
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

　この原稿を書いている時、まだ国政選挙は選挙運動の最中です。そしてこれが皆さんに届

く頃は新しい政権がスタートしている筈ですが、どんな船出となっているのでしょう。とにかく

皆様にはご健勝をお祈りするばかりです。何はともあれ、健康でなければ何もできない。

　引き続き各自治体が行っている診断・補強設計等も参考に検討を続けましょう。

安斎先生の技術通信 2013年
１月号

技術顧問・理事

安斎 正弘　先生

技術的なご相談はこちらへ！　メール：question@mokutaikyo.com　ＴＥＬ：０３－５９０９－１８８１

　先月号で触れていなかったことが少々ありますので、ここで述べておきます。皆様お持ちの「一般診断法マ

ニュアル」には載っているのですが、【地形と地名】の関連のことです。

　具体的な中身についてはマニュアルに目を通して頂きたいのですが、現在は一見普通の地形・地盤に見

えるようでも昔と全く変わってしまっていることがよくあります。開発や造成等により地表の形態が様変わりして

いることが結構多いので、この「地名」にも気を配って頂きたいと思います（余談ですがマニュアル内の「水に

関わる地名」の項で「橘」という文字が見られますが、正しくは「橋」です）。

　また、古くからある神社仏閣はその地域の中で比較的良い地盤に建っていることが多いようです。

　最近は市町村合併等も進んだりして古い地名が消えてしまうケースもままありまして、なかなか確認は困難

な時代になっています（古地図等が簡単に手に入れば良いのですが）。

　さて事前調査が済みましたら、いよいよ依頼者宅へと向かいます。

　目的の家までの間、近隣に目を配りながら「事前情報」との比較・確認をしましょう。そして当然のことです

が、診断建物の外観からある程度の具体的な情報を頭に叩き込んだ上でドアホンを鳴らすようにしましょう。

　耐震診断（現地調査）はご挨拶から始まりますが、この辺のマナー等は小生の持ち分ではありませんので省

略します。ただ、お客様から好感を得られるような言動により、その後の調査業務がスムーズに運べるよう注

意して頂きたいと思います（第一印象はとても大切です）。調査から診断・改修の流れ、耐震の考え方などに

ついてもここでお伝えして下さい。

　現地調査における具体的な最初の仕事は【ヒアリング】になります。診断依頼者に対してどんな事柄を尋ね

れば良いのかを下記にまとめてみました。

①　設計図書の有無、建築確認・検査済証等の有無（増築している場合は、図面又はその範囲の明確化）

　　　・建築及び増築の時期。設計図書があっても、建物と図面の整合を必ず確認して下さい。

　　　・図面の有無により、調査時間が影響を受けます（これについては最初の連絡時に確認可能です）。

②　工事中の記録（写真、ビデオ）や竣工図

③　建物被災歴（床下・床上浸水の有無および回数、蟻害の有無、火災等）

④　過去に診断依頼者が地盤調査を実施している場合には、その資料

　　　・ない場合には用意してきた「特定行政庁が提供している近隣の地盤データ」を紹介します。

⑤　建築基準法及び関連規定による、各種法規制の確認・説明

　　　・各支援制度を利用する場合には、特に「集団規制」関連の条件確認が必要となります。抵触していると

　　　　支援が受けられないケースが多いので要注意です。

⑥　各地方公共団体による耐震診断・改修への支援（補助・助成）制度の有無とその内容、利用の意志

⑦　改修工事の意志の有無と総予算

⑧　その他現在の建物に対する不安・気になる点（診断依頼の動機等からの聴き出し）

　　　・改修に向けての大きなヒント・方針になる可能性が高い。

　　　・家族構成及び親族の関係（施主様が高齢だとお子様の発言力が大きい場合があります）。

　上記のようなものがオーソドックスな内容でしょう。これらの話を心を込めて展開しましょう。

　いずれは「精密診断」を念頭に【ヒアリングシート】を整備して、皆さんにお届けしたいと思っています。

木耐協マンスリーレポート1月号



