2.1.4 地盤反力係数 

表 2.1.3 に H24 道示における柱状体基礎の 6 種類の地盤反力係数の推定式を示す．鉛直方向の地盤

反力係数 kV，水平方向の地盤反力係数 kH の推定式は，いずれの基礎形式も，吉中らが検討した直径

0.3m の剛体円板による平板載荷試験の値に相当する地盤反力係数に載荷幅依存性を考慮した式を基

本としている（表 2.1.3 中の式(1)～式(4)）． 

水平方向の地盤反力係数 kH には，いずれの基礎形式も施工法の違いによる補正係数 αk が考慮され

ている．これは，ケーソン基礎の水平載荷試験の再現解析に基づいて提案された補正係数 6)であり，

地中連続壁基礎および深礎基礎はケーソン基礎に準じた式を用いている．ケーソン基礎の場合は掘削

沈下の過程で基礎周面地盤を乱すおそれがあるため，ケーソン基礎の外周面と地盤間の空隙にセメン

ト・モルタルなどを充てんする（コンタクトグラウトの施工）場合には αk = 1.5 を採用できるが，環

境条件などから充てんを行えない場合には αk = 1.0 とすることとされている． 

また，深礎基礎においては，斜面上に施工されることを想定しているため，解析的検討に基づいて

斜面の影響を考慮するための αHθが考慮されている 7)（表 2.1.3 中の式 (3)）．さらに組杭深礎基礎の

場合は，隣接杭の影響を考慮するための補正係数 も考慮されているが，これは旧日本道路公団の研

究に基づくものであり，道路橋下部構造設計指針（くい基礎設計編）8)や場所打ちコンクリート杭の

設計施工指針（案）（国鉄）9)等の各基準や旧日本道路公団試験所の試験結果 7)を踏まえて設定された

ものである．ただし，柱状体基礎に限らないが，地盤条件等によっては kH の精度は必ずしも高くない

ことが確認されている 10)． 

鋼管矢板基礎では，井筒部側面の水平方向のせん断地盤反力および内部土の抵抗による分担等を含

めた割増係数 H を考慮できるが，これは載荷試験結果に対する解析に基づき設定されている 11)． 

基礎底面の水平方向地盤反力係数 kS は基礎底面の鉛直方向地盤反力係数 kV の 0.3 倍としているが，

これは実測では 1/2～1/5 と計測されている 12)ため，平均的な値として 0.3 と設定したものと考えられ

る．また，鋼管矢板基礎以外の柱状体基礎における基礎前背面の鉛直方向せん断地盤反力係数 kSVB お

よび基礎側面のせん断地盤反力係数 kSVD においても，同様の理由で基礎前面の水平方向地盤反力係数

kH の 0.3 倍とし，基礎側面の水平方向せん断地盤反力係数 kSHD は片面当り 0.3 倍として両面で 0.6 倍

と設定したと考えられる． 

これら 6 種類の地盤反力係数については，常時と地震時で地盤反力係数の換算係数 αを変えるとい

う，いわゆる地震時 2 倍則以外に設計荷重状態による違いはない．  
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表 2.1.3 H24 道示における柱状体基礎の地盤反力係数の推定式 

基礎形式 
ケーソン基礎 
地中連続壁基礎 

深礎基礎 鋼管矢板基礎 

基礎底面の 
鉛直方向 

地盤反力係数 
kV 

 
kV  ：鉛直地盤反力係数 (kN/m3) 
kV0 ：直径 0.3m 剛体円板による平板載荷試験の値に相当する鉛直方向地盤反力係数 (kN/m3) 
BV ：基礎の換算載荷幅 (m) 

 
AV ：鉛直方向の換算面積 (m2) 

 
A ：基礎本体の底面積 (m2) 

 
D0：鋼管矢板 1 本の外径 (m) 

基礎底面の 
水平方向 

地盤反力係数 
kS 

ks=0.3kV 
kS：基礎底面の水平方向せん断地盤反力係数 (kN/m3) 

基礎前面の 
水平方向 

地盤反力係数 
kH 

)2(
3.0

4/3

0 　　
H

HkH
Bkk  (3)　　　HHH kk  (4))1(

2/1

0
1 　　　

y
ykk HHH

 

kH：基礎前面の水平方向地盤反力

係数 (kN/m3) 
αk：施工法の違いによる補正係数

で，ケーソン基礎でコンタクト

グラウトを行う場合・地中連続

壁基礎は αk = 1.5，ケーソン基

礎でコンタクトグラウトを行

わない場合は αk = 1.0 
kH0：直径 0.3m の剛体円板による

平板載荷試験の値に相当する

水平方向地盤反力係数 
(kN/m3) 

BH：基礎前面の換算載荷幅(m)で，

)( eeeH LBBB ≦　　  

Be：基礎の有効前面幅 (m) 
Le：基礎の有効根入れ深さ (m) 

kHθ：斜面と隣接杭の影響を考慮し

た水平方向地盤反力係数

(kN/m3) 
Hθ：斜面の影響による水平方向地

盤反力係数に関する補正係数 
αHθ=0 (0≦αH≦0.5) 
   =0.3log10αH +0.7(0.5≦αH≦10) 
   =1.0 (10≦αH) 

：隣接杭の影響による水平方向

地盤反力係数に関する補正係

数 

11
6
1 21

D
P

D
P 　　  

kH：基礎前面の水平方向地盤反力

係数 (kN/m3)．式(2)を用い αk

は 1.5 として算出する． 

kH1：ひずみ依存性を考慮する場合

の水平方向地盤反力係数

(kN/m3) 
H：井筒部側面の水平方向せん断

地盤反力，内部土の抵抗による

分担等を含めた割増係数，載荷

試験結果に対する解析に基づ

き 1.0 としてよい． 
kH：基礎前面の水平方向地盤反力

係数 (kN/m3)．式(2)を用い αk

は 1.5 として算出する． 
y ：設計上の地盤面での基礎の水

平変位 (mm)．ただし，10mm
以下の場合は 10mm とする． 

y0 ：基準変位で，一般に基礎幅の

1%とする．ただし，50mm を上

回る場合には 50mm とする． 

基礎側面の 
水平方向 

せん断地盤反

力係数 
kSHD 

kSHD=0.6kHD 

 
kSHD：基礎側面の水平方向せん断地盤反力係数 (kN/m3) 
kHD：基礎側面の水平方向地盤反力係数 (kN/m3) 
DH：基礎側面の換算載荷幅 (m) で，DH = De ( ≦ √De Le ) 
De：基礎の有効側面幅 (m) 

基礎前背面の 
鉛直方向 

せん断地盤反

力係数 
kSVB 

kSVB=0.3kH 
 

kSVB：基礎前背面の鉛直方向せん断地盤反力係数 (kN/m3) 

基礎側面の 
鉛直方向 

せん断地盤反

力係数 
kSVD 

kSVD=0.3kHD 
 

kSVD：基礎側面の鉛直方向せん断地盤反力係数 (kN/m3) 

  

 )1(
3.0

4/3

0 　　　V
VV

Bkk

 VV AB ABV 0DBV

 
4/3

0 3.0
H

HkHD
Dkk
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2.1.5 地盤反力度の上限値 

表 2.1.4 に H24 道示における柱状体基礎の地盤反力度の上限値を示す． 

ケーソン基礎，地中連続壁基礎，深礎基礎および鋼管矢板基礎の地盤抵抗要素モデルは，常時・暴

風時および L1 地震時における基礎底面の鉛直方向地盤反力および基礎底面の水平方向せん断地盤反

力を除き，地盤反力度の上限値を設定し基礎をバイリニア型モデルとしている 13)． 

基礎底面の鉛直地盤抵抗について，ケーソン基礎および深礎基礎では常時・暴風時および L1 地震

時において許容鉛直支持力度の上限値が定められている．L2 地震時において，基礎底面が砂質土，砂

れき又は粘性土の場合は，基礎底面の極限支持力度を上限値とし，ケーソン基礎，深礎基礎で基礎底

面が岩盤の場合は，既往の 5m 以深の硬岩及び軟岩に対する平板載荷試験結果に基づき提案された値

14)が上限値として定められている．また，地中連続壁基礎では，L2 地震時で基礎底面地盤の極限支持

力度，鋼管矢板基礎では，鋼管杭に準じ鋼管矢板先端の極限支持力度が上限値とされている． 

基礎底面のせん断地盤反力度の上限値 psu は，基礎底面と地盤との間に働くせん断抵抗力 Huを基礎

底面の有効載荷面積 Ae で除したものであり（表 2.1.4 中の式(5)），地中連続壁基礎のみ異なる式（表 

2.14 中の式(6)）のように見えるが，これは内部土とのせん断抵抗力を考慮したためであり，その意図

することは同様である． 

ケーソン基礎および地中連続壁基礎の常時・暴風時および L1 地震時における基礎前面の水平方向

地盤反力度の上限値は，地盤反力度の上限値の抵抗領域として 3 次元的な広がりを考慮していない． 

一方で，L2 地震時においては上限値 pHu の算出において 3 次元的な広がりを考慮している（表 2.1.4

中の式(7)）．これは，柱状体基礎の最大水平地盤反力度に関する模型実験 15)結果に基づき，基礎前面

の水平抵抗に地盤抵抗の 3 次元的な広がりを考慮したものである． 

次に，受働土圧強度もしくは最大周面摩擦力度（ケーソン基礎，地中連続壁基礎のみ）を減じる補

正係数が乗じられている．この補正係数は，過度な地盤の塑性化を生じさせないよう，変位を大きめ

に評価する安全余裕として定められたものと考えられるが，値の根拠は必ずしも明確ではない．また，

地盤反力度の上限値を安全側に補正することにより，設計計算で得られる応答が平均的な挙動から乖

離することとなる． 

深礎基礎においては，斜面のすべり土塊の概念から算出した極限水平支持力 Rq を深さ方向に微分し

て算出した受働土圧強度 pp とし（表 2.1.4 中の式(8)），常時・暴風時および L1 地震時，L2 地震時と

もに 3 次元的な広がりを考慮している．なお，基礎周辺地盤が堅固な岩盤の場合，ピーク強度後の残

留強度が著しく低下する傾向にあるため，基礎前面地盤が塑性化するまでの受働土圧強度と塑性化し

た後の受働土圧強度とを使い分ける必要がある 4)．具体的には，図 2.1.2 に示すように，土塊のすべ

りに基づく塑性化範囲の極限抵抗力 R0 (kN)は式(2-1)により求めるが，塑性化範囲のせん断抵抗角 res

および cres はピーク強度と異なる残留強度を用いることとしている． 

 

res

resres AcW
R

tancossin
)tansin(cos

00

000
0    (2-1) 
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図 2.1.2 深度 z0 における塑性化範囲のすべり土塊の概念（塑性化後抵抗） 

 

基礎周面（側面および前背面）の水平方向せん断地盤反力度および鉛直方向せん断地盤反力度は，

基礎形式ごとに設定された最大周面摩擦力度であるが，深礎基礎においては，表 2.1.4 に示すように，

ケーソン基礎および地中連続壁基礎とは異なる補正係数を採用している．これは水平支持力の照査と

しての位置付けだったため，鉛直支持力照査と同じ安全率を適用してきたことによる． 

このように，柱状体基礎の地盤反力度の上限値やその補正係数は，常時・暴風時および L1 地震時

や L2 地震時といった設計ケースや基礎形式によって異なる値を採用している．したがって，平均的

な挙動を捉えるという観点で，各荷重条件での設計計算モデルがどのような傾向となっているか明ら

かにする必要がある． 
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時
の

3
倍

）
 

【
L2

地
震

時
】

 
q d
・

A 1
 

（
押

込
み

に
対

し
て

）
 

零
 

（
引

抜
き

に
対

し
て

）
 

 
q d
：
鋼
管
矢
板
先
端
の
極
限
支
持
力
度

 

基
礎
底
面
の

 
水
平
方
向

 
地
盤
反
力
度

(k
N

/m
2 ) 

【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】

 

規
定
な
し
 

 【
L2

地
震
時
】
◆
下
式
で
算
出
さ
れ
る
受
動
土

圧
強

度
 

p s
u=

H
u/A

e 
  

 (
5)

 
p s

u 
：

基
礎

底
面

の
せ

ん
断

地
盤
反

力
度

の
上

限
値

 
H

u 
：

基
礎

底
面

と
地

盤
と

の
間
に

働
く

せ
ん

断
抵
抗
力

 
A e

 
：

基
礎

底
面

の
有

効
載

荷
面
積

 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

規
定

な
し

 
 【

L2
地

震
時

】
◆

下
式

で
算

出
さ

れ
る

受
動

土
圧

強
度

 

 
(6

) 
c B

 
：
基
礎
底
面
と
地
盤
と
の
間
の
付
着
力

 
p V

 
：
基
礎
底
面
に
生
じ
る
鉛
直
地
盤
反
力
度

 
φ B

 
：
基
礎
底
面
と
地
盤
と
の
間
の
摩
擦
角

 
A e

 
：
基
礎
底
面
の
有
効
載
荷
面
積
（
内
部
土
含
ま
ず
）

 
c 

 ：
基
礎
底
面
地
盤
の
粘
着
力

 
W

s’
：
基
礎
底
面
か
ら
上
の
内
部
土
の
有
効
重
量

 
φ 

：
基
礎
底
面
地
盤
の
土
の
せ
ん
断
抵
抗
角

 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

規
定

な
し

 
 【

L2
地

震
時

】
◆
下

式
で

算
出

さ
れ

る
受

動
土

圧
強

度
 

p s
u=

H
u/A

e 
  

 (
5)

 
 

規
定

な
し

(線
形

) 

基
礎
前
面
の

 
水
平
方
向

 
地
盤
反
力
度

(k
N

/m
2 ) 

【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】

 
◆
受
働
土
圧
強
度
又
は
最
大
周
面
摩
擦
力
度
を
補

正
係

数
で
除
し
た
値

 
常
時
：

1.
5 

暴
風
時
・

L1
地
震
時
：

1.
1 

 
最
大
周
面
摩
擦
力
度

 
( 砂

質
土

) f
 =

 m
in

[1
N，

0.
5(

c＋
p 0

ta
nφ

)]
≦

50
 

( 粘
性
土

) f
 =

 0
.5

 ( 
c＋

p 0
ta

nφ
 ) 

≦
 1

00
 

f 
：

最
大

周
面

摩
擦

力
度

 
N

 ：
標

準
貫

入
試

験
の

N
値

 
 

c：
土

の
粘

着
力

 
p 0

 ：
壁

面
に

作
用

す
る

静
止

土
圧

強
度

 
φ 
：

土
の

せ
ん

断
抵

抗
角

 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

◆
受

働
土

圧
強

度
又

は
最

大
周

面
摩

擦
力

度
を

補
正

係
数

で
除

し
た

値
 

常
時

：
1.

5 
暴

風
時

・
L1

地
震

時
：

1.
1 

 
最

大
周

面
摩

擦
力

度
 

( 砂
質

土
) f

 =
 m

in
[5

N，
(c
＋

p 0
ta

nφ
)]
≦

20
0 

( 粘
性

土
) f

 =
 ( 

c＋
p 0

ta
nφ

 ) 
≦

 1
50

 
f 
：
最
大
周
面
摩
擦
力
度

 
N

 ：
標
準
貫
入
試
験
の

N
値
 
 

c：
土
の
粘
着
力

 
p 0

 ：
壁
面
に
作
用
す
る
静
止
土
圧
強
度

 
φ 
：
土
の
せ
ん
断
抵
抗
角

 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

◆
受

働
土

圧
強

度
を

補
正

係
数

で
除

し
た

値
 

常
時

：
3 

暴
風

時
・

L1
地

震
時

：
2 

受
動

土
圧

強
度

 

)8(
ta

n
co

s
si

n
)

ta
n

si
n

(c
os

1
　
　

　
s

s

s
s

q
q

p
cA

W
R

D
zR

p
 

p p
：
深
度

zの
位
置
の
受
働
土
圧
強
度

 
R q
：
深
度

zの
位
置
ま
で
の
土
塊
の
す
べ
り
に
基
づ
く

 
極
限
水
平
支
持
力
 

D
：
基
礎
径
 

c：
地
盤
の
粘
着
力

 
A：

深
度

zの
位
置
の
す
べ
り
面
の
面
積

 
φ：

地
盤
の
せ
ん
断
抵
抗
角
 

 
α s
：
す
べ
り
面

の
角
度
，

R q
が
最
小
と
な
る
角
度

 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

 
規

定
な

し
 

( ひ
ず

み
依

存
性

を
考

慮
し

た
線

形
) 

 

【
L2

地
震
時
】
◆
下
式
に
よ
り
算
出

 

(7
)

0.3
)

/
(5.0

0.1
　

e
p

EP
p

H
u

B
z

p
p

 

p H
u 

：
基

礎
前

面
の

水
平

地
盤

反
力

度
の

上
限

値
 

α p
 

：
水

平
地

盤
反

力
係

数
の

割
増

係
数

 
p E

P 
：

深
さ

zに
お

け
る

地
震

時
の

受
働

土
圧

強
度

 
B e

 
：

基
礎

の
換

算
載

荷
幅

 

【
L2

地
震

時
】

◆
下

式
に

よ
り

算
出

 

(7
)

0.3
)

/
(5.0

0.1
　

e
p

EP
p

H
u

B
z

p
p

 
【

L2
地

震
時

】
◆
受

動
土

圧
強

度
 

)8(
ta

n
co

s
si

n
)

ta
n

si
n

(c
os

1
　
　

　
s

s

s
s

q
q

p
cA

W
R

D
zR

p
 

 

【
L2

地
震

時
】

◆
下

式
に

よ
り

算
出

 
p H

u =
 

p p
Ep

 
p E

p：
そ
の
位
置
に
お
け
る
受
働
土
圧
強
度

 
z f 
：
設
計
上
の
地
盤
面
か
ら
の
深
さ

 
B e
：
基
礎
の
換
算
載
荷
幅

 

 
φ

＋
＋

φ
＋

ta
n

'
1

ta
n

S
I

e
B

V
B

su
W

c
A

A
p

c
p
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表
 2

.1
.4
 

 H
24

道
示
に

お
け

る
柱
状

体
基
礎

の
地

盤
反

力
度

の
上

限
値
（

そ
の

2）
 

基
礎
形
式

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎

 
地

中
連

続
壁

基
礎

 
深

礎
基

礎
 

鋼
管

矢
板

基
礎

 

基
礎
側
面
の

 
水
平
方
向

 
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
度

(k
N

/m
2 ) 

【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】

 
◆
受
動
土
圧
強
度
又
は
最
大
周
面
摩
擦
力
度

を
補

正

係
数
で
除
し
た
値

 
(砂

質
土

) f
 =

 m
in

[1
N，

0.
5(

c＋
p 0

ta
nφ

)]
≦

50
 

( 粘
性
土

) f
 =

 0
.5

 ( 
c＋

p 0
ta

nφ
 ) 

≦
 1

00
 

 f 
：

最
大

周
面

摩
擦

力
度

 
N

 ：
標

準
貫

入
試

験
の

N
値

 
c 
：

土
の

粘
着

力
 

p 0
 ：

壁
面

に
作

用
す

る
静

止
土
圧

強
度

 
φ 
：

土
の

せ
ん

断
抵

抗
角

 
補
正
係
数

 
（
常
時
）

1.
5 

（
暴
風
時
・

L1
地
震
時
）

1.
1 

 【
L2

地
震
時
】

 
◆
最
大
周
面
摩
擦
力
度

 
( 砂

質
土

) f
 =

 m
in

[1
N，

0.
5(

c＋
p 0

ta
nφ

)]
≦

50
 

( 粘
性
土

) f
 =

 0
.5

 ( 
c＋

p 0
ta

nφ
 ) 

≦
 1

00
 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

◆
受

動
土

圧
強

度
又

は
最

大
周

面
摩

擦
力

度
を

補
正

係

数
で

除
し

た
値

 
(砂

質
土

) f
 =

 m
in

[5
N，

(c
＋

p 0
ta

nφ
)]
≦

20
0 

( 粘
性

土
) f

 =
 c
＋

p 0
ta

nφ
≦

15
0 

 f 
：
最
大
周
面
摩
擦
力
度

 
N

 ：
標
準
貫
入
試
験
の

N
値

 
c 

：
土
の
粘
着
力

 
p 0

 ：
壁
面
に
作
用
す
る
静
止
土
圧
強
度

 
φ 

：
土
の
せ
ん
断
抵
抗
角

 
補

正
係

数
 

（
常

時
）

1.
5 

（
暴

風
時

・
L1

地
震

時
）

1.
1 

 【
L2

地
震

時
】

 
◆

最
大

周
面

摩
擦

力
度

 
( 砂

質
土

) f
 =

 m
in

[5
N，

(c
＋

p 0
ta

nφ
)]
≦

20
0 

( 粘
性

土
) f

 =
 c
＋

p 0
ta

nφ
≦

15
0 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

◆
最

大
周

面
摩

擦
力
度

を
補

正
係

数
で

除
し

た
値

 
( 砂

質
土

) f
 =

 m
in

[5
N，

(c
＋

p 0
ta

nφ
)]

 ≦
 2

00
 

(粘
性

土
) f

 =
 c
＋

p 0
ta

nφ
 ≦

 1
50

 
( 軟

 
岩

) f
 =

 c
＋

p 0
ta

nφ
 ≦

 3
00

 
( 硬

 
岩

)弾
性

域
 f

  
= 

c＋
p 0

 ta
nφ

 ≦
15

00
 

塑
性

域
f 0 

= 
c r

es
＋

p 0
 ta

nφ
re

s≦
15

0 
た

だ
し

，
0 
≦

 c
re

s 
≦

 c
/3

,φ
re

s =
 2
φ/

3 
 f 

：
最
大
周
面
摩
擦
力
度

 
f 0 

：
硬
岩
の
塑
性
域
で
の
最
大
周
面
摩
擦
力
度

 
N

 
：
標
準
貫
入
試
験
の

N
値

 
c 

：
土
や
岩
の
粘
着
力

 
p 0

 
：
壁
面
に
作
用
す
る
静
止
土
圧
強
度

 
φ 

：
土
や
岩
の
せ
ん
断
抵
抗
角

 
c r

es
 ：

岩
の
残
留
粘
着
力

 
φ r

es
 ：

岩
の
残
留
せ
ん
断
抵
抗
角

 
 

補
正
係
数

 
常
時

 
暴
風
時
，

 
L1

地
震
時

 
水
平
せ
ん
断
地
盤
反
力
度

 
1.