日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

　遅ればせながら、あけましておめでとうございます。今日は1月2日で、原稿作成を始めました。

でもこの通信が皆さんに届くのは2月ですよね。その前に全国大会でお会いする方々も大勢い

らっしゃいますよね。

　それはともあれ、新「改訂版」に早く慣れてください。（私たちも一緒に頑張ります！）

　では今月も筆を進めて参りましょう。

安斎先生の技術通信 2013年
２月号

技術顧問・理事

安斎 正弘

技術的なご相談はこちらへ！　メール：question@mokutaikyo.com　ＴＥＬ：０３－５９０９－１８８１

　先月号までは【ヒアリング】の話でした。8つの項目について箇条書き程度にまとめましたが、実はこれを読
んだだけでは実際に何をどう進めれば良いのか、見えて来ないと思います。
　これらの各項目には具体的な明細項目が内在しています。従ってこれらを具体化して実践するには、各社
ごとに自社のスタイルに合わせて、例えば「○○邸　打ち合わせ記録」とか「○○邸　ヒアリングシート」のよう
な記録用紙を作成して、「調査落ち」のないような準備をして依頼者宅に伺うことが大切です。
　さてこれら記録用紙はA4判1枚では収まり切らないと思います。大まかな組み立てとしては1枚目には主に
【A：お客様情報】として、まず打ち合わせ日時、立会者、担当者を記録するほか、下記のような内容が盛り込
まれている必要があります。

①お客様ご自身の情報：
住所（郵便番号）・氏名、電話番号（携帯番号）、家族構成。今後の連絡方法・手段など。

②建築関連法規情報と現況確認：
確認通知書・検査済証の有無、地域地区（用途・防火・高さ）、建蔽率、容積率、敷地面積、道路・北側斜
線、道路幅員、条例、積雪荷重、地震地域係数(Z)、その他。

③診断・工事関連：
診断適用建物確認。依頼内容（診断のみ、結果により再検討、改修前提）、総予算、補助・助成金等支援
制度の利用の要否、工期、その他。

　次に2枚目（あるいは2枚目以降）には【Ｂ：建物情報】として、診断対象の建物かの確認と判断（構造種別・
階数、混構造の有無、構法等）、築年（西暦・年号）をはじめとして下記のような情報が必要です。

④地盤・地形情報：
軟弱地盤その他の指定の有無、近隣の地盤・地形、地名からの推察、当該建物の不同沈下の有無。ハ
ザードマップ等からの推定。

⑤建物仕様：
設計図書の有無、あれば照合確認。旧住宅金融公庫利用の有無。工事写真の有無。
※以下は調査時段階では確認不可能か確認しにくい部分についてのヒアリング内容です。

㋐筋かいは当初の設計図通りであったか。不明だが筋かいがあったという記憶があるか、全く記憶が　 
　 ないか、設置されていないのが確実か（筋かいがあるのであれば、金物仕様はどうか）。
㋑外壁の下地に合板があったか、無かったか。
㋒上棟時柱頭・柱脚に金物を確認したか（どのような金物だったか、記憶があるか等）。
㋓基礎工事の前に杭打ち等の施工はあったか否か。
㋔基礎形式、及び工事で鉄筋が使用されていたか否か。浴室の基礎の種類は？
㋕２階床下地に合板を使用していたか否か。また火打はあったか否か。

⑥建物履歴：
被災歴の有無（ある場合その内容と程度）、増改築の有無（ある場合はその内容と規模・範囲、既存部と
の接合部分）。

⑦維持管理：
建物各部の劣化による不具合の有無、ある場合その内容・程度・範囲。改善の実施の有無（屋根・樋、内
外壁、露出躯体、浴室回り、床、基礎、腐朽・シロアリ被害、漏水…等劣化点数対象の項目について、中
でも雨漏り等の水の浸入に対して特に慎重にヒアリング）。

　これらについて、使いやすい形で自社独自の「ヒアリングシート」を作成して対応して頂きたいと思います。
特に定まった様式はありませんので工夫してください。それでは今年も皆さんの力で一緒に前進しましょう。
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日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

　それにしても三浦雄一郎さんは凄い！　体力もそうだが、それを実現に結びつける精

神力と継続する実行力に敬服・感服。

 …「空梅雨」のさなか、日本陸上が開幕する。本稿は結果を伝えられないが日本人初

の9秒台に期待できる若手の活躍が楽しみだ。

安斎先生の技術通信 2013年
7月号

技術顧問・理事

安斎 正弘

技術的なご相談はこちらへ！　メール：question@mokutaikyo.com　ＴＥＬ：０３－５９０９－１８８１

　さて今月も「質問・回答集」ｐ4～5の一般診断法【概要】関係について考察します。
　なお紙面の都合上、主旨を外さない程度に表現を変えた部分があります。建築防災協会の文書は、下記ホームページ
アドレスから直接ご覧下さい。
　http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

Ｑ10：部分的に梁が鉄骨の場合は平面混構造には当たらず「木造として診断できる」とは、どう考えるのか？
A10：耐震診断は保有する水平耐力を求めるものであるため、一部の梁が鉄骨でも木造住宅として扱ってよい。…が、柱

を折るような悪影響がないか、別途検討が必要。
【感想】：前段では一部の鉄骨梁が、「水平耐力」としての耐力要素に寄与していなければ（無視して）良い、という訳で

す。組合員さんから今でも時々こういった質問がありますが、要は木造の中の鉄骨部材が水平耐力を有するか
否かで判断すればよい、ということです。つまり梁にも柱にも部分的に鉄骨が使われていても、梁も柱も部材端
部がピン構造で、方杖や鉄骨ブレース等が付いていなければ、水平抵抗はゼロなので問題ありません。このよう
なケースはただ単に木造梁（柱）の代わりに鉄骨梁（柱）が使用されているというだけの話で、全体としての木造
住宅の保有する水平耐力には関係ない、だから「平面混構造」には当たらないというわけです。
後段については要注意です。回答には「柱を折るような」とありますが、常識的には「方杖」が考えられます。方
杖に作用する長期・短期（特に短期）の軸力が柱との節点部に横力としてかかり、柱の折損の危惧が生じるから
です。この不安要因は梁が鉄骨であろうが木造であろうが同じことで、別途検討が必要になります。在来も伝統
構法も「壁」という部材（面的要素又は面内での軸部材としての筋かい）としての水平抵抗を評価するものです
が、同じ軸部材としての「筋かい」と「方杖」との違いは前者が節点に、後者が部材中間に荷重が作用することに
よる「中間曲げ」が存在するか否かの違いでありこれが判断の分かれ目なのです。このようなケースは「別途検討
が必要」になります。しつこいですが一部鉄骨梁の有無に関わらず別途検討が必要で、まして柱・梁の一部が鉄
骨で「梁も柱も部材端部がピン構造」でも、「方杖」という「ラーメン要素」が存在すればれっきとした【平面混構
造】に該当することになるため、木造としての診断はできないことになります。
簡単なようで実は慎重な判断が要求されますので、要注意です。

Ｑ11：①短辺方向の求め方でバルコニー部分を含めるか？
②4分割法の検討で、バルコニーを計算用床面積の範囲に含めるか？　あるいは荷重のみ参入して床面積
には入れないのか？

A11：バルコニーの構造型式による。建物本体と一体性の高い床組の場合は、その階の床組に入れた方が安全側。
【感想】：バルコニーは通常「床構面」と「手すり」があります。下部には柱だけが付いていたり、柱無しの「跳ね出し」タイプ