5 
1.

1 
鉛
直
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
度

 
押
込
み

 
3.

0 
2.

0 
引
抜
き

 
6.

0 
4.

0 
 【

L2
地

震
時

】
◆

最
大

周
面

摩
擦

力
度

 
( 砂

質
土

) f
 =

 m
in

[5
N，

(c
＋

p 0
ta

nφ
)]

 ≦
 2

00
 

( 粘
性

土
) f

 =
 c
＋

p 0
ta

nφ
 ≦

 1
50

 
( 軟

 
岩

) f
 =

 c
＋

p 0
ta

nφ
 ≦

 3
00

 
( 硬

 
岩

)弾
性

域
 f

  
= 

c＋
p 0

 ta
nφ

 ≦
15

00
 

塑
性

域
f 0 

= 
c r

es
＋

p 0
 ta

nφ
re

s≦
15

0 
た
だ
し
，

0 
≦

 c
re

s 
≦

 c
/3

,φ
re

s =
 2
φ/

3 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

規
定

な
し

 
 【

L2
地

震
時

】
 

◆
下

式
に

よ
り

算
出

 

地
盤

の
種

類
 

水
平

方
向

せ
ん

断
 

地
盤

反
力

度
の

上
限

値
 

砂
質

土
 

c＋
p0

 ta
n
（

≦
20

0）
 

粘
性

土
 

c＋
p0

 ta
n
（

≦
15

0）
 

 

基
礎
前
背
面
の

 
水
平
方
向

 
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
度

(k
N

/m
2 ) 

基
礎
側
面
の

 
鉛
直
方
向

 
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
度

(k
N

/m
2 ) 

【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】

 
◆
受
動
土
圧
強
度
又
は
最
大
周
面
摩
擦

力
度

を

補
正
係
数
で
除
し
た
値

 
（
砂
質
土
）

f =
 m

in
[1

N，
0.

5(
c＋

p 0
ta

nφ
)]
≦

50
 

（
粘
性
土
）

f =
 0

.5
 ( 

c＋
p 0

ta
nφ

 ) 
≦

 1
00

 
 

補
正
係
数

 
（
常
時
）

3.
0 

（
暴
風
時
・

L1
地
震
時
）

1.
1 

  【
L2

地
震
時
】
◆
最
大
周
面
摩
擦
力
度

 
( 砂

質
土

) f
 =

 m
in

[1
N，

0.
5(

c＋
p 0

ta
nφ

)]
≦

50
 

( 粘
性
土

) f
 =

 0
.5

 ( 
c＋

p 0
ta

nφ
 ) 

≦
 1

00
 

 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

◆
受

動
土

圧
強

度
又

は
最

大
周

面
摩

擦
力

度
を

補

正
係

数
で

除
し

た
値

 
（

砂
質

土
）

f =
 m

in
[5

N，
(c
＋

p 0
ta

nφ
)]
≦

20
0 

（
粘

性
土

）
f =

 c
＋

p 0
ta

nφ
≦

15
0 

 
補

正
係

数
 

（
常

時
）

3.
0 

（
暴

風
時

・
L1

地
震

時
）

1.
1 

  【
L2

地
震

時
】

◆
最

大
周

面
摩

擦
力

度
 

( 砂
質

土
) f

 =
 m

in
[5

N，
(c
＋

p 0
ta

nφ
)]
≦

20
0 

( 粘
性

土
) f

 =
 c
＋

p 0
ta

nφ
≦

15
0 

 

【
常

時
・

暴
風

時
・

L1
地

震
時

】
 

規
定

な
し

 
 【

L2
地

震
時

】
 

◆
下

式
に

よ
り

算
出

 
地

盤
の

 

種
類

 
打

込
み

 
工

法
 

中
掘

り
 

工
法

 

砂
質

土
 

m
in

(2
N

i, 
c＋

p0
 ta

n
（

≦
10

0
i）

 

粘
性

土
 

c＋
p0

 ta
n

（
≦

15
0

i）

c＋
p0

 ta
n

（
≦

10
0

i）

 
N

 ：
標
準
貫
入
試
験
の

N
値

 
c 
：
粘
着
力
（

kN
/m

2 ）
 

 ：
せ
ん
断
抵
抗
角
（
°
）

 
i ：

外
壁
鋼
管
矢
板
に
沿
っ
た
周
長
と
外
周
包
絡
線
長

の
比
で
一
般
に

1.
5 
と
し
て
よ
い
．

 
p 0

 ：
静
止
土
圧
強
度
（

kN
/m

2 ）
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2.2 鉛直荷重に対する安定照査の概要と課題 

2.2.1 鉛直荷重に対する安定照査の概要 

H24 道示では，鉛直荷重に対して基礎底面の鉛直地盤抵抗で抵抗すること，地中連続壁基礎の場合

には自重以外の鉛直荷重に対して外周面及び内周面の鉛直せん断地盤抵抗も考慮できることが規定さ

れている．また，周面地盤が良質で施工の乱れも少ないと考えられるケーソン基礎や，自立性の高い

地山で地山のゆるみが抑えられ，地山と基礎の一体化が図られる深礎基礎に対しても，鉛直せん断地

盤抵抗を考慮してよいとされている． 

しかしながら，柱状体基礎の場合，一般には基礎底面の鉛直地盤抵抗によって荷重を負担すること

が多く，また，側面の鉛直せん断地盤抵抗を考慮する場合においても，底面の方が多くの荷重を負担

すると考えられる． 

以上の理由から，本節は基礎底面の鉛直地盤抵抗に限定して述べることとする． 

(1) 砂，砂れき，粘性土を支持層とする場合 

H24 道示における柱状体基礎の鉛直方向の安定照査方法（常時・暴風時および L1 地震時）を表 2.2.1

に示す．基礎形式によって照査内容に違いはあるが，いずれの基礎形式に対しても基礎底面の鉛直地

盤反力度が許容鉛直支持力度を超えないことを照査する（表 2.2.1 の照査①）．ケーソン基礎及び深

礎基礎においては，許容鉛直支持力度の照査に加え，過大な沈下（変位）の発生を防止する観点から

地盤反力度の上限値の照査（表 2.2.1 の照査②）を行う．この照査は常時・暴風時および L1 地震時の

いずれに対しても行うが，荷重条件により安全率や上限値は異なる． 

ケーソン基礎の極限支持力度の推定式は，平成 8 年道示（以下，H8 道示）16)に規定されていた直接

基礎の極限支持力推定式を底面積で除して支持力度に換算したものである．なお，直接基礎の極限支

持力推定式については，平成 14 年道示（以下，H14 年道示）において寸法効果の影響を考慮するため

の補正係数が加えられたが，ケーソン基礎に対しては寸法効果の影響を定量的に評価できるだけの試

験結果がなかったことなどから，H24 道示まで変更されていない．深礎基礎についてもケーソン基礎

に準じて定めることとされている． 

地中連続壁基礎の極限支持力度は，先端地盤の状況に応じて場所打ち杭の極限支持力度や単壁式の

壁式基礎の載荷試験結果に基づいた値が定められており，鋼管矢板基礎の極限支持力度は，その施工

方法が鋼管杭と同様であることから，鋼管杭工法の極限支持力度の算出方法に準じて算出することと

なっている． 

いずれの基礎に対しても，許容支持力度は極限支持力度に安全率（常時：3，暴風時および L1 地震

時：2）を乗じて求めることとされている． 

ケーソン基礎の地盤反力度の上限値は，直接基礎の最大地盤反力度の上限値に根入れ効果として

48Df（Df は基礎の有効根入れ深さ(m)）を加えた値とされているが，これは昭和 55 年道示（以下，S55

道示）17)から記載されている値である．この 48 という数字はせん断抵抗角 ＝30°の砂質地盤の支持

力係数 Nq(＝18)に単位体積重量(8kN/m3)を乗じ，常時の安全率 3 で除した値(18×8／3)である．なお，

単位体積重量は S55 道示 I 表-解 2.2.1 に示される，自然地盤の砂質土の値(1.7 t/m3)から地下水位以下
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にある土の単位重量として 0.9 t/m3 を減じたもの((1.7－0.9)＝0.8 t/m3≒8 kN/m3)であると考えられる．

図 2.2.1 に概念図を示す． 

また，L1 地震時には常時の地盤反力度の上限値を 1.5 倍した値を上限値とするが，これは許容支持

力の安全率の比率と合わせたものではないかと推察される． 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1 基礎底面の鉛直地盤反力度の上限値の概念図 

 

(2) 岩盤を支持層とする場合 

いずれの基礎形式に対しても基礎底面の鉛直地盤反力度が許容鉛直支持力度を超えないことを照査

することは(1) と同様であるが，以下に示す点が異なる． 

1) 岩盤を支持層とする深礎基礎の地盤反力度の上限値は，5m 以深の硬岩及び軟岩に対する平板載

荷試験結果に基づき設定されており，ケーソン基礎もこれに準じて定められている． 

2) 地中連続壁基礎，鋼管矢板基礎について，岩盤を支持層とする場合の照査は規定されていない． 

 

表 2.2.1 H24 道示における柱状体基礎の鉛直方向の照査方法（常時・暴風時および L1 地震時） 

 
支持地盤と照査項目等 

砂，砂れき，粘性土 岩盤 

ケーソン基礎 

照査① 
基礎底面の鉛直地盤反力度

≦許容鉛直支持力度
基礎底面の鉛直地盤反力度

≦許容鉛直支持力度 
（静力学公式による理論値） （静力学公式による理論値） 

照査② 

基礎底面の鉛直支持力度
≦地盤反力度の上限値 

基礎底面の鉛直支持力度
≦地盤反力度の上限値 

（平板載荷試験より求めた経験値に
有効根入れを考慮）

（深礎基礎に準じる） 

深礎基礎 

照査① 
基礎底面の鉛直地盤反力度

≦許容鉛直支持力度 
基礎底面の鉛直地盤反力度

≦許容鉛直支持力度 
（静力学公式による理論値） （静力学公式による理論値） 

照査② 
基礎底面の鉛直支持力度
≦地盤反力度の上限値 

基礎底面の鉛直支持力度
≦地盤反力度の上限値 

（ケーソン基礎に準じる） （5m 以深の硬岩及び軟岩に対する
平板載荷試験結果に基づく）

地中連続壁基礎 照査① 

基礎底面の鉛直地盤反力度
≦許容鉛直支持力度 

規定なし 
（場所打ち杭の値および単壁式の
壁式基礎の載荷試験結果に基づく）

鋼管矢板基礎 照査① 
基礎底面の鋼管矢板 1 本の鉛直反力
≦鋼管矢板 1 本の許容鉛直支持力 規定なし 

（鋼管杭に準じた経験値） 

照査の意図 地盤の支持力の喪失を防止する．
過大な沈下及び不同沈下を避ける．

岩の地盤定数と支持力推定の不確実性を
踏まえて最大強度点に対する照査を行う．

  

qa=400(kN/m2) 

qa=48Df＋400(kN/m2) 

Df 

地盤条件 
φ=30° 
γ=18kN/m3 

（γ’=8kN/m3） 

①400kN/m2：地表面の降伏支持力度の 1/3 
（平板載荷試験結果による） 

②48Df：サーチャージ項の 1/3 
 
 
 
 
（深い基礎底面の鉛直地盤反力度の上限値） 

=（①地表面の降伏支持力度の 1/3） 
＋（②サーチャージ項の 1/3） 

=400＋48 Df（kN/m2） 
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2.2.2 鉛直荷重に対する安定照査の課題 

近年の研究成果により，直接基礎や杭基礎については，それぞれの照査で達成すべき目的が明確に

され，それに伴って対応する照査の考え方が提案されている．すなわち，直接基礎・杭基礎ともに，

今までの設計においては，常時に対しては持続的に作用する荷重に対して過度な変位が生じないこと，

L1 地震時に対しては地盤抵抗の可逆性を確保し，有害な残留変位が生じないことを担保しているもの

と解釈された．その結果，例えば直接基礎の常時における鉛直荷重に対する照査では，ケーソン基礎

や深礎基礎と同様に，地盤反力度の上限値の照査と極限支持力に対して安全率を乗じて求める許容支

持力に対する照査の両方が行われていたが，持続的に作用する荷重に対して過度な沈下を生じさせな

いようにするためには地盤反力度の上限値に対する照査が適切であることが載荷試験結果との比較等

から明らかになっている．また，直接基礎及び杭基礎のいずれについても，L1 地震時においては基礎

の応答の可逆性を担保するという観点から，極限支持力ではなく降伏支持力を限界状態とする照査が

提案されている．その際，近年の載荷試験結果を分析しなおし，降伏支持力を精度よく評価できるよ

うな推定式が提案されている．柱状体基礎に対しても照査の位置付けを明確にし，必要に応じて特性

値の推定式を見直したうえで，照査目的に照らして適切な照査を提案していくことが必要である． 

 

2.3 水平荷重に対する安定照査の概要と課題 

2.3.1 常時・暴風時および L1 地震時 

H24 道示においては常時・暴風時および L1 地震時に作用する水平荷重に対し，2.1に示した 6 種類

の地盤抵抗を全て考慮できることとされている．H24 道示における柱状体基礎の水平方向の安定照査

は，表 2.3.1 に示すようにまとめられるが，いずれの基礎に対しても，設計地盤面における水平変位

の照査と，基礎底面の滑動の照査が行われる．ただし滑動の照査については，最近の研究成果により，

根入れの浅い場合を除いては不安定にならないことなどから，基礎形状によっては照査の必要がない

ことが提案されている 13)． 

柱状体基礎の水平変位の照査については，杭基礎と同様に橋脚基礎の場合は基礎幅の 1%（上限

50mm），橋台基礎の場合は常時は 15mm，L1 地震時は基礎幅の 1%（上限 50mm）を許容変位とし，

応答変位が許容変位を上回らないことを照査する．この許容変位は，杭基礎に準じて，基礎の挙動が

弾性範囲内にとどまるようにすることを意図して定められたものであるが 10)，柱状体基礎に関する載

荷試験結果の分析を行うなどにより，柱状体基礎の実挙動に照らした検討が必要であると考えられる． 

また，文献 10)の検討においては，弾性限界点を評価するにあたり，地盤抵抗の塑性化と基礎の部材

の塑性化の両方のデータを踏まえて提案されていた．しかしその後，この照査は安定照査であること

から，弾性限界点は地盤抵抗にのみ着目して定めるべきであるとされ，杭基礎に対しては地盤抵抗の

塑性化のみに着目して弾性限界点の再評価と対応する許容変位が提案されている 1）．したがって，柱

状体基礎についても杭基礎と同様の考え方による評価が必要となる．さらに，2.2 で示したように，

それぞれの照査の意図を明確にした上で適切な設計上の限界値を提案する必要がある． 
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表 2.3.1 H24 道示における柱状体基礎の水平方向の照査方法 

基礎形式 水平変位の照査 基礎底面のせん断抵抗の照査 
（滑動の照査） 

ケーソン基礎 

設計地盤面位置の基礎直角方向変位 
≦ 設計弾性限界変位 

（基礎幅の 1%，最大 50mm） 

基礎底面の設計方向作用力 
≦ 設計最大せん断抵抗力 地中連続壁基礎 

深礎基礎 

鋼管矢板基礎 規定なし 

照査の意図 地盤の限界変位（地盤抵抗の可逆性の担

保）に対して安全余裕を確保する． 最大強度点に対して安全性を確保する． 

備考  深い基礎の場合は照査不要 

 

2.3.2 L2 地震時 

H24 道示では，L2 地震時に作用する荷重に対し，基礎と地盤を一体ととらえた基礎全体系で照査し，

原則として基礎の降伏に達しないことを照査する．ここにいう基礎の降伏とは，地盤抵抗の塑性化や

基礎本体の部材抵抗の塑性化に伴って上部構造からの慣性力が作用する位置における水平変位が急増

するときであり，全ての基礎形式で共通である（表 2.3.2 参照）． 

杭基礎における降伏の目安は，載荷試験などに基づいて，押込み側の全ての杭の支持力が極限支持

力に達した時，又は全ての杭が部材の曲げ降伏に達した時と定義されている．一方，柱状体基礎につ

いてはケーソン基礎，鋼管矢板基礎に対しては降伏の目安が示されているが，地中連続壁基礎及び深

礎基礎については示されていない．また，ケーソン基礎の降伏の目安は H8 道示改定時に一般的な地

盤条件，標準的なケーソン形状に対しての計算結果から近似的に規定されたものであり，例えば軟岩・

土丹等の硬い地盤中に深く根入れする場合や，根入れ深さと基礎幅の比（Le/B）が一般的なケーソン

基礎と異なる場合などといった，ケーソン基礎が特殊な地盤中に設置される場合やケーソン基礎の形

状が特殊な場合等については，基礎の全体挙動における水平荷重 P－水平変位 S の関係を確認したう

えで，logP－logS 法等で設定する必要があるとしている． 

したがって，ケーソン基礎以外の柱状体基礎も含め載荷試験結果を分析し，基礎の降伏の目安につ

いて検討する必要があると考えられる． 
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表 2.3.2 H24 道示における柱状体基礎の降伏の定義 
基礎形式 降伏の定義 降伏の目安 

杭基礎 

基礎の塑性化，地盤

の塑性化又は基礎の

浮上りにより，上部

構造の慣性力の作用

位置での水平変位が

急増し始めるとき． 

次のいずれかの状態に最初に達するとき． 
1) 全ての杭において杭体が塑性化する． 
2) 一列の杭頭反力が押込み支持力の上限値に達する． 

ケーソン 
基礎 

1)から 3)に示すいずれかの状態に最初に達するとき． 
1) 基礎の塑性化 

ⅰ) 円形断面：基礎本体水平断面のうち，90 ﾟの円弧内に含まれる全

ての軸方向鉄筋が降伏する． 
ⅱ) 長方形断面：基礎背面側の壁における全ての軸方向鉄筋が降伏す

る． 
ⅲ) 小判形断面：基礎背面側の壁が半円の場合はⅰ)，平面の場合は

ⅱ)． 
2) 基礎前面地盤の塑性化 

前面地盤の塑性領域率が 60％に達する． 
3) 基礎底面の浮上り 

基礎底面の浮上り面積率が 60％に達する． 

地中連続壁 
基礎 

形状が多様であるため，基礎の降伏の目安は設けていない． 

深礎基礎 周辺地盤の抵抗特性等に応じて基礎の降伏が著しく変わるため，一律に目

安を示すことは困難． 

鋼管矢板 
基礎 

鋼管矢板の塑性化又

は鋼管矢板の鉛直反

力が上限値に達する

ことにより，上部構

造の慣性力作用位置

での水平変位が急増

し始めるとき． 

一般には次のいずれかの状態に最初に達するとき． 
1) 鋼管矢板の塑性化：外壁鋼管矢板の押込み側の 1/4 範囲の鋼管矢板

の縁応力度が降伏点に達する． 
2) 基礎底面の極限支持力 

① 1/4 以上の鋼管矢板の先端において，鉛直反力が鋼管矢板先端の

極限押込み支持力に達する． 
② 鋼管矢板の先端において，鉛直反力が鋼管矢板先端の極限押込み

支持力に達したものと浮上りが生じたものとの合計が，全鋼管矢

板の 60％に達する． 
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2.4 H24 道示における柱状体基礎の安定照査の課題 