だったりします。ここでの回答では「バルコニーの構造型式による」と言っています。「一体性が高い」というのは
一般的にバルコニーの床組が防水も含めて重厚な仕様であり、手すりの仕様による荷重もそれなりに大きい、と
言えるのではないでしょうか。それに比べて本体との「一体性が低い」とは、軽量なアルミ製床・手すり等で本体
への影響が比較的少ないケースだと考えられます。このような事柄を前提に読み解くと、回答のようなことになる
のかも知れません。
小生は時々思うことがあるのです。それは、本体との一体性が高い「跳ね出しタイプ」のバルコニーといえども、あ
るいは柱だけ付いている場合でも、「荷重」という観点から全体を見れば、バルコニー直下はたまたま「全開口」
（=荷重ゼロ）の壁であって、バルコニーの面積を外すのはおかしい……という考え方でした。46条の壁量規定に
おける床面積の算定方法に疑問を持ったからです。実際、構造計算の世界では、伝統的に跳ね出しバルコニー
の出寸法の1/2を床面積に加算して行うのが通例です。これが、木造の耐震診断では、「軽量」という観点から出
寸法の0.4掛けでチェックされていますよね。
また、「その階のエリアに含めることが、必要耐力上安全側」というのはどういうことでしょうか。必要耐力を「総2
階・総3階を想定した方法」で算出した場合は、最上階以外の階の短辺長さが4.0ｍ未満の場合は「その階」の必
要耐力を1.13倍することとなっています。バルコニー幅を入れないで必要耐力を計算した場合、必要耐力として
は「4.0m×1.13=4.52m相当」となるのに対し、バルコニー幅（0.91m）を入れて計算した場合の必要耐力としては
「4.0m＋0.91m＝4.91m」となるため、確かに安全側になりますね。
もちろん、短辺割増のない4.0ｍ以上の建物については言うに及ばず安全側となります。
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日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

 オリンピック招致に成功！　でもこれからが色々大変だ。話は突然変わりますが、突風・

竜巻があちこちで頻繁に発生し始めた。　海水温度の上昇による漁獲事情の激変。「こ

れまでに経験のない」猛烈な短時間雨量記録更新等々、温暖化によると思われるような

気象現象が多発している。人類はいつまで化石燃料に頼るのか……。

安斎先生の技術通信 2013年
10月号

技術顧問・理事

安斎 正弘

技術的なご相談はこちらへ！　メール：question@mokutaikyo.com　ＴＥＬ：０３—６２６１—２０４０

　さて今月は「質問・回答集」ｐ6からの一般診断法【必要耐力】関係について考察します。
　なお紙面の都合上、主旨を外さない程度に表現を変えた部分があります。建築防災協会の文書は、下記
ホームページアドレスから直接ご覧下さい。
　http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

Ｑ17：短辺が4.0ｍ未満の場合の必要耐力割増1.13倍は、4.0ｍ未満の短辺がある階のみか、或いは全
ての階に適用か？　又3階建ての2階の短辺が4.0ｍ未満の場合はどの階を割り増すのか？（指
針編p.26：必要耐力を「総2階・総3階を想定した方法」で算出する場合）

A17：2階建の1階、3階建の1・2階については、短辺長さ4.0ｍ未満の場合その階の必要耐力を1.13倍します。
【感想】
　回答では「指針編p.26」の②の文章そのもので表現されていますが、素直に解釈すれば良いと思います。あ
るいは図を描いてみて判断すればいいのではないでしょうか。
 2階建の2階部分は判断の対象に入らず、3階建ての3階部分も判断の対象に入りません。つまりそれぞれの
最上階を除いたいずれかの階（2階建の1階、3階建の1・2階）に短辺長4.0ｍ未満の階があれば、その階（だ
け）の必要耐力を割り増せば良い、ということでしょう。

Ｑ18：短辺割増係数を考える場合「不整形な建物の場合」の短辺とはどの位置で判断すれば良いか？
A18：①建物全体のうち短い部分の長さの割合や、②「加重平均」などで求める。等の方法が考えられますが、

③設計者の判断で、実況に応じて適切にご判断下さい。
【感想】
　①平面図等から「いわゆる短辺と言えそうな部分の、桁行方向の全体長さに対する割合」からとか②「加重平
均」とは具体的にどのようにすれば良いのかについてはイメージが湧かず、小生にはコメントできません。
　また③実況に応じて設計者判断で……ということですが、実際はなかなか難しく悩ましい問題です。この問
題に関しては「横浜方式」として（もしかしたら上の②「加重平均」に近いのかも知れませんが）、なかなか説得
力のありそうな方法で短辺長さを決定する方法があります。これについては組合員専用ホームページの「現地
調査記入マニュアル（PDF）」に記載してありますので、ご覧ください。

Ｑ19：混構造3階建（1階がS造又はRC造）の必要耐力割増（木造部1.2倍）時、3階建の2、3階として
扱うか、あるいは2階建ての1・2階として計算するのか？

A19：3階建ての2、3階として計算します。
【感想】
 実際に存在する階の通り扱って下さいとのことです。床面積当たりの必要耐力は存在階によって異なりますか
ら、間違えないで下さい。

Ｑ20・21：いわゆる「軽い屋根」に分けられる屋根にソーラーパネルが載っていても軽い屋根で良い
か、あるいは重い屋根とするのか？

A20・21：屋根工法や設置面積により、適宜判断する必要があります。実況に合わせ荷重を考慮した適切な判
断をして下さい。

【感想】
 建物の重さによる区分（指針編ｐ.27）で想定している荷重に対して、ソーラーパネル荷重が建物全体に与え
る影響の程度を勘案して……ということですから、現場としての対応は少し難しいところです。実際には次の
Q22への回答のように、１ランク上の建物区分の建物として対応することも考えられます。
 もしくは、結果（現況・改修用いずれも）には余裕をもって判断・処理するといった選択肢があってもよいので
はないかと思います（例えば、架台を含めたパネルの重量が5kN相当であれば、下の各階の目標評点となる
保有耐力に対し、安全側にプラス5kNの補強を加えた値を【目標保有耐力】とする等）。
　また、「手計算」による場合ならいつでもどこでも、いわゆる「手加減」で応じられますが、パソコン処理だと初
期値が用意されていて、ユーザーが勝手に変えることは事実上難しいと思います（このような事柄を想定し、
ユーザーの知見で初期値を操作して処理出来るようになっていればよいのですが……）。

木耐協マンスリーレポート10月号

-     -9
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福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス

　

猛
暑
の
夏
が
過
ぎ
た
と
思
い
き
や
、

朝
晩
の
肌
寒
さ
感
は
ど
う
だ
！
暑
い

夏
に
は
寒
い
冬
が
来
る
の
だ
と
か
…
。

た
だ
、こ
の
と
こ
ろ
早
朝
の
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
に
は
心
地
よ
い
。さ
あ
、今
月
も

こ
の
回
答
集
を
め
ぐ
り
、内
容
・
趣
旨

を
確
認
し
日
々
の
実
務
に
活
か

し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
文
章
は
、下
記

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
か
ら

直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
注
：
紙

面
の
都
合
上
、H
P
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
文
章
か
ら
、趣
旨
を

外
さ
な
い
程
度
に
表
現
を
変

え
て
い
ま
す
）。

「
2
0
1
2
改
訂
版 

木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認
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安斎先生技術通信11月号 の

木構造の疑問・質問にお答えします！ 安斎正弘

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法

【
必
要
耐
力
】に
つ
い
て
の
考
察

小屋裏収納やピアノ等の
重量物を必要耐力に
どう反映すべき？　　

１ランク上の重量の建物として、
或いは精算法を用いて
実況を考慮する必要があります。

考 察
  「１ランク上」は別として、「精算法」ではこれを解決で
きません。「精密診断法1」の「建築基準法施行令に準
じて求める方法」の誤りでは？これなら各階の重量を
実況に合わせることが可能ですから対応できる筈で
す。但し「精密1」でも略算法にしか対応していないソ
フトを使用する場合で、施行令に基づく計算に近づけ
るには、先月号でも述べたように、「結果に余裕を」持た
せる等の対応が現実的ではないかと考えます。

Q22

耐力壁の偏在は配置による
割増しだけで良いか、
床剛性が低い場合は別途検討要？

必要に応じて別途の検討を
追加して下さい。

考 察
　耐力壁偏在の場合は評価の低減であって、割増で
はありませんね。また床剛性が低い場合にはゾーニン
グ等での別途検討要か？との質問ですが、この域まで
突っ込むと「精密診断」での対応になり一般診断では
なくなると思います。ただ、一般診断では精度の低さ
から結果にある程度の「安全側」的なリスク回避の対
処がなされている筈ですから、四分割の結果で判断し
ても良いのでは？　（しかしながら四分割での低減の
最低値は0.45で、偏心率での最低値は0.4と少々異な
るのが気になりますが…）。