H24 道示における柱状体基礎の設計計算モデルおよび照査方法の課題を以下にまとめる． 

 

(1)設計計算モデル 

柱状体基礎各形式の設計手法は，荷重支持機構等共通する部分が多いにも関わらず，これまで施工

法が確立されてきた歴史的経緯が異なることから，個別の計算モデルが与えられている． 

各々の計算モデルの精度確認や，補正係数の根拠を明確にする等の検証を行い計算モデルの統一を

図り，変位レベルや形式によらない平均的な基礎の挙動を，一定の精度で推定できる設計計算モデル

を構築する必要がある． 

 

(2)安定照査 

常時・L1 地震時の鉛直荷重及び水平荷重に対する安定照査で担保している意図について，近年の研

究にて得られた知見に基づき整理し，照査や限界状態，特性値，許容値を適切に定める必要がある． 

杭基礎等の整理と整合させる観点から，常時では持続的な荷重に対して過度な変位が生じないこと，

L1 地震時では基礎の応答を可逆的な範囲に留めることを目的とした照査体系とする必要がある． 

鉛直荷重に対しては常時・L1 地震時の照査として複数の照査が行われているが，照査の目的に鑑み，

照査項目や特性値又は許容値の見直しが必要である．水平荷重に対しては，水平変位の照査のみ行わ

れているが，弾性限界変位の再評価及びこれを踏まえた許容変位の再検討が必要である． 

また，L2 地震時の安定照査における基礎の降伏の目安については，載荷試験結果データを用いて検

証する必要がある． 
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第 3 章 水平載荷試験による設計計算モデルの推定精度の検証 

 

3.1 検証内容 

H24 道示における柱状体基礎の設計計算モデルの推定精度を検証するために，水平載荷試験の再現

解析を行った．分析を行うために収集した水平載荷試験の概要を表 3.1.1 に，それぞれの水平載荷試

験のモデル図を図 3.1.1 に，各ケースの詳細な地盤条件を表 3.1.2 に示す．なお，表 3.1.1 の周辺地盤

は，各々の載荷試験基礎をその特性長さ 1/β（β：基礎の特性値）の範囲までの深度において，砂質土

層と粘性土層のそれぞれの合計層厚の厚い方を示したものである． 

ここで，分析を行う載荷試験は以下の条件を満たすものを選定する． 

 

(1) ワイブルフィッティングで得られた弾性限界点の荷重の 1.2 倍以上の荷重が載荷されている． 

(2) 地盤に先んじて基礎本体が降伏していない． 

 

(1)は，ワイブル分布曲線式による近似精度をある程度大きな荷重レベルまで確保するための条件と

して文献 1)を参考に設定した．(2)は，ワイブル分布曲線式による近似で得られる変位急増点が基礎本

体の降伏に起因していないことを担保するための条件である．これは，地盤抵抗の降伏に先んじて基

礎本体が降伏に達した場合には，地盤抵抗から決定されるべき水平変位の限界点が評価できず，安定

に着目して検討する本研究の目的に合致しないためである． 

ここで，No.3 ケーソン基礎（PC ウェル）は条件(1)を満たしていないため，対象から除外した．同

様に No.10 および 11 についても条件(1)を満たしていないが，鋼管矢板基礎の試験結果が 2 ケース以

外に収集できなかったため，参考として記載する． 

したがって，設計計算モデルの推定精度検証のための再現解析は，表 3.1.1 のうち 10 ケース（No.1,2

（ケーソン基礎），No.4,5（地中連続壁基礎），No.6,7,8,9（深礎基礎），No.10,11（鋼管矢板基礎））に

ついて行った． 
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表 3.1.1 収集した水平載荷試験 

No. 基礎形式 試験体 
平面形状 

試験体寸法 
（h：高さ） 

周辺 
地盤 備考 

1 ケーソン基礎 
（ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ有） 円形  1.4m×h 5.3m 粘性土  

2 ケーソン基礎 
（ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ有） 円形  1.4m×h 6.8m 砂質土  

3 ケーソン基礎 
（PC ウェル） 円形  2.98m×h 24.3m 砂質土 

条件(1)を 
満たさないため 
対象外とする 

4 地中連続壁基礎 矩形 
（中空断面） 

B 3.6m×W 4.5m 
×h 13.0m（壁厚 0.8m） 粘性土 載荷方向： 

3.6m 面に直角 

5 地中連続壁基礎 矩形 
（充実断面） 

B 1.2m×W 5.0m 
×h 25.0m 粘性土 載荷方向： 

1.2m 面に直角 

6 柱状体深礎基礎 円形  2.0m×h 12.0m 砂質土  

7 柱状体深礎基礎 円形  2.0m×h 12.0m 砂質土  

8 柱状体深礎基礎 円形  3.0m×h 12.0m 砂質土  

9 柱状体深礎基礎 円形  3.0m×h 12.0m 粘性土  

10 鋼管矢板基礎 小判形 9.36m×10.16m 
h 17.2m 粘性土 

条件(1)を 
満たさないが 

参考として掲載 11 鋼管矢板基礎 小判形 7.396m×18.626m 
h 43.6m 粘性土 
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表 3.1.2 水平載荷試験の詳細地盤条件（その 1） 

(a) No.1 ケーソン基礎 円形φ1.4m×h 5.3m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） N 値 単位体積重量 

γ（kN/m3） 
内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
C（kN/m2） 

① 砂質土 0.500  5 15.0 10.0 10.0 
② 砂質土 0.200  5  5.0 10.0 10.0 
③ 粘性土 1.200  1  4.5  8.0  8.5 
④ 粘性土 0.600  0  1.0  7.5  4.3 
⑤ 粘性土 0.300  1  4.5  7.5  7.0 
⑥ 粘性土 0.590  1  6.8 17.0  4.0 
⑦ 粘性土 0.810  1  6.8 17.0  4.0 
⑧ 砂質土 0.500 45  7.2 18.0 13.0 

 

(b) No.2 ケーソン基礎 円形φ1.4m×h 6.8m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） N 値 単位体積重量 

γ（kN/m3） 
内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
C（kN/m2） 

① 盛土 砂質土 0.500  5 ― ― ― 
② 砂質シルト 砂質土 0.700  5 ― ― ― 
③ ピート 粘性土 0.800  1 ― ― ― 
④ 砂質シルト 砂質土 1.000  0 ― ― ― 
⑤ 砂質ローム 砂質土 0.700  1 ― ― ― 
⑥ 細砂 砂質土 0.900  1 ― ― ― 
⑦ 細砂 砂質土 1.600  1 ― ― ― 

 

(c) No.3 ケーソン基礎（PC ウェル） 円形φ2.98m×h 24.3m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） N 値 単位体積重量 

γ（kN/m3） 
内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
C（kN/m2） 

① 砂 砂質土  8.000 20 19.0 20.0  0.0 
② シルト 粘性土  3.000  5 16.0  0.0 30.0 
③ 砂礫 砂質土 13.300 30 19.0 20.0  0.0 
④ 砂礫 砂質土 ― 40 20.0 40.0  0.0 

 

 (d) No.4 地中連続壁基礎 □3.6m×4.5m×h14.5m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） N 値 単位体積重量 

γ（kN/m3） 
内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
C（kN/m2） 

① 埋土 粘性土 1.800 ― 14.5  0.0 10.0 
② 砂/シルト 粘性土 3.000 ― 17.0 10.0 10.0 
③ シルト 粘性土 1.900 ― 17.0  8.0  8.5 
④ 砂混じり 

シルト 粘性土 1.600 ― 17.0  7.5  4.3 

⑤ 砂質シルト 粘性土 0.600 ― 18.0  7.5  7.0 
⑥ 砂質シルト 粘性土 1.800 ― 18.0 17.0  4.0 
⑦ 微細砂 粘性土 0.900 ― 18.0 17.0  4.0 
⑧ 固結シルト 粘性土 3.700 ― 18.0 18.0 13.0 
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表 3.1.2 水平載荷試験の詳細地盤条件（その 2） 

(e) No.5 地中連続壁基礎 □1.2m×5.0m×h25.0m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） N 値 単位体積重量 

γ（kN/m3） 
内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
c（kN/m2） 

① 粘土 粘性土 0.900 ― 18.0  0.0  40.0 

② 砂混じり 
シルト質粗砂 砂質土 1.100 ― 18.0 14.0  40.0 

③ 粘土 粘性土 2.000 ― 17.0 15.0  60.0 

④ 粘土 粘性土 2.300 ― 17.0 15.0  60.0 

⑤ 細砂/シルト 
  質細砂 砂質土 3.000 ― 17.0 28.0   0.0 

⑥ 細砂/シルト 
  質細砂 砂質土 3.000 ― 17.0 28.0   0.0 

⑦ シルト質 
  粗砂/細砂 砂質土 1.900 ― 17.0 34.0   0.0 

⑧ 粘土/シルト 粘性土 4.100 ― 17.0  0.0 140.0 

⑨ シルト 粘性土 5.500 ― 18.0 30.0 700.0 

 

(f) No.6 深礎基礎 円形φ2.0m×h12.0m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） 

N 値 単位体積重量 
γ（kN/m3） 

内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
c（kN/m2） 

① 砂質土 5.000 3-10 16.0 30.0 26.0 
② 砂質土 5.000 10-43 18.0 41.0 60.0 

 

(g) No.7 深礎基礎 円形φ2.0m×h12.0m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） N 値 単位体積重量 

γ（kN/m3） 
内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
c（kN/m2） 

① 砂質土 5.000 3-10 16.0 32.0 30.0 
② 砂質土 5.000 10-43 18.0 40.0 61.0 

 (h) No.8 深礎基礎 円形φ3.0m×h12.0m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） 

N 値 単位体積重量 
γ（kN/m3） 

内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
c（kN/m2） 

① 粘性土 5.000 2-17 14.0 17.0  80.0 
② 岩盤 5.000 50/11 19.0 50.0 270.0 

 

(i) No.9 深礎基礎 円形φ3.0m×h12.0m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） N 値 単位体積重量 

γ（kN/m3） 
内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
c（kN/m2） 

① 砂質土 8.500 20-35 14.0 34.0 20.0 
② 砂質土 1.500 20 19.0 37.0 50.0 
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表 3.1.2 水平載荷試験の詳細地盤条件（その 3） 

 (j) No.10 鋼管矢板基礎 小判形 9.36m×10.16m×h 17.2m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） N 値 単位体積重量 

γ（kN/m3） 
内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
c（kN/m2） 

① 粘性土 1.000 0.0 17.0 0.0 0.0 
② 粘性土 1.000 0.0 17.0 0.0 7.0 
③ 粘性土 6.500 0.0 17.0 0.0 7.0 
④ 砂質土 0.142 10.0 18.0 35.0 0.0 
⑤ 砂質土 1.858 10.0 18.0 35.0 0.0 
⑥ 粘性土 5.000 25.0 17.0 0.0 310.0 
⑦ 粘性土 1.700 50.0 18.0 0.0 600.0 

 

(k) No.11 鋼管矢板基礎 小判形 7.396m×18.626m×h 43.6m 

地層 地層 
区分 

層厚 
（m） 

N 値 単位体積重量 
γ（kN/m3） 

内部摩擦角 
φ（°） 

粘着力 
c（kN/m2） 

① 砂質土 2.400 5.4 18.0 23.0 0.0 
② 砂質土 2.100 8.9 18.0 37.0 0.0 
③ 砂質土 1.500 8.9 18.0 37.0 0.0 
④ 粘性土 10.800 4.1 17.0 0.0 56.0 
⑤ 粘性土 13.200 9.5 17.0 0.0 118.0 
⑥ 砂質土 3.906 5.4 18.0 23.0 0.0 
⑦ 砂質土 1.494 5.4 18.0 23.0 0.0 
⑧ 砂質土 3.200 50.0 18.0 44.0 0.0 

 

 

3.2 検証結果 

図 3.2.1 に水平載荷試験で得られた水平荷重と荷重作用位置の水平変位との関係（荷重変位関係）

と，H24 道示モデルの再現解析で得られた荷重変位関係を示す．なお，基礎幅 B は換算基礎幅（H24

道示表-解 9.6.2 に示される BH）としている．図 3.2.1 の凡例に示す設計計算モデルの詳細を表 3.2.1

の再現解析条件に示す． 

図 3.2.1 中の H24 道示モデルのうち，常時・暴風時および L1 地震時のモデルを用いた解析結果は

試験結果を下回る傾向にある．一方，L2 地震時のモデルを用いた解析結果は試験結果をよく再現でき

ていることがわかる．  

以上より，基礎形式の如何を問わず，地盤反力度の上限値の補正係数により上限値を低減させずに，

地盤反力度の上限値の抵抗領域に 3 次元的な広がりを考慮した L2 地震時のモデルが最も実挙動を忠

実に再現できていることが確認できた． 
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表 3.2.1 再現解析条件 

設計ケース 補正係数 
※1 

抵抗領域 
※2 

水平方向地盤反力係数 
kH 

H24 道示（常時） 1.5 3 次元的な広がりを考慮しない H24 道示 

H24 道示（L1 地震時） 1.1 3 次元的な広がりを考慮しない H24 道示 

H24 道示（L2 地震時） ― 3 次元的な広がりを考慮する H24 道示 

※1：地盤反力度の上限値に用いる補正係数（表 2.1.4 参照）．深礎基礎は表 2.1.4 の通り． 

※2：地盤反力度の上限値の抵抗領域 
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第 4 章 水平載荷試験による弾性限界点の検討 

 

4.1 検討内容 

杭基礎では文献 1)において，弾性限界点に対応する水平変位を多数の原位置載荷試験データに基づ

き評価していることは第 2 章で述べた．そこで，柱状体基礎についても水平挙動における地盤抵抗の

弾性限界点を評価するために水平載荷試験データの分析を行った．分析に用いた水平載荷試験は，3

章の分析に用いた 8 ケースである（荷重変位関係を図 4.1.1 に示す）． 

図において，縦軸は水平荷重 P (kN)を極限荷重 Pu (kN)で除し，横軸は水平変位 d (mm)を荷重方向

に直交する基礎幅 B (mm)で除した，ともに無次元化した値である．ここで，極限荷重 Pu (kN)はワイ

ブル分布曲線式より算出した Puw（5.1 に示す式 (9) 参照），基礎幅 B は換算基礎幅 BH（3.2 参照）と

している． 

検討においては，柱状体基礎の 8 ケースに加え，文献 1)において単杭の地盤水平抵抗の弾性限界点

の分析に用いた載荷試験データを含めて分析を行うこととした．なお，場所打ち杭は杭体抵抗が地盤

抵抗に先行して弾性限界に達すると考え，対象データから除外している（本文 3.1 の条件 2）と同義）． 

表 4.1.1 に分析の対象としたデータの一覧表を示す． 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12

水
平
荷
重

P／
極
限
荷
重

P u

水平変位d／基礎幅B

No.1 ケーソン
No.2 ケーソン
No.4 地中連続壁
No.5 地中連続壁
No.6 柱状体深礎
No.7 柱状体深礎
No.8 柱状体深礎
No.9 柱状体深礎

 
No. 基礎形式 試験体平面形状 試験体寸法（h：高さ） 周辺地盤 

1 ケーソン基礎 
（ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ有） 

円形  1.4m×h 5.3m 粘性土 
2 円形  1.4m×h 6.8m 砂質土 
4 

地中連続壁基礎 
矩形（中空） B 3.6m×W 4.5m×h 13.0m（壁厚 0.8m） 粘性土 

5 矩形（充実） B 1.2m×W 5.0m×h 25.0m 粘性土 
6 

柱状体深礎基礎 

円形  2.0m×h 12.0m 砂質土 
7 円形  2.0m×h 12.0m 砂質土 
8 円形  3.0m×h 12.0m 砂質土 
9 円形  3.0m×h 12.0m 粘性土 

図 4.1.1 水平載荷試験の荷重変位曲線 
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表 4.1.1 水平載荷試験データ一覧 

基礎

杭の

施工方法

幅
(m)

採

否

不採用

理由

採

否

不採用

理由

採

否

不採用

理由

粘性土 円形 1.40 繰返し載荷 ○ ― ○ ― × 最大荷重時

変位間隔

砂質土 円形 1.40 繰返し載荷 ○ ― ○ ― ○ ―

砂質土 円形 2.98 単調載荷 × 3.1 条件(1)

を満たさない
× 急折点の

確認困難
× 単調載荷

のため除外

粘性土 空矩 3.60 繰返し載荷 ○ ― ○ ― × 残留変位0
の過程有

粘性土 充矩 1.25 繰返し載荷 ○ ― ○ ― ○ ―

砂質土 円形 2.00 繰返し載荷 ○ ― ○ ― ○ ―

砂質土 円形 2.00 繰返し載荷 ○ ― ○ ― ○ ―

粘性土 円形 3.00 繰返し載荷 ○ ― ○ ― ○ ―

粘性土 円形 3.00 繰返し載荷 ○ ― ○ ― ○ ―

NC 鋼管杭 打込み 砂質土 円形 0.60 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
NC 鋼管杭 打込み 粘性土 円形 0.61 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 不明 円形 0.61 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 不明 円形 0.61 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 砂質土 円形 0.61 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 粘性土 円形 0.81 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 粘性土 円形 0.81 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 砂質土 円形 0.80 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
NC 鋼管杭 打込み 粘性土 円形 0.91 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 粘性土 円形 0.91 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 砂質土 円形 0.51 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 粘性土 円形 0.61 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 粘性土 円形 0.61 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
NC 鋼管杭 打込み 粘性土 円形 0.61 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
NC 鋼管杭 打込み 不明 円形 0.60 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 不明 円形 0.60 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 砂質土 円形 0.60 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 砂質土 円形 0.51 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 砂質土 円形 0.51 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 回転杭 砂質土 円形 0.61 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 回転杭 砂質土 円形 0.61 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
NC 鋼管杭 回転杭 砂質土 円形 0.80 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
NC 鋼管杭 回転杭 砂質土 円形 1.20 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
NC PC・PHC杭 中掘り 粘性土 円形 0.60 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
NC PC・PHC杭 中掘り 粘性土 円形 1.20 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

C PC・PHC杭 ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 粘性土 円形 0.38 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 粘性土 円形 0.81 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 打込み 不明 円形 0.60 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

C 砂質土 円形 0.80 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
C 粘性土 円形 0.80 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
C 砂質土 円形 1.10 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
C 粘性土 円形 1.00 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

C 砂質土 円形 1.40 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

C 砂質土 円形 1.20 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 回転杭 粘性土 円形 0.51 繰返し載荷 ○ ― ○ ―
NC 鋼管杭 回転杭 砂質土 円形 1.20 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

NC 鋼管杭 回転杭 砂質土 円形 0.51 単調載荷 ○ ― × 繰返し載荷でない

載荷方法

鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭

鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭

鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭

鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭

地中連続壁

柱状体深礎基礎

柱状体深礎基礎

柱状体深礎基礎

柱状体深礎基礎

合計データ数 45件 8件 18件

文献1)
文献2）

鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭

鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭

杭

基

礎

杭基礎　分析データ数 37件 0件 12件

人為的誤差

が入りやすい

ため実施して

いない

（文献1)）

×

方法1　ワイブル 方法2　logP -logS 方法3　変位急増

備　考

柱

状

体

基

礎

柱状体基礎　分析ケース数 8件 8件

地盤の

種類
断面

基礎形式

（C:複合杭，

NC：非複合杭）

6件

ケーソン基礎

ケーソン基礎

PCウェル

地中連続壁
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4.2 弾性限界点の評価方法 

荷重変位曲線上にある弾性限界点は，荷重変位曲線の初期勾配から二次勾配へ移行する点として考

えることができる．この移行点を見つける手段として，1) 荷重変位曲線を観察し，変位が急増する点

あるいは残留変位が急増する点を弾性限界点とする方法，2) 荷重変位曲線を数学的にフィッティング

し，得られる降伏荷重に対応する点を弾性限界点とする方法が考えられる．1) ，2) の方法で定義し

た弾性限界点がほぼ対応することは確認されている 10)が，方法によっては精度の高い推定が困難な場

合も想定されるため，あえて 1 方法に特定せず，次に示す 3 方法により行うこととした． 

 

(1) 方法①：ワイブル分布曲線による方法（柱状体基礎：8 ケース，杭基礎：37 ケース 2）） 

第 5 章で後述するワイブル分布曲線による方法である．ここで，柱状体基礎を評価する場合には，

変位指数 m =1 では十分な近似精度とは言い難いため，m を変化させた m   1 で評価を行うこととした． 

(2) 方法②：log P－log S 法による方法（柱状体基礎：8 ケース） 

一般に，地盤の塑性化が生じた時には水平変位が急増する．この変位が急増し始める点を押さえる

ために，水平荷重 P とその荷重段階での水平変位 S を両対数グラフ上にプロットし，これらの試験値

を結ぶ直線が急折する点を見出し，その点を弾性限界点とする方法である．極限荷重については(1)

と同様，ワイブル分布曲線式から求めた．なお，No.3 は試験値を結ぶ直線が急折する点を見出すこと

が困難であったため，検討から除外した． 

(3) 方法③：残留変位急増点による方法（柱状体基礎：6 ケース，杭基礎：12 ケース 2）） 

3 つ目の方法は，繰返し載荷試験から求められる残留変位急増点を弾性限界とする方法 1)である．

この方法を用いて弾性限界点を見出すためには，繰返し載荷過程のデータが必要である．図 4.2.1 に

表 3.1.1 における No.5 の残留変位急増点による方法を示す．図 4.2.1 (a) は繰返し載荷試験の荷重変

位曲線である．この荷重変位曲線の載荷ステップ[1]－[1]～[4]－[4]における最大荷重時の変位 (dp) と

荷重 R = 0 に戻した時の残留変位 (dr) をそれぞれ抽出し，最大荷重時の変位 dp を横軸に，荷重 R = 0

に戻した時の残留変位 dr を縦軸に示したものが図 4.2.1 (b) である．この図より点を結ぶ直線が急折

する点を見出し，その点を弾性限界点とする．なお，No. 1，No. 3 および No. 4 は次の理由により方法

③による検討からは除外した（方法①，②について，弾性限界点を定めることは可能なため，No.1 及

び 4 については検討対象としている）． 

①No.1 は，最大荷重時の変位 (dp) の間隔が 103mm と大きく，文献 2)の杭基礎の繰返し載荷試験デ

ータを分析したところ，最大荷重時の変位 (dp) の間隔は大きいもので 70mm 程度であり，残留

変位急増点を精度良く推定することが困難なため． 

②No.3 は，繰返し載荷試験でないため． 

③No.4 は，載荷ステップ[1]－[1]～[4]－[4]のうち，[1]と[2]の残留変位 (dr) が 0 であり，残留変位

急増点を精度良く推定することが困難なため． 
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(a) 荷重と変位の関係         (b) 残留変位と最大荷重時の変位の関係    

図 4.2.1 残留変位急増点から求める方法の例 

 

4.3 検討結果 

4.2で示した弾性限界点の評価方法によって求めた弾性限界変位d0と基礎幅Bの関係，および弾性限

界変位レベルd0 / Bと基礎幅Bの関係を図 4.3.1から図 4.3.3に示す．それぞれの図の左図が (a) 弾性限

界変位d0と基礎幅Bの関係，右図が (b) 弾性限界変位レベルd0 / Bと基礎幅Bの関係を示している． 

図 4.3.1から図 4.3.3について，以下に補足する． 

 方法①：ワイブル分布曲線(m≠1)から求めた変位急増点および方法②：log P－log Sから求めた変

位急増点の図中の杭基礎は，ワイブル分布曲線(m＝1)から求めた変位急増点の37点をプロットし

たものである． 

 方法③：残留変位急増点から求めた変位急増点の図中の杭基礎は，残留変位急増点から求めた変

位急増点の12点をプロットしたものである． 

 マーカー「○」は，非複合杭（Non-composite pile，N.C.と表示）を表している．これは，杭体が

直接地盤と接し，杭体の周囲に地盤を改良した物質が存在しない杭を指し，打込み杭，回転杭及

び中掘り杭をこれに分類している． 

 マーカー「●」は，複合杭（Composite pile，C.と表示）を表している．これは，杭体周囲にソイ

ルセメント等，地盤を改良した物質が存在している杭を指し，プレボーリング杭と鋼管ソイルセ

メント杭をこれに分類している． 

 図中の黒実線は杭基礎のみの平均値，赤実線は柱状体基礎のみの平均値，青実線は全体（杭基礎

と柱状体基礎）の平均値を示している． 

全体（杭基礎および柱状体基礎）の弾性限界変位レベルd0 / Bは，3方法のいずれも5%程度，柱状体

基礎のみの弾性限界変位レベルd0 / Bは3～4%程度である．また，いずれの評価方法においても基礎幅

Bが大きくなるにつれて弾性限界変位レベルd0 / Bは小さくなる傾向にあることがわかる．また，本文

で参照した載荷試験結果に限定すると，杭基礎に比べ柱状体基礎の方が基礎幅は大きく，基礎幅が大

きくなるにつれて地盤抵抗が小さくなる載荷幅依存性が影響しているのではないかと推察される． 

文献 1)において，複合杭（C.）はその構造的要因に起因する非線形性の影響により，非複合杭（N.C.）
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よりも弾性限界変位レベルが小さな値を示す傾向であると考察しているが，これは杭基礎（基礎幅 0.6

～1.4m 程度）という，柱状体基礎（基礎幅 1.0～3.6m 程度）に比べ基礎幅の小さな範囲に着目して得

られた知見であり，柱状体基礎を含めた弾性限界変位レベルの傾向分析という観点からはさほど大き

な影響として捉える必要はないと考える． 

このことから，基礎の弾性限界変位レベルは基礎の形式（ここでは杭種，ケーソン，地中連続壁，

深礎などの柱状体基礎の形式）や使用材料（鋼，コンクリート等）にかかわらず，平均的に基礎幅の

5%という一定の傾向を示しており，また地盤抵抗の影響のみに依存しているといえる． 

一方で，杭基礎と柱状体基礎それぞれで異なる弾性限界変位レベルを設定するという考え方もでき

るが，実際の設計・施工の現場においては，組杭深礎基礎の杭径よりも大口径の杭基礎の杭径の方が

大きくなる事例もあり，杭基礎と柱状体基礎の違いで弾性限界点が異なる扱いをすることに不整合が

生じる． 

また，柱状体基礎の水平載荷試験データは，杭基礎形式に比べてデータ数が少ないため，引き続き

試験的，解析的な検討が必要であるが，現時点では基礎の弾性限界変位は，基礎形式によらず，基礎

幅の5%とすることが考えられる． 
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No.6 深礎基礎 1600 101.2 6.3
No.7 深礎基礎 1600 125.0 7.8
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図 4.3.1 弾性限界変位 d0 と基礎幅 B の関係および弾性限界変位レベル d0 / B と B の関係 

（方法①：ワイブル分布曲線による方法） 
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基礎幅 弾性限界変位 弾性限界変位レベル

B (mm) S y(mm) S y/B (%)
No.1 ケーソン基礎 1120 86.3 7.70
No.2 ケーソン基礎 1120 133.3 11.90
No.3 ケーソン基礎 2384
No.4 地中連続壁基礎 3600 16.1 0.45
No.5 地中連続壁基礎 1250 71.8 5.74
No.6 深礎基礎 1600 4.9 0.31
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No.8 深礎基礎 2400 90.8 3.78
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全体平均値  

図 4.3.2 弾性限界変位 d0 と基礎幅 B の関係および弾性限界変位レベル d0 / B と B の関係 

（方法②：log P－log S 法による方法） 
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No.1 ケーソン基礎 1120
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No.4 地中連続壁基礎 3600
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図 4.3.3 弾性限界変位 d0 と基礎幅 B の関係および弾性限界変位レベル d0 / B と B の関係 

（方法③：残留変位急増点による方法） 
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第 5 章 水平載荷試験による柱状体基礎の降伏の目安の検証 
 

5.1 はじめに 

第 2 章で述べたとおり，H24 道示においては，L2 地震時に作用する水平荷重に対して基礎と地盤を

一体ととらえた基礎全体系で照査し，原則として基礎の降伏に達しないことを照査する．ここで，基

礎の降伏の目安として，杭基礎に対しては載荷試験などに基づき①全杭が塑性化する②一列の杭頭反

力が押込み支持力の上限値に達する，のいずれかの状態に最初に達するときと定義されている． 

一方で柱状体基礎に対しては，ケーソン基礎や鋼管矢板基礎については試設計による解析結果から

降伏の目安が定義されているが，地中連続壁基礎や深礎基礎については降伏の目安は示されていない． 

 

表 5.1.1 H24 道示に示される柱状体基礎の降伏の目安 

基礎形式 降伏の目安 

ケーソン基礎 

次の 1）から 3）のいずれかの状態に最初に達するとき 
1）基礎本体が塑性化するとき 
2）基礎前面地盤の塑性領域率が 60%に達する 
3）基礎底面の浮上り面積率が 60%に達する 

地中連続壁基礎 
降伏の目安は示されていない 

深礎基礎 

鋼管矢板基礎 

次のいずれかの状態に最初に達するとき 
1）鋼管矢板の押込み側の 1/4 範囲の縁応力度が降伏点に達する 
2）基礎底面の極限支持力 

①1/4 以上の鋼管矢板の先端において，鉛直反力が鋼管矢板先端の極限押込み支持

力に達する 
②鋼管矢板先端において，鉛直反力が鋼管矢板先端の極限押込み支持力に達したも

のと浮上りが生じたものとの合計が 60％に達する 

 

ここで，ケーソン基礎における「降伏の目安」とされている「基礎前面地盤の塑性化率 60%，基礎

底面の浮上り率 60%」について，過去の載荷試験結果を確認すると，変位急増点と上記の降伏の目安

とが対応していなかったり，前面塑性化 60%のときの変位レベルが常時の許容変位よりも小さかった

りするなど，降伏の目安が必ずしも基礎の降伏を示しているとは言い切れない可能性がある． 

しかしながら，降伏の目安を撤廃してしまうと，降伏の判定にばらつきが生じることが想定される

ため，実務上の観点からも柱状体基礎における降伏の目安を残すことが望ましいと考えられる． 

よって，水平載荷試験のデータを用いた降伏点（変位急増点）と H24 道示モデルの再現解析の降伏

点（変位急増点）の比較を行うことにより，柱状体基礎の降伏の目安について検証を行った． 
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5.2 検証内容 

水平載荷試験の降伏点の算出にはワイブル分布曲線による方法によるものとした．ワイブル分布曲

線による方法は次に示すとおりである． 

①それぞれの水平載荷試験において，水平荷重 P をワイブル分布曲線式により算出した極限荷重 Pu

で除して無次元化したワイブル分布曲線を作成する． 

②ワイブル分布曲線より算出した極限荷重 Pu および弾性限界変位 S0y の平均値を求め，この値を用

いて平均値のワイブル分布曲線（mean 曲線）を作成する． 

③作成した mean 曲線の極限荷重の 0.63 倍の位置を弾性限界点（＝降伏点）とし，その時の変位レ

ベルを求める． 

ここで，弾性限界点を極限荷重の 0.63 倍としたのは，ワイブル分布曲線式（式 (9) ）において変位

S が弾性限界変位 S0y のときには，P0y / Puw ＝ 1 – e-1 ≒ 0.63 の関係が成立するためである． 

m

yuw S
S

P
P

0

exp1      (9) 

ここに， 

P ：水平荷重 (kN) 

Puw ：ワイブル分布曲線式により推定した極限荷重 (kN) 

S ：変位 (mm) 

S0y ：ワイブル分布曲線式により推定した弾性限界変位 (mm) 

m ：曲線の曲がり具合を示す変位指数 

 

変位指数 m はワイブル分布曲線の曲がり具合を示すが，杭基礎の分析を行っている文献 1)では m=1

として分析を行っている．これは，m=1 としても十分な近似を示していたためである 17)が，柱状体基

礎の載荷試験データについては，m=1 とした場合に十分な近似を示しているかどうかは不明である． 

したがって，変位指数 m の違いにより柱状体基礎の載荷試験データのワイブル分布曲線がどの程度

近似しているかを確認することとした．確認方法としては，ある変位レベルにおける載荷試験データ

（実測値 Pi）と m=1 又は m≒1 としたワイブル分布曲線（計算値 P0i）の残差平方和 Σ(Pi–P0i)2/Pu を

算出する．極限荷重 Pu で除すこととした理由は，大きな差があった各載荷試験の載荷荷重差の影響を

排除できると考えたためである．残差平方和を求めるための着目変位は，小～大変位の全体的な挙動

に着目する観点から，文献 1)を参考にして次の 3 点とした． 

・変位レベル 1 として基礎幅の 1.0%変位時（H24 道示の許容水平変位相当） 

・変位レベル 2 として基礎幅の 3.5%変位時（H24 道示の緩和した許容水平変位相当） 

・変位レベル 3 として基礎幅の 5.0%変位時（杭基礎の弾性限界変位相当（第 4 章参照）） 

ここで，実験において荷重保持としているケースについては，荷重保持後の値を用いた．図 5.2.1

に縦軸にΣ(Pi P0i)2/Pu，横軸に基礎幅 B(m)として各ケースをプロットした図を示す．図において，○
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は柱状体基礎 8 ケース(m=1)，●は柱状体基礎 8 ケース(m≠1)，□は杭基礎 37 ケース(m=1)を示してい

る．Σ(Pi P0i)2/Pu が小さいほどワイブル分布曲線は精度よく近似しているといえる．図より，杭基礎

(m=1)に比べて柱状体基礎(m=1)の近似精度が悪いことがわかる．一方で，柱状体基礎(m≠1)は杭基礎

(m=1)と同程度の近似精度である．以上より，柱状体基礎を評価する場合には，変位指数 m=1 では杭

基礎(m=1)と同程度の十分な近似精度とは言い難いため，m を変化させた m≠1 で評価を行うこととし

た．検証に用いる水平載荷試験データは，第 3 章で再現解析の対象とした 8 ケース（参考記載した

No.10,11 を除く）である． 
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図 5.2.1 Σ(Pi P0i)2/Pu と基礎幅 B の関係 

 

5.3 検証結果 

図 5.3.1 に水平載荷試験結果および設計計算（H24 道示（L2 地震時））の降伏点の比較を示す．図

より，基礎形式によって載荷試験から求められる降伏点と設計計算から求められる降伏点がほぼ同様

の変位レベルとなるケースもあるが異なるケースも確認される．また，多くのケースで設計計算から

求められる降伏変位の方が，載荷試験から求められる降伏変位よりも小さくなっている． 

この要因を載荷試験結果による考察のみで明らかにすることは難しい．一方，多くのケースで設計

計算から求められる降伏変位の方が小さい値に抑えられることを踏まえると，当面の降伏の目安とし

てはH24道示に示される定義を踏襲し，今後の課題として引続き検討を行っていくことが考えられる． 
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図 5.3.1 水平載荷試験結果および設計計算（H24 道示（L2 地震時））の降伏点の比較 
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第 6 章 鉛直載荷試験による鉛直方向の弾性限界点の検討 

 

6.1 はじめに 

本章では鉛直荷重を受ける柱状体基礎の安定照査方法に着目し，柱状体基礎の鉛直載荷試験の分析

に基づき H24 道示の照査方法における許容値と弾性限界点の関係を確認したうえで，鉛直荷重を受け

る柱状体基礎の限界状態や許容値について検討する． 

 

6.2 検討内容 

第 4 章で示した水平挙動における地盤抵抗の弾性限界点の評価と同様に，鉛直挙動における地盤抵

抗の弾性限界点を評価するために，鉛直載荷試験データの分析を行う．分析に用いた鉛直載荷試験は

表 6.2.1 に示す鉛直載荷試験 7 ケースである．このうち，No. 1 はケーソン基礎，No. 2 から No. 7 が地

中連続壁基礎である．なお，No. 1 は PC ウェル基礎に対して行われた載荷試験であるが，設計法や施

工法はオープンケーソン基礎に類似しているため，ここではケーソン基礎として取り扱う． 

図 6.2.1 に鉛直載荷試験モデル図および土質柱状図を示す． 

 

表 6.2.1 分析に用いた鉛直載荷試験 

No. 基礎形式 試験体形状（h は地盤面からの根入深さ） 載荷種類 

1 ケーソン基礎 
（PC ウェル基礎） 円 形（中空断面-底版コンクリート有）φ1.6m × h 14.3m 単調載荷 

2 地中連続壁基礎 小判形（充実断面）(0.60m×2.52m) × h 19.8m 単調載荷 

3 地中連続壁基礎 小判形（充実断面）(0.67m×1.92m） × h 26.3m 繰返し載荷 

4 地中連続壁基礎 矩 形（充実断面）(0.60m×2.10m） × h 21.0m 単調載荷 

5 地中連続壁基礎 小判形（充実断面）(0.60m×1.86m） × h 19.0m 繰返し載荷 

6 地中連続壁基礎 矩 形（充実断面）(1.20m×2.40m） × h 28.5m 単調載荷 

7 地中連続壁基礎 小判形（充実断面）(0.60m×2.52m） × h 16.6m 繰返し載荷 
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図 6.2.1 鉛直載荷試験モデル図および土質柱状図（その 1） 
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図 6.2.1 鉛直載荷試験モデル図および土質柱状図（その 2） 
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各実験ケースの荷重変位関係を図 6.2.2 に示す．図において，縦軸は鉛直荷重 P (kN) を極限荷重

Pu (kN) で除し，横軸は鉛直変位 d (mm) を基礎幅 B (mm) で除して無次元化している．ここで，極限

荷重 Pu (kN) はワイブル分布曲線式より算出した値としている．（式 (9) 参照） 

なお，水平載荷試験と同様に，変位指数 m は実験結果を最も精度良く推定できる値としている． 
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図 6.2.2 鉛直載荷試験の荷重変位曲線 
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6.3 検討結果 

図 6.3.1および図 6.3.2に，載荷試験で得られた荷重変位関係とH24道示における鉛直荷重に対する

安定照査の許容値を示す．縦軸は，載荷試験で計測された荷重を計算で得られた極限支持力度で除し，

横軸は，載荷試験で計測された沈下量を基礎幅で除している．第2章に示した通り，H24道示における

鉛直荷重を受ける柱状体基礎の設計法は，常時においては過大な沈下を生じさせないよう，L1地震時

においては基礎の挙動の可逆性が担保されるように定められているものと考えられる． 

そこで表 6.3.1に，図 6.3.1および図 6.3.2に示す荷重変位関係において常時・L1地震時の照査を満

足させた場合に，常時において生じる沈下量，及びL1地震時の許容支持力の降伏支持力に対する比率

を示した．ここで，表 6.3.1には比較のために直接基礎や杭基礎についても示した．なお，直接基礎

の常時に関しては，地盤反力度の上限値を比較対象としている． 

 

6.3.1 ケーソン基礎 

図 6.3.1 に示すケーソン基礎の結果を見ると，常時において，地盤反力度の上限値に抑えた場合に

は，基礎幅の約 0.4%の沈下量（B=1.6m の場合，約 0.6 cm）が生じている．一方，許容支持力の照査

で生じる沈下量は，基礎幅の約 2.5%（B=1.6m の場合，約 4.0 cm）であり，地盤反力度による照査で

抑えるよりも大きな沈下量が生じている．そもそも，直接基礎やケーソン基礎の極限支持力推定式は，

沈下量に着目して定められたものではないことも踏まえると，常時において沈下量を抑制するための

照査としては，直接基礎と同様に，地盤反力度の上限値の照査のみでよいと考えられる． 

L1 地震時の結果を見ると，地盤反力度の上限値で留める場合には，基礎底面に作用する荷重を降伏

支持力の 2 割程度（0.110／0.63≒0.2）に留めることとなり，直接基礎や杭基礎と比べて安全余裕度が

かなり大きくなっている．一方，L1 地震時の照査を許容支持力の照査のみとすれば，他の基礎形式と

同程度の安全余裕となる． 
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図 6.3.1 鉛直載荷試験のワイブル分布曲線の弾性限界点と H24 道示照査方法における許容値の関係 