Q24 吹抜け部分は
床面積に入れるか？
四分割法での床面積の扱いは？

どちらの場合も床面積に入れます。

考 察
　これに関する記述は、解説編P27で「見上げの面積」
とあり、資料編Ⅰ 2.3（P130）を紹介しています。ここ
で「必要耐力算出用床面積」として基準法（見下げ）と
の違いを図示しつつ解説されていますのでご覧くださ
い。これを見ると２階床部分に吹抜けがあっても、（ア）
のところで詳細な説明がなされています。また（イ）で
は２階の必要耐力算出用床面積として、小屋裏収納等
で当該（２階）床面積の1/8を超える場合として、「告示
1351号により計算した面積を加算」とありますが、こ
の1351号の中身は小屋裏収納面積a×その部分の天
井高さh÷2.1のことです。ここでh≦1.4mで、これを超
えると階とみなされ、２階建てではなく３階建て扱い
になってしまうので、要注意です。四分割については
触れていませんが、断りのない限り、同様の扱いと解
するのが良いと思います。

Q23

　

2
年
ぶ
り
に
日
本
建
築
学
会
大
会

に
木
耐
協
顧
問
と
し
て
参
加
し
ま
し

た
。期
間
は
8
月
30
日（
金
）か
ら
9
月

1
日（
日
）の
3
日
間
で
、会
場
は
北
海

道
大
学
で
し
た
。大
会
は
参
加
者
が
千

人
を
越
え
る
た
め
、開
催
は
大
学
の
夏

季
休
暇
中
と
な
り
ま
す
。今
年
の
8
月

の
北
海
道
は
、い
つ
に
な
く
天
候
不
順

で
、期
間
中
も
小
雨
の
降
る
あ
い
に
く

の
天
気
で
し
た
。北
大
は
、札
幌
駅
か

ら
地
下
鉄
で
1
駅
の
至
近
の
場
所
に

あ
り
な
が
ら
、キ
ャ
ン
パ
ス
は
、幹
周
り

1
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
ハ
ル
ニ
レ
が
刈

揃
え
た
草
地
に
点
在
し
、そ
の
間
を
せ

せ
ら
ぎ
が
奏
で
る
、す
ば
ら
し
い
自

然
・
教
育
環
境
に
あ
り
ま
す
。

　

私
は
、ラ
イ
フ
テ
ー
マ
で
あ
る
建
築

防
火
な
ど
の
研
究
集
会
と
木
耐
協
に

直
接
関
連
す
る
木
質
構
造
の
論
文
発

表
に
出
席
し
ま
し
た
。各
テ
ー
マ
は
、

時
間
的
に
並
行
し
て
お
り
、工
学
部
で

の
論
文
発
表
か
ら
一
時
的
に
抜
け
出

し
、理
学
部
で
の
研
究
集
会
に
駆
け
つ

け
る
な
ど
、傘
を
さ
し
て
広
い
構
内
を

右
往
左
往
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　建築防火の研究集会は、「2000年以降の防火設計の実態と防火
技術の展望」でした。建築基準法の性能規定化で超高層などでの利
用が想定された大臣認定Cルートが、いわゆる構造偽装問題による
手続きの硬直化も災いし、かえってデメリットだけが目立ち、活用例
の激減により、将来研究者もいなくなると危機感を持って語られて
いました。
　これは、法第38条の大臣認定制度（サンパチ）の廃止により、多く
のサンパチ建築物が、現行性能規定と異なった手法による設計であ
るが故に、法的に既存不適格となり、用途変更・不動産売買などで不
利益をこうむっていること。また、Cルートは、各室の用途、区画などを
固定し性能評価されるので、ちょっとした間仕切り・テナントの変更
でも再評価が必要で、円滑な維持管理ができず、営業面で採用され
ないとのことです。
　私の建築指導課在職中は、丁度、超高層建築・新建材開発の走り
で、係長としてさかんにサンパチ認定を起案したことや、また、法改正
時にサンパチ制度存続を新聞に訴えたことなどを思い出しました。

木耐協
あ・れ・こ・れ

寄稿

8
月
30
日
か
ら
3
日
間
開
催
さ
れ
た
日
本
建
築
学
会
に
木
耐
協
顧
問
と
し
て
参
加
。

建
築
防
火
の
研
究
集
会
や
木
質
構
造
の
論
文
発
表
に
出
席
し
て
き
ま
し
た
。発
表
者
に
は

若
手
や
女
性
も
多
く
、参
加
者
も
熱
心
に
発
表
を
聴
い
て
い
ま
し
た
。そ
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