（ケーソン基礎） 
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6.3.2 地中連続壁基礎 

地中連続壁基礎においては，常時で極限支持力度の 1/3，L1 地震時で極限支持力度の 1/2 を許容支

持力とする照査が行われる．ここに，極限支持力度 qd は地盤種別によって異なるが，今回整理した結

果と同じ条件である良質な砂・砂れきの場合では，場所打ち杭の値を準用して qd = 5,000 kN/m2 となっ

ている． 

表 6.3.1，図 6.3.2 を見ると，qd = 5,000 kN/m2 とした場合の常時の沈下量は 0.1～0.3％（A0.5 =1.0m

の場合 0.1～0.3 cm），L1 地震時の許容支持力は載荷試験で得られた極限支持力の約 2 割となり，直接

基礎や杭基礎，ケーソン基礎と比較して担保している安全余裕が極めて大きい．この要因を分析する

ために，縦軸を極限支持力度で除さず，載荷試験で計測された荷重とした図を，図 6.3.3 に示す．こ

の結果を見ると，載荷試験での極限支持力度の値（鉛直変位が基礎換算載荷幅の 10%相当の値）は平

均で 10,423 kN/m2 が得られており，場所打ち杭に準じて定められた 5,000 kN/m2 は地中連続壁基礎の

極限支持力度を著しく過小評価していることがわかる． 

以上より，地中連続壁基礎が直接基礎や杭基礎，ケーソン基礎に比べて大きな安全余裕を有してい

る理由は，極限支持力度を過小評価しているためであると考えられる．ここで，砂れきの場合の極限

支持力度を 10,000 kN/m2 と仮定すると，常時で生じる沈下量は 0.1～0.6%程度（A0.5 =1.0m の場合 0.1

～0.6 cm），L1 地震時の許容支持力は降伏支持力の 4 割程度となる（表 6.3.2 参照）． 

なお，地中連続壁基礎の極限支持力度が場所打ち杭よりも大きな値を期待できる理由として，掘削

完了時の掘削機による一次スライム処理に加えて，鉄筋建込前に二次スライム処理を実施して安定液

を完全に良液と置換することから，スライム成分をほぼなくすことができ，場所打ち杭に比べて先端

の品質が良いことなどが考えられる． 
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(d) No. 4 

図 6.3.2 鉛直載荷試験のワイブル分布曲線の弾性限界点と H24 道示照査方法における許容値の関係 

（地中連続壁基礎）（その 1） 
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(g) No. 7 

図 6.3.2 鉛直載荷試験のワイブル分布曲線の弾性限界点と H24 道示照査方法における許容値の関係 

（地中連続壁基礎）（その 2） 
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図 6.3.3 地中連続壁基礎の鉛直載荷試験結果 

 

 

表 6.3.1 各基礎の H24 道示における許容値と安全余裕等との関係 

基礎 常時 L1 地震時 
直接基礎 【地盤反力度の上限値】 

基礎の換算載荷幅 A0.5 の 0.1～0.3% 
（A=8m の場合，0.8~2.4 cm） 

【許容支持力】 
降伏支持力の約 8 割 

杭基礎 【許容支持力】 
杭径 D の 0.4～1.6% 
（D=1.0m の場合，約 0.4～1.6cm） 

【許容支持力】 
降伏支持力の約 8 割 

ケーソン基礎 
（PC ウェル基礎） 

【地盤反力度の上限値】 
換算基礎幅 B の約 0.4% 
（B=1.6m の場合，約 0.6cm） 

【地盤反力度の上限値】 
降伏支持力の約 2 割 

【許容支持力度】 
換算基礎幅 B の 2.5%程度 
（B=1.6m の場合約 4.0 cm） 

【許容支持力度】 
降伏支持力の約 8 割 

地中連続壁基礎 H24 道示 
(qd =5,000 kN/m2) 

【許容支持力度】 
基礎の換算載荷幅 A0.5 の 0.1～0.3%程度 
（A0.5 =1.0m の場合 0.1～0.3 cm） 

【許容支持力度】 
降伏支持力の約 2 割 

極限支持力度を

見直した場合 
(qd=10,000 kN/m2) 

【許容支持力度】 
基礎の換算載荷幅 A0.5 の 0.1～0.6%程度 
（A0.5 =1.0m の場合 0.1～0.6 cm） 

【許容支持力度】 
降伏支持力の約 4 割 
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表 6.3.2  許容支持力度の降伏支持力に対する比率 

case 
L1 地震時の 

許容支持力度／降伏支持力 

qd（kN/m2） 5,000 10,000 

case2 0.17 0.36 

case3 0.18 0.38 

case4 0.20 0.44 

case5 0.19 0.40 

case6 0.13 0.27 

case7 0.20 0.42 

平均 0.18 0.38 

 

 

6.4 まとめ 

鉛直荷重を受ける柱状体基礎の安定照査に関して，H24 道示における許容値と限界状態等との関係

を明らかにするため，載荷実験結果を分析した． 

本検討により，ケーソン基礎については常時の照査としては許容支持力度の照査を行わず地盤反力

度の上限値のみとすることで，直接基礎や杭基礎と同等の沈下量に留めることができること，L1 地震

時の照査としては地盤反力度の上限値の照査を行わず許容支持力度の照査のみとすることで，直接基

礎や杭基礎と同等の安全余裕の確保することができることがわかった． 

地中連続壁基礎については，他の基礎形式に比べて常時・L1 地震時ともに大きな安全余裕を確保し

ていたが，極限支持力度を見直すことにより他の基礎形式の安全余裕と近づくことがわかった． 

なお，本検討ではニューマチックケーソン基礎に対する試験結果が入手できなかったため，検証が

できていない．今後の載荷試験結果の蓄積が待たれるが，基準における極限支持力度の推定式はオー

プンケーソン基礎と同じであり，また，オープンケーソン基礎よりも極限支持力度が低下する要因は

特段ないと考えられることから，ニューマチックケーソン基礎についてもオープンケーソン基礎と同

じ扱いでよいと考えられる． 

地中連続壁基礎については，支持層が砂れき以外の場合についての載荷試験結果がなく検証が行え

ていない．砂れきにおいて場所打ち杭よりも大きな支持力度が得られた要因を鑑みれば，砂や粘性土

においても場所打ち杭以上の支持力度が得られることが期待されるが，これらについては定量的な評

価や確認を行うことができていないため，現時点では H24 道示と同じ値としておくのがよいと考えら

れる． 
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第 7 章 まとめ 

 

柱状体基礎の設計計算モデルおよび安定照査方法に対する検討を行い，次のような結果を得た． 

(1) 水平載荷試験の再現解析を行った結果，地盤反力度の上限値の補正係数により上限値を低減せず，

地盤反力度の上限値の抵抗領域に 3 次元的な広がりを考慮した設計計算モデルの方が，荷重や変位

レベルにかかわらず，実挙動を忠実に再現できることが確認できた． 

(2) 水平載荷試験データについて，柱状体基礎における弾性限界点をワイブル分布曲線による方法，log 

P-log S 法による方法，残留変位急増点による方法の 3 つの方法で評価した結果，基礎幅が大きく

なるにつれて弾性限界変位レベルは小さくなる傾向にあることがわかった． 

しかしながら，弾性限界変位レベルは平均的に基礎幅の 5%であること，基礎形式の違いで弾性

限界点が異なる扱いをすると不整合が生じることを踏まえ，現時点では基礎形式によらず，弾性限

界変位は基礎幅の 5%とすることを提案した． 

(3) ケーソン基礎の降伏の目安について，水平載荷試験の降伏点と H24 道示モデルの再現解析の降伏

点との比較検証を行ったところ，一致しないケースもあるものの，多くのケースで設計計算から求

められる降伏変位の方が小さい値に抑えられることがわかった．このため，今後の課題として引続

き検討を行う必要があるものの，当面の降伏の目安としては H24 道示に示される定義を踏襲する

ことでよいと考えられる． 

(4) 鉛直載荷試験データ分析の結果，次のような結果を得た． 

1) ケーソン基礎は，常時は地盤反力度の上限値の照査，L1 地震時は許容鉛直支持力度の照査を

実施することで，他の基礎形式と同程度の沈下レベルおよび安全余裕度が確保されることがわ

かった． 

2) 地中連続壁基礎は，H24 道示（特に L1 地震時）における許容鉛直支持力度の照査が直接基礎

や杭基礎に比べ過剰に安全側の評価となっていることがわかった．これは極限支持力度を過小

評価していることが要因と推察されるため，鉛直載荷試験結果の分析に基づき，砂れきについ

ては極限支持力度を 10,000 kN/m2 とすることを提案した． 
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付属資料 1. 柱状体基礎の設計法についての情報収集結果 

本資料第 2 章で述べたように，柱状体基礎の各形式は，これまで基礎形式として設計手法や施工方

法が確立されてきた歴史的経緯が異なることから個別の計算モデルや照査方法が与えられており，そ

の根拠が必ずしも明確となっていない．このような状況から，柱状体基礎における計算モデルや安定

照査方法の見直しを行うにあたり，各柱状体基礎の設計手法が確立されてきた経緯等について各形式

の施工に携わる団体等を通じて情報収集を行った．次ページ以降に情報収集結果一覧表を添付する。 
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直
せ
ん

断
地
盤
反
力
を
先
端
し
か
考
慮
し
な
い
理
由

は
，「

地
中
連
続
壁
で
囲
ま
れ
て
い
る
部
分
は
地

中
連
続
壁
と
同
じ
動
き
を
し
て
支
持
地
盤
に
な

ら
な
い
が
，
基
礎
の
下
端
か
ら
一
定
の
範
囲
は

有
効
で
あ
る
と
の
判
断
で
あ
る
．

(「
改
定
の
ポ
イ

ン
ト

 地
中
連
続
壁
の
設
計
と
施
工

 基
礎
工

 
19

97
.2
」

) 

1)
基
礎
底
面
の
鉛
直
地
盤
反
力

 
2)
基
礎
周
面
の
水
平
せ
ん
断
地

盤
反
力

 
3)
基
礎
周
面
の
鉛
直
せ
ん
断
地

盤
反
力

 
 ※
土
留
め
構
造
と
し
て
用
い
た

ラ
イ
ナ
ー
プ
レ
ー
ト
を
存
置

し
て
用
い
る
場
合
な
ど
は
，

基
礎
周
面
の
水
平
せ
ん
断
地

盤
反
力
及
び
鉛
直
せ
ん
断
抵

抗
は
無
視
す
る
．

 

( 基
礎
周
面
の
せ
ん
断
地

盤
反
力
を
考
慮
し
た
理

由
：
土
留
構
造
と
し
て

モ
ル
タ
ル
ラ
イ
ニ
ン
グ

や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
吹
付

け
を
用
い
た
場
合

) 
◆
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ラ
イ
ニ

ン
グ
を
油
圧
ジ
ャ
ッ
キ

で
上
下
方
向
あ
る
い
は

下
向
き
に
載
荷
し
た
載

荷
試
験
に
よ
り
摩
擦
抵

抗
を
検
証

 
◆
場
所
打
ち
杭
の
設
計
に

用
い
る
周
面
摩
擦
力
度

と
同
等
以
上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
．

 
◆
上
限
値
に
つ
い
て
も
デ

ー
タ
量
が
少
な
か
っ
た

た
め
，
場
所
打
ち
杭
の

値
に
準
拠
し
た
．

 

1)
基
礎
底
面
の
鉛
直
地
盤
反

力
 

2)
基
礎
外
周
面
の
鉛
直
せ
ん

断
地
盤
反
力

 
3)
基
礎
先
端
付
近
の
基
礎
内

周
面
の
鉛
直
せ
ん
断
地
盤

反
力

 
 

◆
鋼
管
矢
板
基
礎
を
構
成
す
る
鋼
管
矢
板
は
，
鋼
管
杭
と
同
じ
材
料
で
，
か
つ
同
様
の

施
工
法

(打
撃
，
中
掘

)を
採
用
．
し
た
が
っ
て
，
鋼
管
杭
と
同
じ
鉛
直
支
持
特
性
を
も

つ
と
い
う
考
え
が
前
提
．

 
◆
先
端
支
持
力
度
と
周
面
摩
擦
力
度
は
，
上
記
の
理
由
よ
り
鋼
管
杭
と
同
じ
値
を
採
用
．
 

◆
先
端
支
持
力
は
，
鋼
管
矢
板

1
本
当
た
り
の
支
持
力
の
総
和
で
評
価
．

 
◆
周
面
摩
擦
力
は
，
外
周
面
の
全
面
と
，
内
周
面
の
一
部
で
発
揮
さ
れ
，
周
長
は
便
宜

的
に
井
筒
の
包
絡
線
長
さ
で
評
価
．

 
◆
内
周
面
摩
擦
力
は
先
端
部
付
近
の
み
考
慮
す
る
．

 
→
各
鋼
管
矢
板
か
ら
内
部
土
に
伝
達
さ
れ
る
鉛
直
せ
ん
断
力
が
限
ら
れ
た
面
積
の

井
筒
内
部
土
で
重
な
る
た
め
外
周
面
ほ
ど
周
面
摩
擦
力
が
発
揮
さ
れ
ず
，
そ
の

傾
向
は
上
部
ほ
ど
大
き
い
と
の
考
え
に
よ
る
．

 
(「

特
集

 鋼
管
矢
板
基
礎
」
基
礎
工

20
10

.1
2)

 
→
地
中
連
続
壁
基
礎
の

FE
M

解
析
結
果
に
よ
り
，
内
周
面
の
せ
ん
断
抵
抗
を
考
慮

し
た
鉛
直
支
持
モ
デ
ル
の
妥
当
性
を
確
認

 
(「

地
中
連
続
壁
基
礎
の
設
計
法
に
関
す
る
細
部
検
討

 報
告
書
」

S6
3.

3 
土
木

研
究
所
・
新
日
本
技

研
) →

2
例
の
水
平
載
荷
試
験
結
果

(円
形
・
小
判
型

)と
，
内
周
面
鉛
直
せ
ん
断
バ
ネ
の

有
無
に
よ
る
解
析
を
比
較
，
内
周
面
鉛
直
せ
ん
断
バ
ネ
を
考
慮
し
た
方
が
載
荷

試
験
に
近
似
す
る
こ
と
を
確
認
．

 

水 平 支 持 

1)
基
礎
底
面
の
鉛
直
地
盤
反

力
 

2)
基
礎
底
面
の
せ
ん
断
地
盤

反
力

 
3)
基
礎
前
面
の
水
平
地
盤
反

力
 

4)
基
礎
側
面
の
水
平
せ
ん
断

地
盤
反
力

 
5)
基
礎
前
背
面
の
鉛
直
せ
ん

断
地
盤
反
力

 
6)
基
礎
側
面
の
鉛
直
せ
ん
断

地
盤
反
力

 
 

◆
左
記

6
種
類
の
地
盤
抵
抗
要
素
に
よ
る
計

算
モ
デ
ル
で
，
水
平
載
荷
実
験
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
し

(「
柱
状
体
基
礎
の
設
計
計

算
法
に
関
す
る
調
査

:土
木
研
究
所
資
料
第

34
55

号
」
参
照

)，
そ
の
妥
当
性
を
確
認
し

た
．
荷
重
載
荷
点
位
置
の
荷
重
変
位
関
係

と
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
分
布
に
よ
る
全
体
挙

動
の
検
討
で
あ
り
，
各
抵
抗
要
素
の
分
担

等
の
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
．

 
 ◆

3
次
元
的
な
広
が
り
が
あ
る
地
盤
中
に
構

築
さ
れ
た
柱
状
体
基
礎
に
対
し
て
地
盤
は

非
常
に
複
雑
な
支
持
機
構
を
示
す
が
，
実

用
範
囲
内
で
は
地
盤
抵
抗
を
水
平
方
向
地

盤
反
力
係
数
や
鉛
直
方
向
地
盤
反
力
係
数

な
ど
に
分
離
し
て
評
価
で
き
る
こ
と
が
載

荷
試
験
の
解
析
な
ど
を
通
し
て
分
か
っ
て

き
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
，
こ
こ
で
は
各

種
の
分
布
地
盤
バ
ネ
に
支
え
ら
れ
た
梁
，

す
な
わ
ち
弾
性
床
上
の
梁
と
し
て
扱
っ
て

い
る
．

 
(「

柱
状

体
基

礎
の

設
計

計
算

法
に
関

す
る

調
査

:
土

木
研

究
所

資
料

第
34

55
号

」
) 

1)
基
礎
底
面
の
鉛
直
地
盤

反
力

 
2)
基
礎
底
面
の
せ
ん
断
地

盤
反
力

 
3)
基
礎
前
面
の
水
平
地
盤

反
力

 
4)
基
礎
側
面
の
水
平
せ
ん

断
地
盤
反
力

 
5)
基
礎
側
面

(外
周
面

)の
鉛
直
せ
ん
断
地
盤
反
力

 
6)
基
礎
側
面

(内
周
面

)の
鉛
直
せ
ん
断
地
盤
反
力

 
7)
基
礎
前
背
面

(外
周
面

)
の
鉛
直
せ
ん
断
地
盤
反

力
 

8)
基
礎
前
背
面

(内
周
面

)
の
鉛
直
せ
ん
断
地
盤
反

力
 

◆
現
行

(H
3
年
版
地
中
連
続
壁
基
礎
設
計
施
工
指

針
･
同
解
説

)の
地
中
連
続
壁
基
礎
の
設
計
法
の

よ
う
に
側
面
の
水
平
方
向
せ
ん
断
地
盤
反
力
係

数
を
独
立
し
た
地
盤
抵
抗
要
素
と
し
て
扱
う
こ

と
が
望
ま
し
い
．

(「
柱
状
体
基
礎
の
設
計
計
算

法
に
関
す
る
調
査

:土
木
研
究
所
資
料
第

34
55

号
」

) 
 ◆
鋼
管
矢
板
基
礎
や
地
中
連
続
壁
基
礎
で
は
，
基

礎
内
周
面
で
の
地
盤
抵
抗
が
考
え
ら
れ
る
．
現

在
(H

3
年
版
地
中
連
続
壁
基
礎
設
計
施
工
指

針
･
同
解
説

)，
地
中
連
続
壁
基
礎
の
設
計
で
は
，

基
礎
内
周
面
の
鉛
直
方
向
の
周
面
摩
擦
力
を
許

容
鉛
直
支
持
力
度
の
計
算
に
お
い
て
考
慮
し
て

い
る
が
，
地
盤
反
力
係
数
に
つ
い
て
も
基
礎
外

周
面
の
地
盤
反
力
係
数
を
割
増
す
こ
と
に
よ
り

考
慮
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．
ま
た
，
内

周
面
の
水
平
地
盤
抵
抗
や
水
平
せ
ん
断
地
盤
抵

抗
に
つ
い
て
も
現
在
の
設
計
法
で
は
考
慮
さ
れ

て
お
ら
ず
，
効
果
や
影
響
度
な
ど
に
つ
い
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
．

 
(「

柱
状
体
基
礎
の
設
計
計
算
法
に
関
す
る
調
査

:土
木

研
究
所
資
料
第

34
55

号
」

) 

1)
基
礎
底
面
の
鉛
直
地
盤
反
力

 
2)
基
礎
底
面
の
せ
ん
断
地
盤
反

力
 

3)
基
礎
前
面
の
水
平
地
盤
反
力

 
［
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
の
地
盤
の

地
盤
反
力
係
数
に
斜
面
の
影

響
α H

θ，
隣
接
杭
の
影
響
μ

を
考
慮
］

 
4)
基
礎
前
背
面
の
鉛
直
せ
ん
断

地
盤
反
力

 
5)
基
礎
側
面
の
水
平
せ
ん
断
地

盤
反
力

 
6)
基
礎
側
面
の
鉛
直
せ
ん
断
反

力
 

 ※
土
留
め
構
造
と
し
て
用
い
た

ラ
イ
ナ
ー
プ
レ
ー
ト
を
存
置

し
て
用
い
る
場
合
な
ど
は
，

基
礎
周
面
の
鉛
直
せ
ん
断
抵

抗
は
無
視
．

 

1)
基
礎
底
面
の
鉛
直
地
盤
反

力
 

2)
基
礎
底
面
の
せ
ん
断
地
盤

反
力

 
3)
基
礎
前
面
の
水
平
地
盤
反

力
［
ひ
ず
み
依
存
性
考
慮
］
 

4)
(基

礎
側
面
の
水
平
せ
ん

断
地
盤
反
力

) 
5)