『
日
本
建
築
学
会
大
会
北
海
道
に
参
加
し
て
』

木
耐
協 

顧
問 

中
澤
守
正

木耐協顧問／管理建築士
東京都出身。昭和42年に東京大学
卒業後、建設省に入省。平成4年に建
設省住宅局住宅建設課長に就任。
退官後は木下工務店の専務取締
役、代表取締役を務める。平成17年
から木耐協顧問に就任し、組合運営
の指導や技術サポート、各自治体・団
体との連携強化を行う。趣味はテニ
スと登山。登山は、静かな東北の飯
豊・朝日連峰を、60リットルのザック
を背負って単独行を楽しんでいる。

中澤守正

　論文発表は、住宅リフォーム、木質構造の分野に参加し
ました。論文発表は、10分発表・5分質疑のサイクルで、発
表者は次々と代わります。「この発表は何時何分から」とプ
ログラムに記載されているので、聞きたいテーマがあると、
その教室に駆けつけます。
　構造は全部で23分科会、木質は構造18・19の2分科会
で、他の構造（例えば鉄骨3分科会）と質・量とも近づいてき
ました。木質構造の教室では、待機の人が廊下まで溢れ、途
中入場には苦労しましたが、発表者は若手中心、女性研究
者も多く見られました。テーマは、伝統工法、大規模木造物、
被害調査、耐震診断などです。
　大会中には、学士院会員の恩師、内田祥哉先生と廊下で
立ち話や、最終日は昔の仲間と早めに切り上げ、本場サッ
ポロビールクラシックで唇の泡をぬぐえたのは、得がたい
思い出となりました。

研究
集会

論文
発表▶

北
海
道
大
学

キ
ャ
ン
パ
ス

2013年

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

浮き彫りになった
Ｃルートのデメリット

木質構造の発表に
聴き入る多くの人々
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今
月
の
事
件
簿
★
木
耐
協
24
時

「
現
場
写
真
、し
っ
か
り
押
さ
え
て
ま
す
か
?!
」

　

九
月
某
日
、木
耐
協
埼
玉
事
務
局

に
一
本
の
電
話
が
入
っ
た
。声
の
主

は
木
耐
協
の
組
合
員
に
な
っ
て
い

る
建
築
会
社
さ
ん
に
耐
震
診
断
と

工
事
を
依
頼
し
た
と
い
う
女
性
。そ

の
女
性
い
わ
く
、実
施
さ
れ
た
工
事

に
不
安
が
あ
る
。打
ち
合
わ
せ
の
と

お
り
に
工
事
さ
れ
た
の
か
、事
務
局

で
確
認
し
て
欲
し
い
…
と
の
こ
と
。

　

す
ぐ
に
担
当
さ
れ
た
建
築
会
社

さ
ん
に
連
絡
。実
施
内
容
を
確
認
す

る
と
、工
事
内
容
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
打
ち
合
わ
せ
時
に
し
っ
か
り
伝

え
た
つ
も
り
な
の
だ
が
…
と
困
惑

気
味
。資
料
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、

現
地
調
査
の
様
子
は
も
ち
ろ
ん
、打

ち
合
わ
せ
資
料
も
そ
ろ
っ
て
い
る
。

施
工
に
つ
い
て
も「
現
況
～
解
体
中

～
解
体
後
～

施
工
中
～
完

工
時
」ま
で
、

こ
ち
ら
も
唸

る
く
ら
い
大

量
に
写
真
が
押
さ
え
て
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ら
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、補

強
設
計
や
提
案
資
料
、工
事
内
容
に

特
に
問
題
は
見
当
た
ら
な
い
。と
す

る
と
問
題
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？

　