(基
礎
外
周
面
の
鉛
直
せ

ん
断
地
盤
反
力

) 
6)

(基
礎
先
端
付
近
の
基
礎

内
周
面
の
鉛
直
せ
ん
断
地

盤
反
力

) 
 ※

4)
：

3)
に
含
め
て
評
価
，

5)
,6

)：
鉛
直
支
持
力
に
含

め
て
評
価

 
 

◆
側
面
お
よ
び
内
部
土
の
抵
抗
を
考
慮
し
，
水
平
地
盤
反
力
係
数
に
は
割
増
係
数
を
採

用
．

 
◆
水
平
地
盤
反
力
係
数
は
，
ひ
ず
み
依
存
性
を
考
慮
し
た
式

(-1
/2
乗
則

)で
算
出
．

 
→
以
上

2
点
は
，
載
荷
試
験
結
果
お
よ
び
そ
の
解
析
結
果
よ
り
妥
当
性
を
確
認
済
み
．

 
◆
鋼
管
矢
板
基
礎
は
，
曲
げ
変
形
が
卓
越
す
る
か
否
か

(鋼
管
矢
板
相
互
の
せ
ん
断
変
形

が
小
さ
い
か
大
き
い
か

)で
計
算
モ
デ
ル
を
選
択
．

 
(a

)曲
げ
変
形
が
卓
越

 
・
弾
性
床
上
の
有
限
長
梁
．

 
・
継
手
の
ず
れ
変
形
に
よ
る
曲
げ
剛
性
の
影
響
を
，
合
成
効
率

(7
5％

)を
用
い
て
評
価
．

 
(b

) 継
手
の
せ
ん
断
ず
れ
変
形
が
卓
越

 
・
継
手
の
せ
ん
断
ず
れ
変
形
を
考
慮
し
た
．

 

 
 

51



参
表

 1
.1

.2
 
柱
状
体
基
礎
の
設
計
手
法
に
関
す
る
情
報
収
集
結
果
（
地
盤
抵
抗
要
素
）

 

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎

 
地
中
連
続
壁
基
礎

 
深
礎
基
礎

 
鋼
管
矢
板
基
礎

 

H
24

道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 

地 盤 抵 抗 要 素 

基 礎 底 面 の 

鉛 直 方 向 地 盤 抵 抗 

常
時
，
暴
風
時
，

 

L1
地
震
時

 

線
形

 
 

地
盤
反
力
度
は
許
容
値
以
内
に
抑
え
ら
れ
，
降
伏
ま
で

に
至
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
た
め
．

 
線
形

 
 

ケ
ー

ソ
ン

基
礎

と

同
様

 
線
形

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
線
形

 
基
礎
底
面
に
お
け
る
鉛
直
反
力
は
，
周
面
摩
擦
力

の
影
響
を
考
慮
せ
ず
，
軸
力
一
定
と
し
て
算
定
．

代
わ
り
に
，
許
容
支
持
力
は
周
面
摩
擦
力
を
含
め

て
算
出
．

 
 照
査
は
，
鉛
直
反
力
，
許
容
支
持
力
と
も
に
鋼
管

矢
板

1
本
当
た
り
で
算
出
し
た
値
で
実
施
．

 
 鋼
管
矢
板
の
許
容
支
持
力
は
，
鋼
管
杭
と
同
様
，

極
限
支
持
力
に
所
定
の
安
全
率
で
除
し
て
算
出
．

 

L2
地
震
時

 

バ
イ
リ
ニ
ア
型

 
 上
限
値
は
基
礎
底
面
の

極
限

支
持

力
度

に
よ

る
．
た
だ
し
，
基
礎
底

面
が

岩
盤

の
場

合
に

は
，
最
大
地
盤
反
力
度

の
上
限
値
に
よ
る
．

 

線
形
に
す
る
と
最
大
地
盤
反

力
度

は
か

な
り
大

き
く

な
る
た
め
，
上
限
値
を
設
け
て
地
盤
反
力
度
の
非
線
形

性
を
考
慮
し
た
．

 
 地
盤
反
力
度
－
変
位
関
係
の
非
線
形
性
は
，
モ
デ
ル
が

最
も
簡
単
な
バ
イ
リ
ニ
ア
型
と
し
て
い
る
．
バ
イ
リ
ニ

ア
型
と
し
た
た
め
，
上
限
値
は
極
限
値
に
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
．

 

バ
イ
リ
ニ
ア
型

 
 上

限
値

は
基

礎
底

面

の
極

限
支

持
力

度
に

よ
る

 

ケ
ー

ソ
ン

基
礎

と

同
様

 
バ
イ
リ
ニ
ア
型

 
 上
限

値
は
基

礎
底

面
の

極
限
支

持
力
度

に
よ
る
．
た
だ
し
，
基
礎
底
面
が
岩
盤
の

場
合
に
は
，
最
大
地
盤
反
力
度
の
上
限
値

に
よ
る
．

 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
 上
限
値
は
，
「
平
板
載
荷
試
験
結
果
」
及

び
「
各
種
物
理
試
験
結
果
」
よ
り
設
定
．

 

バ
イ
リ
ニ
ア
型

 
 上

限
値

は
，
押

込
み

は
極

限
支
持

力

度
，
引
抜
き
は
零
と
す
る

 

鋼
管
杭
と
同
様
，
極
限
支
持
力
度
．

 
 引
抜
き
は
，
周
面
摩
擦
力
と
同
じ
鉛
直
方
向
せ
ん

断
バ
ネ
を
考
慮
し
て
い
る
た
め
零
．

 

基 礎 底 面 の 水 平 方 向 

せ ん 断 地 盤 抵 抗 

常
時
，
暴
風
時
，

 

L1
地
震
時

 

線
形

 
 

基
礎
底
面
の
鉛
直
方
向
地
盤
抵
抗
と
同
様
．

 
線
形

 
 

ケ
ー

ソ
ン

基
礎

と

同
様

 
線
形

 
 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
線
形

 
15

基
×
荷
重

2
方
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ト
し
，
全
体
を
包
括
す
る
近
似
式
よ
り
係

数
μ
を
設
定
．

 
(「
深
礎
ぐ
い
の
設
計
に
関
す
る
研
究
報
告
書
 

粘
性
土
地

盤
の
水

平
方
向
群
グ
イ

模
型
試
験
」

) 
※
実
験

概
要

 
関

東
ロ

ー
ム

地
盤

に
鋼

パ
イ

プ
(φ

=7
6.

3m
m
，

t=
3.

2m
m

)を
打
設
し
，
水
平
載
荷
試
験
を
実
施
．
単

列
深
礎

(5
ケ
ー
ス

)，
複
数
列
か
ら
な
る
組
杭
基
礎

(5
ケ
ー
ス

)を
想
定
．
杭

の
中

心
間
隔
が
基
礎
径

の
5

倍
程
度

以
下
に

な
る
と

群
杭

効
果

の
影
響
を

受
け

る
こ
と
を
確
認
．

 

【
常
時
，
暴
風
時
及
び

L1
地
震
時
】

 
2

1

0
1

)
1(

yy
k

k
H

H
H

 

 k H
1：
ひ
ず
み
依
存
性
を
考
慮
す
る
場
合
の

水
平

方
向
地
盤
反
力
係
数

(k
N

/m
3 ) 

α
H
：

井
筒
部
側

面
の
水

平
方
向
の
せ
ん

断
地

盤
反
力
，
内
部
土
の
抵
抗

に
よ
る
分
担
等

を
含
め
た
割
増
係
数
で
あ
り
，
載
荷
試
験

結
果
に
対
す
る
解
析
に
基
づ
き

1.
0
と

し
て
よ
い
．

 
y：

設
計
上
の

地
盤
面
で

の
基
礎
の
水
平

変
位

(m
)．

た
だ
し
，

10
m

m
以
下
の
場
合
に
は

10
m

m
．

 
y 0
：

基
準
変
位
で
一
般
に
基
礎
幅
の

1%
と
す

る
．
た
だ
し
，

50
m

m
を
上
回
る
場
合
に

は
50

m
m
．

 

4
例
の
水
平
載
荷
試
験
の
実
測
値
と

解
析
値
の
照
査
に
よ
る
．

 

【
L2

地
震
時
】

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
じ

 
2
例

(最
大

天
端
変

位
31

.8
cm

と
35

cm
)の

載
荷
試
験
と
解
析
結
果

を
実
施
．

 
 L2

モ
デ
ル
：
地
盤
反
力
度
の
上
限

値
で
バ
イ
リ
ニ
ア

 
 砂
質
地
盤
で
は
，

L2
の
方
が

L1
よ

り
早
い
段
階
で

k H
が
低
減
さ
れ

る
．

 

基
礎
側
面
の

 
水
平
方
向

 
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
係
数

 
k S

H
D
 

 
H

D
SH

D
k

k
6.0

 

 
4/3

0
3.0H

H
k

H
D

D
k

k
 

 k S
H

D：
基

礎
側

面
の

水
平
方

向
せ

ん
断

地
盤

反
力

係
数

(k
N

/m
3 ) 

k H
D
：

基
礎
側

面
の

水
平

方
向

地
盤

反
力
係

数
(k

N
/m

3 ) 
D

H
：

基
礎

側
面

の
換

算
載

荷
幅

(m
)で

，
D

H
=D

e(≦
√

D
eL

e) 

地
中
連
続
壁
基
礎
か
ら
引
用

 
(地

中
連

続
壁

基
礎

設
計

施
工

指
針
・

同
解
説
，

H
3
年

) 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
 

H
F

F
k

k
α

 

 k F
：
基
礎
底
面
の

水
平
方
向
せ
ん
断
地
盤
反
力

係
数

(k
gf

/c
m

3 ) 
k H
：

基
礎

前
面

の
水

平
方

向
地

盤
反

力
係

数
(k

gf
/c

m
3 ) 

α F
：
水
平
方
向
せ
ん
断
地
盤
反
力
係
数
の
水
平

方
向
地
盤
反
力
係
数
に
対
す
る
比
，
次
式

で
求
め
る
．
た
だ
し
，

1/
3＜

(D
/B

)＜
3．

 
4/3

)
/

(
0.

6
B

D
F

α
(≦

0.
6)

 

D
：
基

礎
側
面
幅
，

B：
基
礎
前
面
幅

 
(地

中
連
続
壁
基
礎
設
計
施
工
指
針
・
同
解
説
，

H
3
年

) 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
【
常
時
，
暴
風
時
及
び

L1
地
震
時
】

 
―

 
(前

面
地
盤
の
水
平
抵
抗
に
含
め
る

) 

4
例
の
水
平
載
荷
試
験
の
実
測
値
と

解
析
値
の
照
査
を
実
施
．

 

【
L2

地
震
時
】

 
 ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 

2
例

(最
大

天
端
変

位
31

.8
cm

と
35

cm
)の

載
荷
試
験
と
解
析
結
果

を
実
施
．

 

基
礎
前
背
面
の

 
鉛
直
方
向

 
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
係
数

 
k S

VB
 

 

H
SV

B
k

k
3.0

 

 k S
VB
：
基

礎
前

背
面

の
鉛
直

方
向

せ
ん

断
地

盤
反

力
係

数
(k

N
/m

3 ) 

基
礎
底
面
の
水
平
方
向
せ
ん
断
地

盤
反
力

係
数
と
同
様
．

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
【
常
時
，
暴
風
時
及
び

L1
地
震
時
】

 
―

 
(鋼

管
矢
板
の
支
持
力
に
含
め
る

) 

4
例
の
水
平
載
荷
試
験
の
実
測
値
と

解
析
値
の
照
査
を
実
施
．

 

【
L2

地
震
時
】

 
 ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 

2
例

(最
大

天
端
変

位
31

.8
cm

と
35

cm
)の

載
荷
試
験
と
解
析
結
果

を
実
施
．

 

基
礎
側
面
の

 
鉛
直
方
向

 
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
係
数

 
k S

VD
 

 

H
D

SV
D

k
k

3.0
 

 k S
VD
：
基

礎
側

面
の

鉛
直
方

向
せ

ん
断

地
盤

反
力

係
数

(k
N

/m
3 ) 

基
礎
底
面
の
水
平
方
向
せ
ん
断
地

盤
反
力

係
数
と
同
様
．

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
【
常
時
，
暴
風
時
及
び

L1
地
震
時
】

 
―

 
(鋼

管
矢
板
の
支
持
力
に
含
め
る

) 

4
例
の
水
平
載
荷
試
験
の
実
測
値
と

解
析
値
の
照
査
を
実
施
．

 

【
L2

地
震
時
】

 
 ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 

2
例

(最
大

天
端
変

位
31

.8
cm

と
35

cm
)の

載
荷
試
験
と
解
析
結
果

を
実
施
．
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参
表

 1
.1

.4
 
柱
状
体
基
礎
の
設
計
手
法
に
関
す
る
情
報
収
集
結
果
（
地
盤
反
力
度
の
上
限
値
）

 

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎

 
地
中
連
続
壁
基
礎

 
深
礎
基
礎

 
鋼
管
矢
板
基
礎

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 

地 盤 反 力 度 の 上 限 値 

基
礎
底
面
の

 
鉛
直
方
向

 
地
盤
反
力
度

 

【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】

 
(砂

れ
き
・
砂

) 
許
容
鉛
直
支
持
力
度
の
上
限

 
ﾆ
ｭ
ｰ
ﾏ
ﾁ
ｯ
ｸ
(砂

れ
き

)：
q a

=4
8D

f＋
70

0 
ﾆ
ｭ
ｰ
ﾏ
ﾁ
ｯ
ｸ
( 

砂
 

)：
q a

=4
8D

f＋
40

0 
オ
ー
プ
ン

(砂
れ
き

)：
q a

=4
8D

f＋
30

0 
オ
ー
プ
ン

( 
砂
 

)：
q a

=4
8D

f 
(軟

岩
)2

00
0 

(硬
岩

)2
50

0 
 ※

暴
風

時
，

L1
地

震
時

は
上

記
の

1.
5
倍

 

ﾆ
ｭ
ｰ
ﾏ
ﾁ
ｯ
ｸ
ｹ
ｰ
ｿ
ﾝ
作
業
室
の
平
板
載
荷

試
験

結
果
実
績

か
ら

決
定

．
48

D
f

は
φ=

30
°に

相
当
す
る
支
持
力
係
数

N
q
と
γ=

0.
8t

/m
3
に
よ
り
設
定

(「
道

路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
・
同
解
説

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
の
施
工
編
」

)．
 

岩
盤
の
値
は
直
接
基
礎
引
用
．

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時
は

1.
5
倍
の
根

拠
は
不
明

(常
時

3，
地
震

2
の
安
全

率
比
？

)．
 

【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】

 
規
定
な
し

 
―

 
【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】

 
許
容
鉛
直
支
持
力
度
の
上
限
（
常
時
）

  
(砂

れ
き

)：
q a

=4
8D

f＋
70

0 
( 

砂
 

)：
q a

=4
8D

f＋
40

0 
( 軟

 
岩

)2
00

0 
(硬

 
岩

)2
50

0 
 ※
暴
風
時
，

L1
地
震
時
は
上
記

の
1.

5
倍

 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
(
ﾆ
ｭ
ｰ
ﾏ
ﾁ
ｯｸ
ｹ
ｰ
ｿ
ﾝ
)
に
準
拠
．
 

岩
盤
の
値
は
，

全
国

各
地
か
ら
収

集
し
た

「
平
板
載
荷
試

験
結

果
」
及
び
「

各
種
物

理
試
験
結
果
」
よ
り
設
定
．

 
(「
岩
盤
上
の
基
礎
の
鉛
直
方
向
の
安
定
照
査
法
の

た
め
の

地
盤
反
力
度

の
評
価
に

関
す
る
研
究

:
土
木
研
究
所
資
料
第

42
22

号
」

) 

【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】

 
規
定
な
し

 
 

―
 

【
L2

地
震
時
】

 
(砂

れ
き
・
砂

)基
礎
底
面
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

 
q d

 =
 α

cN
c＋

1/
2β
γ 1

BN
γ＋
γ 2

D
fN

q 

 c：
基
礎

底
面

よ
り

下
に

あ
る

地
盤
の

粘
着

力
(k

N
/m

2 ) 
γ 1
：

基
礎
底

面
よ

り
下

に
あ

る
地

盤
の
単

位
体

積
重

量
 

γ 2：
基

礎
底

面
よ

り
上

に
あ

る
周
辺

地
盤

の
単

位
体

積
重

量
 

α,
β：

基
礎
底
面

の
形
状

係
数

 
B：

基
礎
幅

 
D

f：
基

礎
の

有
効
根

入
れ

深
さ

 
N c

,N
q,N

γ：
支

持
力

係
数

 
(軟

岩
)6

00
0（

深
礎
基
礎
に
準
じ
る
）

 
(硬

岩
)7

50
0（

深
礎
基
礎
に
準
じ
る
）

 

 
【

L2
地
震
時
】

 
基
礎
底
面
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

q d
 

( 砂
れ
き
及
び
砂

(N
≧

30
)) 

q d
 =

 3
00

0 
(良

好
な
砂
れ
き
及
び
砂

(N
≧

50
)) 

q d
 =

 5
00

0 
( 粘

性
土

N
≧

20
，

q u
≧

0.
4N

/m
m

2 ) 
q d

 =
 3

q u
 

 q u
：
一
軸
圧
縮
強
度

(k
N

/m
2 ) 

こ
れ

ま
で

に
蓄
積

さ
れ

た
載

荷
試

験
結

果
に

基
づ

き
極

限
支

持
力

度
を

検
討

し
た

結
果
，
先
端
地
盤
が
良
質

な
砂

れ
き

層
及
び

砂
層

(N
≧

50
)の

場
合

に
は
，
5,

00
0k

N
/m

2
の
極

限
支

持
力

度
が
確

保
で

き
る

こ
と

が
明

ら
か
と
な
っ
た
．

 

【
L2

地
震
時
】

 
(砂

れ
き
・
砂

)基
礎
底
面
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

 
q d
＝
α B
（
αc

N c
＋

1/
2β
γ 1

BN
γ＋
γ 2

D
fN

q）
 

 α B
：
基
礎
底
面
地
盤
の
極
限
支

持
力
度
の
低
減
係
数

 
 ( 軟

岩
) 

60
00
（
常
時
の

3
倍
）

 
(硬

岩
) 

75
00
（
常
時
の

3
倍
）

 

 
【

L2
地
震
時
】

 
(砂

れ
き
・
砂

) 
◆

基
礎
底

面
の
極
限

支
持
力

度
(q

d・
A 1

) 
 q d
：
鋼
管
矢
板
の
先
端
で
支
持
す
る
単
位
面

積
あ
た
り
の
極
限
支
持
力
度

(k
N

/m
2 ) 

A 1
：
鋼
管
矢
板

1
本
の

閉
鎖
断
面
積

(m
2 ) 

 ※
引
抜
き
に
対
し
て
は
零

 

鋼
管

矢
板

は
鋼
管

杭
と

同
様

に
打

込
み

工
法

又
は

中
掘

り
工

法
に

よ
っ

て
施

工
さ

れ
る

た
め

，
同

様
に

算
定
．

 

基
礎
底
面
の

 
水
平
方
向

 
地
盤
反
力
度

 

【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】
 

規
定
な
し
 

 【
L2

地
震
時
】
受
動
土
圧
強
度

 
 p s

u=
H

u/A
e 

 p s
u：

基
礎
底

面
の

せ
ん

断
地
盤

反
力

度
の

上
限

値
(k

N
/m

2 ) 
H

u：
基

礎
底

面
と

地
盤

と
の

間
に

働
く

せ
ん

断
抵

抗
力

(k
N

) 
A e
：

基
礎
底

面
の
有

効
載

荷
面

積
(m

2 ) 

せ
ん
断
抵
抗
力

H
u
は
直
接
基
礎
か

ら
引
用
．

 
A e
で
除
し
て
い
る
の
は
，
他
の
地
盤

抵
抗

要
素

に
合
わ

せ
た

た
め

と
考

え
ら
れ
る
．
 

【
常
時
・
暴
風
時
・

L1
地
震
時
】
 

規
定
な
し
 

 【
L2

地
震
時
】
受
動
土
圧
強
度

 

φ
＋

＋
φ

＋
ta

n
'

1
ta

n
S

I
e

B
V

B
su

W
c

A
A

p
c

p  p s
u：

基
礎
底

面
の
せ

ん
断

地
盤
反

力
度

の
上
限

値
(k

N
/m

2 ) 
c B
：
基
礎
底
面
と
地
盤
と
の
間
の

付
着
力

(k
N

/m
2 ) 

p V
：
基
礎
底

面
に
生
じ
る
鉛
直
地
盤
反
力
度

(k
N

/m
2 ) 

φ
B：

基
礎
底
面

と
地
盤
と
の
間

の
摩
擦
角

(°
) 

A e
：

基
礎

底
面

の
有

効
載

荷
面

積
(内

部
土

含
ま

ず
)(m

2 ) 
c：

基
礎
底
面
地
盤
の
粘

着
力

(k
N

/m
2 ) 

W
’ S
：
基
礎
底
面
か
ら
上
の
内
部
土
有
効
重
量

(k
N

) 
φ
：
基

礎
底
面
地
盤
の
土
の
せ
ん
断
抵
抗
角

(°
) 

地
中

連
続

壁
基

礎
底

面
の

せ
ん

断
抵

抗
力

は
，
基
礎
底
面
と
地
盤

と
の

間
の

せ
ん

断
抵

抗
力

と
内

部
土

の
せ

ん
断

抵
抗

力
の

合
計

と
し

て
考

え
る

こ
と

と
し
た
．

 
 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様
 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
―

 
(線

形
) 

【
L1

地
震
時
】

 
◆

15
基
×
荷
重

2
方

向
×

設
計

モ
デ

ル
2
ケ
－
ス

(有
限
長
，

土
研

式
に

て
試

設
計
を
実
施
．

 
◆

許
容

値
H

u=
Vt

an
φ

B
の

40
%
以
下
．

 
 【

L2
地
震
時
】

 
◆

28
橋
の

L2
モ
デ
ル

(修
正

土
研

式
)に

て
試
設
計
を
実
施
．

 
◆

許
容
値
の

40
%
以

下
．

 

基
礎
前
面
の

 
水
平
方
向

 
地
盤
反
力
度

 

【
常
時
，
暴
風
時
及
び

L1
地
震
時
】

 
受
働
土
圧
強
度
を
下
表
の
補
正
係
数
で
除
し
た

値
 

常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
1.

5 
1.

1 
 

S4
3
道
路
橋
下
部
構
造
「
直
接
基
礎

の
設
計
篇
」
の
水
平
支
持
力
の
安
全

率
が
基
と
な
り
，
そ
の
後
ケ
ー
ソ
ン

基
礎
に
引
継
が
れ
，
補
正
係
数
と
し

て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
．

 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
 

ケ
ー

ソ
ン

基
礎
と

同
様
 

【
常
時
，
暴
風
時
及
び

L1
地
震
時
】

 
受
働
土
圧
強
度
を
補
正
係
数
で
除
し
た
値

 
常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
3 

2 
※
基
礎
周
面
地
盤
が
硬
岩
の
場

合
は
，
塑
性
化
す
る
ま
で

と
塑
性
化
後
の
受
働
土
圧
強
度

を
使
い
分
け
る
．
 

ta
n

co
s

si
n

)
ta

n
sin

(c
os

1

s
s

s
s

q
q

p
cA

W
R

D
zR

p
　

 

p p
：
深

度
zの

位
置
の
受
働
土

圧
強
度

(k
N

/m
2 ) 

R q
：
深
度

zの
位
置
ま
で
の
土
塊

の
す
べ
り
に
基
づ
く
極

限
水
平
支
持
力

(k
N

) 
 

D
：
基
礎
径

(m
) 

A：
深

度
zの

位
置
の
す
べ
り

面
の
面
積

(m
2 ) 

φ
：
地
盤
の
せ
ん
断
抵
抗
角

(°
) 

c：
地
盤
の
粘
着
力

(k
N

/m
2 ) 

α
S：

す
べ
り
面

の
角
度
，

R q
が

最
小
と
な
る
角
度

 

◆
極
限
水
平
支

持
力

は
，
す
べ
り

面
の
境

界
位
置
で
の
地
盤
の
支
持
力

 
◆

支
持
力
の
大

き
さ

は
，
す
べ
り

面
に
沿

う
せ
ん

断
抵
抗
力

の
水

平
分
力
の

最
小

値
 

◆
α

s
を
変
化
さ
せ
て
繰
返
し
計
算
に
よ
り

R q
の
最
小
値
を
算
出

 →
 極

限
水
平
支

持
力

 
◆

R q
は
土
塊
の
つ
り
合
い
式
か
ら
算
出

 
 ※

安
全

率
は
，
水
平
支
持
力
の
照
査
と
し
て
の
位

置
付
け
だ
っ
た
た
め
，
常
時

3，
地
震
時

2
を

S5
3
年
か
ら
採
用
．

 

【
常
時
，
暴
風
時
及
び

L1
地
震
時
】

 
―

 
(ひ

ず
み
依
存
性
を
考
慮
し
た
線
形

) 

4
例

の
水

平
載
荷

試
験

の
実

測
値

と
解

析
値
の
照
査
に
よ
る
．

 

【
L2

地
震
時
】

 
EP

p
H

u
p

p
 

0.3
5.0

0.1
≦

＋
α

e
p

B
z

 

 p H
u：

基
礎
前
面

の
水

平
地

盤
反
力

度
の

上
限

値
(k

N
/m

2 ) 
α

p：
水

平
地

盤
反

力
係
数

の
割

増
係

数
 

p E
P：

深
さ

zに
お

け
る

地
震
時

の
受

働
土

圧
強

度
(k

N
/m

2 ) 
B e
：

基
礎
の

換
算
載

荷
幅

(m
) 

α
p
は
，
受
働
抵
抗
領
域
の

3
次
元

的
な

広
が
り

を
示

し
た

も
の
．

p
式
の

根
拠

は
剛

体
板

に
よ

る
模

型
実
験
で
設
定
．

 
（
秋
田
ら
：
柱
状
体
基
礎
の
最
大
地

盤
反
力
度
に
関
す
る
模
型
実
験
，
土

木
学
会

52
回
年
次
学
術
講
演
会
）

 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
ケ

ー
ソ

ン
基

礎
と

同
様

 
【

L2
地
震
時
】
受
働
土
圧
強
度

 
 

ta
n

co
s

si
n

)
ta

n
sin

(c
os

1

s
s

s
s

q
q

p
cA

W
R

D
zR

p
　

 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
ケ

ー
ソ

ン
基

礎
と

同
様

 

基
礎
側
面
の

 
水
平
方
向

 
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
度

 

 ( 砂
質
土

) f
 =

 m
in

[1
N
，

0.
5(

c＋
p 0

ta
nφ

)]
≦

50
 

(粘
性
土

) f
 =

 0
.5

 ( 
c＋

p 0
ta

nφ
 ) 

≦
 1

00
 

 ◆
上
限
値
の
補
正
係
数

 

 
※

L2
地
震
時
は
考
慮
し
な
い

 

中
堀

り
杭

工
法

の
周

面
摩

擦
力

度
に
準
拠
．

 
(「

柱
状

体
基

礎
の

設
計
計
算
手

法
に
関

す
る

調
査

:土
木

研
究

所
資

料
第

34
55

号
,H

8.
10
」

) 

 ( 砂
質
土

) f
 =

 m
in

[5
N
，

(c
＋

p 0
ta

nφ
)]
≦

20
0 

(粘
性
土

) f
 =

 c
＋

p 0
ta

nφ
≦

15
0 

 ◆
上
限
値
の
補
正
係
数

 

 
※

L2
地
震
時
は
考
慮
し
な
い

 

場
所

打
ち

杭
工
法

の
周
面
摩
擦
力
度
準
拠

 
(「

柱
状

体
基

礎
の

設
計

計
算

手
法

に
関

す
る

調

査
:土

木
研

究
所

資
料

第

34
55

号
,H

8.
10
」

) 

 ( 砂
質
土

) f
 =

 m
in

[5
N
，

(c
＋

p 0
ta

nφ
)] 

≦
 2

00
 

(粘
性
土

) f
 =

 c
＋

p 0
ta

nφ
 ≦

 1
50

 
( 軟

 
岩

) f
 =

 c
＋

p 0
ta

nφ
 ≦

 3
00

 
(硬

 
岩

)弾
性
域

 f
  

= 
c＋

p 0
 ta

nφ
 ≦

15
00

 
塑
性
域

f 0 
= 

c r
es
＋

p 0
 ta

nφ
re

s≦
15

0 
た
だ
し
，

0 
≦

 c
re

s 
≦

 c
/3

,φ
re

s =
 2
φ/

3 
 ◆
上
限
値
の
補
正
係
数

 

 

(砂
質
土
・
粘
性
土
の
上
限
値

) 
場
所
打
ち
杭
工
法
の
周
面
摩
擦
力
度
準
拠

 
(「

柱
状
体

基
礎
の
設

計
計
算
手

法
に
関

す
る
調

査
:土

木
研
究
所
資
料

第
34

55
号

,H
8.

10
」

) 
 (軟

岩
・
硬
岩
の
上
限
値

) 
◆

モ
ー
ル
ク
ー

ロ
ン

の
破
壊
基
準

に
基
づ

き
設
定

 
◆

す
べ
り
面
上

に
生

じ
る
せ
ん
断

応
力
度

τ α
fと

一
軸
圧
縮
強
度

q u
と
の
関
係

 
→

 τ
αf

=q
u/3

 
◆

母
岩
の
一
軸

圧
縮

試
験
の
下
限

値
を
基

に
，
せ

ん
断
地
盤

反
力

度
の
上
限

値
を

設
定

 
軟
岩
：

10
00

/3
 →

 3
00

kN
/m

2  
硬
岩
：

50
00

/3
 →

15
00

kN
/m

2  
◆
塑
性
化
後

(ピ
ー
ク
後

)の
上
限
値

 
◆

過
去
の
三
軸

圧
縮

試
験
結
果
を

基
に
，

ピ
ー
ク

時
と
ピ
ー

ク
後

の
一
軸
圧

縮
強

度
の
関
係
を
算
出
→

0.
14
～

0.
24

程
度

 
◆
ピ
ー
ク
時
の

1/
10

に
設
定

 

 
砂
質
土

 
c＋

p 0
 ta

n
（
≦

20
0）

 
粘
性
土

 
c＋

p 0
 ta

n
（
≦

15
0）

 
 

井
筒

部
外

周
面
の

凹
凸

を
考

慮
し

て
地

盤
間

の
せ

ん
断

抵
抗

を
用
い
る
．

 
基
礎
前
背
面
の

 
水
平
方
向

 
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
度

 

基
礎
側
面
の

 
鉛
直
方
向

 
せ
ん
断

 
地
盤
反
力
度

 

 

◆
鋼

管
杭

と
同
じ

施
工

方
法

で
あ

る
こ

と
か
ら
，
鋼
管
杭
の

最
大

周
面

摩
擦

力
度
に
準
拠
．

 
◆
た
だ
し
，
井
筒
外
周

包
絡

面
で

の
地

盤
間

の
せ

ん
断

抵
抗

は
超

え
な

い
も

の
と
す
る
．

 

暴
風

，
L1

地
震

時

1.
5

1.
1

押
込

み
3

2

引
抜

き
6

4

補
正

係
数

常
時

水
平

せ
ん

断

鉛
直

せ
ん

断

54



参
表

 1
.1

.5
 
柱
状
体
基
礎
の
設
計
手
法
に
関
す
る
情
報
収
集
結
果
（
安
定
照
査
方
法
）

 

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎

 
地
中
連
続
壁
基
礎

 
深
礎
基
礎

 
鋼
管
矢
板
基
礎

 

H
24

道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 

照 査 法 

鉛 直 支 持 

①
基

礎
底

面
の

鉛
直
地
盤
反
力
度
≦
許

容

鉛
直
支
持
力
度

 
【
砂
れ
き
・
砂
】

 
◆
許
容
鉛
直
支
持
力
度

=静
力
学
公
式
に
よ

る
極

限
支

持
力

度
を
下
表
に
示
す
安
全

率
で
除
し
た
値

 
常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
3 

2 
 

f
f

d
a

D
D

q
n

q
2

2
1

＋
γ

－
γ

≦
 

 q a
：
基
礎
底
面
地
盤
の
許
容
鉛
直
支
持
力
度

(k
N

/m
2 ) 

q d
：

基
礎

底
面

地
盤

の
極

限
支

持
力

度
(k

N
/m

2 ) 
γ

2：
基
礎
底
面
よ
り
上
に
あ
る
周
辺
地
盤

の
単
位
体
積
重
量

(k
N

/m
3 ) 

D
f：

基
礎
の
有
効
根
入
れ
深
さ

(m
) 

 【
岩
盤
】

 
①

’基
礎
底
面
の
鉛
直
支
持
力
度
≦
地
盤
反

力
度
の
上
限
値

 

◆
ケ
ー
ソ

ン
基

礎
の

極
限
支
持
力
式
は
，

直
接
基

礎
の
極
限

支
持
力

式
に
お
い

て
偏
心
，
傾
斜
を
考

慮
し
て

い
な
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
．

 
◆

基
礎
底

面
の

許
容

鉛
直
支
持
力
式

(根
入
れ
部

の
地
盤
重

量
を
安

全
率
で
修

正
し
な
い

)は
，
杭

基
礎
と

同
様
と
考

え
ら
れ
る
．

 

①
基
礎
底
面
の
鉛

直
地

盤
反

力
度

≦
許

容
鉛
直
支
持
力
度

 
 ◆
許
容
鉛
直
支
持
力
度

=静
力
学
公
式
に

よ
る
極
限

支
持

力
度
を

下
表
に
示

す

安
全
率
で
除
し
た
値

 
常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
3 

2 
 

AW
AW

q
n

q
s

s
d

a
＋

－
＝

1
 

 q a
：
基
礎
底
面
地
盤
の
許
容
鉛
直
支
持
力

度
(k

N
/m

2 ) 
q d
：
基

礎
底
面
地

盤
の

極
限
支

持
力

度
(k

N
/m

2 ) 
W

S：
地
中
連
続
壁
基

礎
に
置
換
え

ら
れ

る
部
分
の
土
の
有
効
重
量

(k
N

) 
A：

基
礎
の
底
面

積
(内

部
土

を
含

ま
な

い
)(

m
2 ) 

 

◆
｢
道
路

橋
示
方

書
･
同

解
説

 Ⅳ
下

部
構

造

編
：

H
14

年
3
月
｣
に

よ
る
．

 
◆

安
全

率
は

ケ
ー
ソ

ン

基
礎

に
合
わ

せ
た

も

の
と
思
わ
れ
る
．

 
 

①
基

礎
底
面

の
鉛
直

地
盤

反
力
度

≦
許
容

鉛
直

支
持
力
度

 
 ◆
許
容
鉛
直
支
持
力
度

=静
力
学
公
式
に
よ
る
極

限
支
持

力
度

に
斜
面

の
影

響
を
考

慮
し

て
求

．
．
．

．
．
．

．
．

．
．

．

め
た
値

．
．
．
を
安
全
率
で
除
し
た
値

 
常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
3 

2 
 

f
f

B
d

a
D

D
q

n
q

2
2

1
＋
γ

－
γ

α
≦

 

 q a
：

基
礎

底
面

地
盤

の
許

容
鉛

直
支

持
力

度

(k
N

/m
2 ) 

q d
：
基
礎
底
面
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

(k
N

/m
2 ) 

γ
2：
基
礎
底
面
よ
り
上
に
あ
る
周
辺
地
盤
の
単
位

体
積
重
量

(k
N

/m
3 ) 

D
f：

基
礎
の
有
効
根
入
れ
深
さ

(m
) 

α
B：

基
礎

底
面
以
深
の
基
礎
前
面
斜

面
の
影
響

に
よ
る
低
減
係
数

 

 【
岩
盤
】

 

①
’基

礎
底

面
の
鉛
直

支
持
力
度
≦
地

盤
反
力
度

の
上
限
値

  

◆
α

B：
基
礎
底
面
以

深
の
基
礎
前
面
斜

面

の
影
響
に
よ
る
低
減
係
数

 
◆

M
ey

er
ho

f
理
論

を
応
用
し
た
方
法
及

び

G
iru

d-
N

hi
em

の
方
法
を
用
い
，
支
持
力

係
数
の
低
減

係
数
を

近
似
的
に
算
出

(近
似
式

)．
 

◆
基

礎
径
と
根
入

れ
長
を

パ
ラ
メ

ー
タ

と

し
た
試
算
を
実
施
し
，
低
減
係
数

α B
を

設
定
．

 
 基
礎
径

2～
15
ｍ
程
度
，
有
効
根
入
れ
深
さ

が
基
礎
径
以
上
の
深
礎
基
礎
が
，
地
表
面
傾

斜
角

50
度
以
下
の
支
持
層
と
な
り
得
る
斜

面
上

に
建
設
さ
れ

た
場
合

を
想
定

し
て

試

算
(＝

斜
面
上
の
基
礎
の
極
限
支
持
力
度

/水
平
地
盤
上
の
極
限
支
持
力
度

) 
※
出
典
：
深
礎
ぐ
い
の
設
計
に
関
す
る
研
究

報
告
書
 

 ◆
岩
盤
の
地
盤
反
力
度
の
上
限
値

 
全
国
各
地
か
ら
収
集
し
た
「
平
板
載
荷
試
験

結
果
」
及
び
「
各
種
物
理
試
験
結
果
」
よ

り
設
定
．

 
※
土
研
資
料
第

42
22

号
「
岩
盤
上
の
基
礎

の
鉛
直

方
向

の
安

定
照
査

法
の

た
め
の

地
盤
反
力
度
の
評
価
に
関
す
る
研
究
」

 

①
基
礎
底
面
の
鋼
管
矢
板

1
本
の
鉛
直
反
力
≦
鋼
管
矢
板

1
本
の
許
容
鉛

直
支
持
力

 
＜
押
込
み
支
持
力
＞

 
◆
許
容
押
込
み
支
持
力

=極
限
支
持
力
を
下
表
に
示
す
安
全
率
で
除
し
た

値
 

常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
3 

2 
 

j
j

i
i

d
u

f
L

U
f

L
U

n
n

n
A

q
R

2
1

3
2

1
1

1
＋

＋
＋

＋
 

R u
：
基
礎
先
端
と
周
面
摩
擦
力
を
含
め
た
鋼
管
矢
板

1
本
あ
た
り
の
極

限
支
持
力

(k
N

/本
) 

q d
：
鋼
管
矢
板
の
先
端
で
支
持
す
る
単
位
面
積
あ
た
り
の
極
限
支
持
力

度
(k

N
/m

2 ) 
A 1
：
鋼
管
矢
板

1
本
の
閉
鎖
断
面
積

(m
2 ) 

n 1
：
外
壁
鋼
管
矢
板
の
本
数

(本
) 

n 2
：
隔
壁
鋼
管
矢
板
の
本
数

(本
) 

n 3
：
中
打
ち
鋼
管
矢
板
の
本
数

(本
) 

U
1：

外
周
を
包
絡
す
る
線
の
周
長

(m
) 

U
2：

内
周
を
包
絡
す
る
線
の
周
長
及
び
中
打
ち
単
独
杭
の
周
長
の
総
計

(m
) 

L i
：
井
筒
部
外
周
面
の
周
面
摩
擦
力
を
考
慮
す
る
各
層
の
層
厚

(m
) 

L j
：
井
筒
部
内
周
面
の
周
面
摩
擦
力
を
考
慮
す
る
各
層
の
層
厚

(m
)．

底

面
か
ら
内
部
土
短
辺
長

(L
0)
の
範
囲
の
み
を
考
慮
す
る
．

 
f i：
井
筒
部
外
周
面
の
周
面
摩
擦
力
を
考
慮
す
る
各
層
の
最
大
周
面
摩
擦

力
度

(k
N

/m
2 ) 

f j：
井
筒
部
内
周
面
の
周
面
摩
擦
力
を
考
慮
す
る
各
層
の
最
大
周
面
摩
擦

力
度

(k
N

/m
2 ) 

 【
引
抜
き
抵
抗
力
】

 

◆
許
容
引
抜
き
抵
抗
力

=極
限
引
抜
き
抵
抗
力
を
下
表
に
示
す
安
全
率
を

確
保
し
て
，
下
式
よ
り
算
出

 
常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
6 

3 
 

j
j

i
i

u
f

L
U

f
L

U
n

n
n

R
2

1
3

2
1

1
＋

＋
＋

 

R u
：
基
礎
先
端
と
周
面
摩
擦
力
を
含
め
た
鋼
管
矢
板

1
本
あ
た
り
の
極

限
支
持
力

(k
N

/本
) 

n 1
：
外
壁
鋼
管
矢
板
の
本
数

(本
) 

n 2
：
隔
壁
鋼
管
矢
板
の
本
数

(本
) 

n 3
：
中
打
ち
鋼
管
矢
板
の
本
数

(本
) 

U
1：

外
周
を
包
絡
す
る
線
の
周
長

(m
) 

U
2：

内
周
を
包
絡
す
る
線
の
周
長
及
び
中
打
ち
単
独
杭
の
周
長
の
総
計

(m
) 

L i
：
井
筒
部
外
周
面
の
周
面
摩
擦
力
を
考
慮
す
る
各
層
の
層
厚

(m
) 

L j
：
井
筒
部
内
周
面
の
周
面
摩
擦
力
を
考
慮
す
る
各
層
の
層
厚

(m
)．

底

面
か
ら
内
部
土
短
辺
長

(L
0)
の
範
囲
の
み
を
考
慮
す
る
．

 
f i：
井
筒
部
外
周
面
の
周
面
摩
擦
力
を
考
慮
す
る
各
層
の
最
大
周
面
摩
擦

力
度

(k
N

/m
2 ) 

f j：
井
筒
部
内
周
面
の
周
面
摩
擦
力
を
考
慮
す
る
各
層
の
最
大
周
面
摩
擦

力
度

(k
N

/m
2 ) 

◆
継

手
の

合
成
を

無
視

す
る

と
，

杭
基
礎

の

設
計
と
一
致
す
る
．

 
◆

継
手
で

ず
れ
変

形
を

起
こ

さ
な

い
と
す

る

と
単

杭
の

計
算
に

一

致
す
る
．

 
◆

1
本
棒

と
し
て

評
価

す
る

と
左

記
の
考

え

方
が
整
理
さ
れ
る
．

 

水 平 支 持 

②
基

礎
底

面
の

せ
ん
断
地
盤
反
力
≦
基

礎

底
面
地
盤
の
許
容
せ
ん
断
抵
抗
力

 
 ◆
許
容
せ
ん
断
抵
抗
力

=基
礎
底
面
と
地
盤

と
の
間

に
働
く

せ
ん
断
抵
抗
力
を
下
表

に
示
す
安
全
率
で
除
し
た
値

 
常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
1.

5 
1.

2 
 

直
接
基
礎
か
ら

引
用

し
た
も
の
と
考

え
ら

れ
る
．

 
 

②
基
礎
底
面
の
せ

ん
断

地
盤

反
力

≦
基

礎
底
面
地
盤
の
許
容
せ
ん
断
抵
抗
力

 
 ◆
許
容
せ
ん
断
抵
抗
力

=基
礎
底
面
と
地

盤
と
の
間

に
働
く
せ

ん
断
抵

抗
力
を

下
表
に
示
す
安
全
率
で
除
し
た
値

 
常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
1.

5 
1.

2 
 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
②
基

礎
底
面

の
せ
ん

断
地

盤
反
力

≦
基
礎

底
面

地
盤
の
許
容
せ
ん
断
抵
抗
力

 
 ◆
許
容
せ
ん
断
抵
抗
力

=基
礎
底
面
と
地
盤
と
の

間
に

働
く

せ
ん
断

抵
抗
力
を

下
表

に
示
す

安

全
率
で
除
し
た
値

 
常
時

 
暴
風
時
，

L1
地
震
時

 
1.

5 
1.

2 
 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
 ※
深
礎
基
礎
が
，
谷
側
に
滑
ろ
う
と
す
る
事

象
に
対
す
る
照
査
．
深
礎
長
が
長
く
な
る

と
，
基

礎
底

面
で

の
せ
ん

断
力

が
反
転

し
，
山
側
を
向
く
た
め
，
照
査
の
取
り
扱

い
に
注
意
が
必
要
．

 

基
礎
底
面
の
せ
ん
断
力
の
照
査
な
し

 
試
設
計
に
て
実
証
．

 

③
設

計
地

盤
面

に
お
け
る
水
平
変
位
≦

許

容
水
平
変
位

 
許
容
水
平
変
位

=基
礎
幅
の

1%
(≦

50
m

m
) 

た
だ
し
，
橋
台
基
礎
は

15
m

m
 

杭
基
礎
か

ら
引

用
し

た
も
の
と

考
え

ら
れ

る
．

 
た
だ
し
，
杭
基
礎
の
よ

う
に
載
荷

実
験

で
確

認
し
た
も

の
で

は
な

い
．

 

③
設
計
地
盤
面
に

お
け

る
水

平
変

位
≦

許
容
水
平
変
位

 
許

容
水

平
変

位
=
基

礎
幅

の
1%

(≦
50

m
m

) 
た
だ
し
，
橋
台
基
礎
は

15
m

m
 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
③
設

計
地
盤

面
に
お

け
る

水
平
変

位
≦
許

容
水

平
変
位

 
許
容
水
平
変
位

=基
礎
幅
の

1%
(≦

50
m

m
) 

た
だ
し
，
橋
台
基
礎
は

15
m

m
 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
③
設
計
地
盤
面
に
お
け
る
水
平
変
位
≦
許
容
水
平
変
位

 
許
容
水
平
変
位

=基
礎
幅
の

1%
(≦

50
m

m
) 

た
だ
し
，
橋
台
基
礎
は

15
m

m
 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様
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参
表

 1
.1

.6
 
柱
状
体
基
礎
の
設
計
手
法
に
関
す
る
情
報
収
集
結
果
（
基
礎
の
降
伏
等
）

 

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎

 
地
中
連
続
壁
基
礎

 
深
礎
基
礎

 
鋼
管
矢
板
基
礎

 

H
24

道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 
H

24
道
示
の
設
計
法

 
考
え
方
，
経
緯
等

 

降 伏 の 定 義 

上
部
構
造
の
慣
性
力
作
用
位
置
で
水
平
変
位
が
急
増

し
始
め
る
と
き

 

 ◆
基
礎
本
体
が
塑
性
化
す
る
．

 

◆
基
礎
前
面
地
盤
の

60
%
が
塑
性
化
す
る
．

 

◆
基
礎
底
面
の

60
%
が
浮
上
る
．

 

日
本
道
路
協
会
に
て
行
っ
た
試
算
に
よ
り
左
記
の

妥
当
性
を
検
証
．

 

上
部
構

造
の
慣
性
力

作
用
位
置
で

水
平
変

位
が
急
増
し
始
め
る
と
き

 

 地
中

連
続

壁
基

礎
は
そ

の
形

状
が
多

様

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
基
礎
の
降
伏
に
つ
い

て
の

目
安

を
一

般
的
に

示
す

こ
と
が

難

し
い
こ
と
か
ら
，
個
々
の
地
中
連
続
壁
基

礎
の

水
平

力
－

水
平
変

位
曲

線
に
基

づ

い
て

基
礎

の
降

伏
を
定

義
す

る
必
要

が

あ
る
．

 

（
｢道

路
橋
示
方
書
Ⅴ
耐
震
設

計
編
：

H
14

.3
｣
）

 

上
部
構

造
の
慣
性
力

作
用
位

置
で

水
平
変

位
が
急
増
し
始
め
る
と
き

 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
上

部
構

造
の
慣

性
力

作
用

位
置
で

水

平
変
位
が
急
増
し
始
め
る
と
き

 

 ◆
1/

4
の
鋼
管
矢
板
が
塑
性
化
す
る
．

 

◆
1/

4
の
鋼
管
矢
板
の
先
端
地
盤
反
力

が
極
限
支
持
力
に
達
す
る
．

 

◆
鋼

管
矢

板
の

先
端

地
盤

反
力
が

極

限
支

持
力

に
達

し
た

お
の

と
浮

上

り
を
生

じ
た
も
の

の
合

計
が

60
%

に
達
す
る
．

 

試
設
計
を
実
施
し
，
上
部
構

造
慣
性
力
作
用
位
置
で
の
水

平
変
位
が
急
増
し
始
め
る
状

態
の
目
安
を
定
め
た
．
結
果
，

鋼
管
矢
板
の
降
伏
，
基
礎
底

面
の
支
持
力
の
い
ず
れ
か
が

左
記
の
状
態
に
達
し
た
と
き

が
，
水
平
変
位
が
急
増
し
は

じ
め
る
状
態
と
よ
く
対
応
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
．

 

(「
鋼

管
矢

板
基
礎

設
計

施
工
便

覧
H9

.1
2 
 

3．
鋼
管
矢
板
基
礎

の
降
伏
に
関
す
る
資
料
」

) 

終 局 の 定 義 

部
材
の
圧
縮
縁
に
お
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
終
局
ひ

ず
み
に
達
す
る
と
き

 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
脚
の
終
局
曲
げ
モ
ー
メ
ン

ト
を
，
最
外
縁
の
軸
方
向
圧
縮
鉄
筋
位
置
に
お
け

る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ひ
ず
み
が
終
局
ひ
ず
み
に
達

し
た
と
き
で
あ
り
，
橋
脚
に
比
べ
て
安
全
側
を
考

慮
し
て
定
め
た
と
考
え
ら
れ
る
．

 

 ｢
道
路
橋
の
耐
震
設
計
に
関
す
る
資
料
：

H
9
年

3

月
｣の

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
の
設
計
計
算
例
で
は
，
終
局

時
と
は
基
礎
本
体
の
圧
縮
縁
に
お
い
て
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
ひ
ず
み
が
終
局
ひ
ず
み
に
達
し
た
と
き
と

し
て
い
る
．

 

部
材
の

圧
縮
縁
に
お

い
て
コ
ン
ク

リ
ー
ト

が
終
局
ひ
ず
み
に
達
す
る
と
き

 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
部
材
の

圧
縮
縁
に
お

い
て
コ

ン
ク

リ
ー
ト

が
終
局
ひ
ず
み
に
達
す
る
と
き

 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
鋼
管
杭
と
同
様
？

 
 

許 容 塑 性 率 

橋
脚
基
礎
の
場
合
は
，
下
式
に
よ
る
．

 

 

y

y
u

L
α
δ

－
δ

δ
＋

μ
1

 

 μ
L：

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
の
許
容
塑
性
率

 

δ
u：
基
礎
が
終
局
に
達
し
た
と
き
の
上
部
工
慣
性
力

作
用
位
置
に
お
け
る
水
平
変
位

(m
) 

δ
y：
基
礎
が
降
伏
に
達
し
た
と
き
の
上
部
工
慣
性
力

作
用
位
置
に
お
け
る
水
平
変
位

(m
) 

α
：
安
全
係
数
で
，

1.
8
と
す
る
．

 

 橋
台
基
礎
の
場
合
は

3 

多
数
の
正
負
交
番
載
荷
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
単

柱
式
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
脚
や
，
こ
の
う
ち

特
に
形
状
や
配
筋
細
目
が
類
似
す
る
中
空
断
面
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
脚
に
お
け
る
荷
重

-変
位

関

係
と
損
傷
状
況
と
の
関
係
を
参
考
に
，
ケ
ー
ソ
ン

基
礎
に
塑
性
化
を
考
慮
す
る
場
合
で
も
水
平
荷
重

が
最
大
で
の
塑
性
率
よ
り
も
小
さ
く
な
る
よ
う
に

し
，
地
震
後
に
修
復
を
し
な
く
て
も
速
や
か
な
機

能
の
回
復
が
行
え
る
損
傷
に
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に

設
定
し
て
い
る
．

 

橋
脚
基
礎
の
場
合
は
，
下
式
に
よ
る
．

 

 

y

y
u

L
α
δ

－
δ

δ
＋

μ
1

 

 μ
L：

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
の
許
容
塑
性
率

 

δ
u：

基
礎
が
終
局
に
達
し
た
と
き
の
上
部

工
慣

性
力

作
用
位
置

に
お
け

る
水

平

変
位

(m
) 

δ
y：

基
礎
が
降
伏
に
達
し
た
と
き
の
上
部

工
慣

性
力

作
用
位
置

に
お
け

る
水

平

変
位

(m
) 

α
：
安
全
係
数
で
，

1.
8
と
す
る
．

 

 橋
台
基
礎
の
場
合
は

3 

ケ
ー
ソ
ン
基
礎
と
同
様

 
基
礎
が
降
伏
し
な
い
範
囲
に
留
め
る
．

 
岩
に
お
け
る
塑
性
化
後
の
せ
ん

断
強
度
の
低
下
や
地
震
時
の
斜

面
の
不
安
定
化
な
ど
，
塑
性
化

後
の
深
礎
基
礎
の
挙
動
に
つ
い

て
不
明
な
点
が
多
い
こ
と
に
配

慮
．

 

橋
脚
基
礎
の
場
合
は

4 

橋
台
基
礎
の
場
合
は

3 

杭
基
礎
に
準
拠
．

 

杭
基
礎
の
許
容
塑
性
率
と
し

て
は
，
組
杭
を
対
象
と
し
た

正
負
交
番
載
荷
実
験
に
お
け

る
荷
重
変
位
関
係
と
損
傷
状

況
の
関
係
の
検
討
よ
り
定
め

て
い
る
．
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付属資料 2 基礎底面地盤の極限鉛直支持力推定式における粘着力項について 

 

参 2.1 はじめに 

H29 道示におけるケーソン基礎底面地盤の極限鉛直支持力の特性値は，式（参 2-1）により求めら

れる．式（参 2-1）は，直接基礎の極限支持力推定式と同じく，テルツァーギにより提案された支持

力式を基本とするものであるが，土木研究所資料第 4255 号参 2-1)でも報告されているように，直接基礎

やケーソン基礎の支持力推定式における粘着力項は，その推定精度が低いことから，支持力推定式の

粘着力項に補正係数 cが乗じられている．本資料では，式（参 2-1）の提案に至った，粘着力項にお

ける補正係数 cに関する検討や粘着力 c の算出に関する留意点について示す． 

 

Q u＝ A { c N c S c c + q N q S q + ( 1 /2 ) 1 B N S } ・・・（参 2-1） 

 

ここに， 

Qu ： 基礎底面地盤の極限鉛直支持力の特性値（kN） 
A ： 基礎の底面積（m2） 

c ： 粘着力（kN/m2） 
q ： 上載荷重の特性値（kN/m2）で，q= 2Df 

1, 2 ： 支持地盤及び根入れ地盤の単位体積重量（kN/m3）， 
ただし，地下水位以下では水中単位体積重量を用いる． 

B ： 基礎幅（m） 
, ： 基礎の形状係数 

： 支持層への根入れ効果に関する割増係数 
Df ： 上載荷重として考慮する基礎の根入れ深さ（m） 
Nc,Nq,N  ： 帯基礎の支持力係数 

c ： 地盤の種類の違いを考慮する係数． 
支持層が砂地盤又は砂れき地盤の場合には 1.00，粘性土地盤の場合には 0.55 とする． 

Sc,Sq,S ： 支持力係数の寸法効果による補正係数で Sc=(c*) ，Sq=(q*) ,S =(B)  

, ,  ： 寸法効果の程度を表す係数で， = = = 1/3 とする． 

c* ： c/c0，ただし，1≦c*≦10 とする． 

c0 ： 10（kN/m2）とする． 
q* ： q/q0，ただし，1≦q*≦10 とする． 
q0 ： 10（kN/m2）とする． 

 

 

参 2.2 補正係数 cによる粘着力項の補正 

文献参 2-1)では，基礎底面地盤の支持力推定式について，実験的結果に対する近似精度が十分に確か

められていないこと，これまでの検討が砂質地盤を中心に行われていることなどを指摘し，粘着力が

卓越する地盤における支持力推定式の精度を検証している． 

検証を行った結果，過去にケーソン凾内で実施した平板載荷試験結果における極限鉛直支持力の実

測値と，同一現場からサンプリングした試料の三軸試験結果に基づく支持力推定式による計算値とを
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比較した場合，砂地盤や砂れき地盤では実測値と計算値が同等である一方，粘性土地盤では実測値が

計算値を大きく下回ることが明らかとなった．この要因は，図-参 2.1 に示すように，支持力推定式の

粘着力項が，実測値を過大評価していることにある． 

こうしたことから，この粘着力項の実測値と計算値のバイアスを補正する必要がある（補正係数 c）．

粘着力項が実測値を過大評価した要因として，平板載荷試験実施地盤の乱れ，強度の空間的なばらつ

きや異方性等が考えられるが，検証に用いた載荷試験結果のデータ数が少ないこともあり，今後さら

なる検証が必要である． 

なお，粘性土の一面せん断試験結果については，拘束方法の違いやサンプリング試料の乱れにより，

一面せん断試験結果に基づく支持力推定式による計算値が同一現場で実施した平板載荷試験結果によ

る極限鉛直支持力の実測値を大きく下回る結果となっている． 

 

 
(a) 土質別極限支持力推定誤差と載荷幅の関係 

 
(b) 試験方法別極限支持力推定誤差と載荷幅の関係 

図-参 2.1 粘性土の極限支持力推定精度参 2-1) 

  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

100 1000

推
定

誤
差

（
実

測
値

／
計

算
値

）

見かけの載荷幅B’= A (mm)

砂礫:三軸圧縮試験 バイアス：1.477，変動係数：0.086
砂質土:三軸圧縮試験 バイアス：0.803，変動係数：0.323

粘性土:三軸圧縮試験 バイアス：0.556，変動係数：0.333
軟岩:三軸圧縮試験 バイアス：0.684，変動係数：0.232

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

100 1000

推
定

誤
差

（
実

測
値

／
計

算
値

）

見かけの載荷幅B’= A (mm)

粘性土:一面せん断試験 バイアス：3.769，変動係数：0.489

粘性土:三軸圧縮試験 バイアス：0.556，変動係数：0.333

※一面せん断試験結果は

補正係数検証には不採用 
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参 2.3  c の排水条件を考慮した補正係数 cの検討 

文献参 2-1)においては，粘着力項の算出に用いる粘着力 c は，排水強度（有効応力強度）を用いて整

理されていた．一方，粘性土における排水強度は，長期にわたって排水される状況等における強度を

示すには適切であるが，地震時荷重等の短期的な荷重を受ける場合のように十分に排水されない状況

における強度を表現するには必ずしも適切ではない．平板載荷試験の荷重の作用速度は比較的早いた

め，平板載荷試験と比較する場合には非排水強度と比較するのが適切である．以上から，本文では，

非排水強度を用いた場合の補正係数 cの値を検討する． 

非排水強度の求め方としては，以下のような方法がある． 

 

①一軸圧縮試験において，すべり面とモールの応力円の交点の値として求める方法 

②非圧密非排水試験（UU 試験）により求める方法 

③圧密非排水試験（CU 試験・CU 試験）により求める方法 

 

①の方法は，一軸圧縮試験から求める方法であり，三軸圧縮試験に比べてせん断強度を簡易に求め

ることができる．ただし，ケーソン基礎のように支持層が比較的深い位置にある場合には，サンプリ

ングによる応力解放の影響により供試体に亀裂が生じ，負圧が保持できなくなるので，  u=0 の仮定が

成り立たず，強度を過小評価する可能性がある．また，②の方法についても，供試体を再圧密しない

ためにサンプリングによる応力解放の影響を除去することはできない．したがって，CU 試験もしく

はCU 試験により求めることとする． 

図-参 2.2 に，CU 試験又はCU 試験により求めた非排水強度を用いて算出した極限支持力（計算値）

と，平板載荷試験で得られた極限支持力（実測値）を比較した結果を示す．非排水強度を用いた場合

にも，実測値と計算値のバイアスは 0.55 程度となった． 
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非排水強度の資料を挿入 

（非排水強度を使っても結局 0.55 になる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-参 2.2 非排水強度を用いた場合の極限支持力算出結果 

 

 

参 2.4 粘着力項 c の算出に関する留意点 

以上から，基礎底面地盤の極限鉛直支持力の特性値を求める際には，粘着力 c に CU 試験又はCU 試

験により求めた非排水強度を用いた上で，補正係数 cの値として 0.55 を用いるのがよいと考えられる．

ここで，CU 試験とCU 試験の使い分けについては，地下水位等との関係も考慮して適切に定める必要

があるが，直接基礎の場合には支持層が浅く，完全に飽和状態にない場合も多いことを考慮すると，

一般的にはCU 試験により求めるのがよいと考えられる． 

一方ケーソン基礎の場合には，多くの場合支持層が深く，飽和状態にあると考えられるため，一般

的には CU 試験により求めるのがよいと考えられる．いずれの場合にも，サンプリングによる応力解

放の影響を最小限にとどめるために，適切な応力で再圧密を行うのがよいと考えられる． 
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