今
回
は
念
の
た
め
、木
耐
協
の
事

務
局
員
が
女
性
宅
を
訪
問
。組
合
員

の
建
築
会
社
さ
ん
か
ら
の
提
出
資

料
を
元
に
補
足
説
明
を
行
い
、施
工

内
容
に
は
問
題
が
無
い
と
い
う
見

解
を
述
べ
た
。工
事
以
外
の
話
を
し

て
み
る
と
、ど
う
や
ら
こ
の
女
性
、現

場
で
職
人
に
質
問
し
た
時
の
反
応

に
不
満
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。最
終
的

に
は
、直
接
会
っ
て
話
を
し
た
こ
と

で
不
安
は
解
消
さ
れ
た
よ
う
で
、御

礼
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。

　

ち
ょ
っ
と
し
た
行
き
違
い
か
ら
生

じ
た
疑
念
。施
工
内
容
に
も
問
題
が

無
く
写
真
も
し
っ
か
り
残
っ
て
い
た

の
で
事
な
き
を
得
た
が
、写
真
を
押

さ
え
て
い
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
…
。

Question 事務局発！耐震実務のポイント解説

『木耐博士N：N値計算根拠はここをチェック！』その2

組合員の方々から木耐協事務局に寄せられる様々な相談・質問。
このコーナーでは、事例を挙げながら、事務局が解説を行ないます。

今号の
テーマ

N値の壁倍率差の算定根拠となる壁倍率（有効倍率）は、
どこで確認できますか？

質
問

マスターメンテナンスの、「下地材メンテナンス」設定画面で確認できます。

回 答

Ｎ値計算で用いる壁倍
率は、「マスターメンテ

ナンス」の「下地材メンテナン
ス」に登録されています。（図1）

図１

図２

図３

次回は、壁倍率差の中に含まれる「筋かいの補正値α」についてご説明します。こうご期待！

News

現
地
調
査
か
ら
完
工
ま
で
、し
っ
か
り
と
写
真
を

押
さ
え
る
事
が
、イ
ザ
と
い
う
時
、役
に
立
つ
！

ち
ょ
っ
と
し
た
行
き
違
い
が
大
問
題
に
も
。営
業
担
当

か
ら
現
場
の
職
人
ま
で
、情
報
共
有
を
し
っ
か
り
と
！

下地材メンテナンス内の「有
効倍率（倍）」の値を用います

（図2）。新たに下地材を追加される
場合、各メーカー等が公表している
有効倍率を登録してください。
計算例

「面材A＋筋かい＋面材B」
（図3）の倍率を合算し、壁ごとの壁
倍率合計値を求めます。

※写真はイメージ

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス

　
　

2
0
1
3
年
も
こ
れ
が
最
後
の

「
技
術
通
信
」か
ぁ
。月
並
み
だ
け
ど
、

月
日
の
経
つ
の
は
ホ
ン
ト
に
早
い
も

の
で
す
ね
ぇ
。暗
い
う
ち
か
ら
の
ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
に
も
慣
れ
て
、白
々
と
明
け

る
朝
の
始
ま
り
が
何
と
も
爽
や
か
で

嬉
し
い
季
節
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。さ

あ
、今
月
も「
2
0
1
2
改
訂
版  

木

造
住
宅
の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」

の
質
問
・
回
答
集
の
内
容
・
趣
旨
を
確

認
し
日
々
の
実
務
に
活
か
し
て
参
り

ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ア
ド
レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
注：紙
面
の
都
合
上
、H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度
に
表
現
を

変
え
て
い
ま
す
）。

「
2
0
1
2
改
訂
版 

木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

安斎先生技術通信12月号 の

木構造の疑問・質問にお答えします！ 安斎正弘

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法

【
必
要
耐
力
】に
つ
い
て
の
考
察

（指針編P25）表3.1、
床面積当たりの必要耐力の
表は短辺スパン6ｍ以上の建物では
過剰な結果になるのではないか？

指摘の通りだが一般診断は精度が高くない
ので、この点だけを取りあげて過大評価とい
うのは当らない。精度を高めるなら「精算法」
もしくは「精密診断法」によれば良い。

考 察
　表3.1は「総２階・総３階」を想定している表になりま
す。ここでの形状割増は、精算法での4～6ｍの係数が
既に見込まれた数値となっているので、厳しめの数値
となっていると言いたいのでしょう(資料編P139)。
　そもそも一般診断による場合、危険側になるような
4m未満のときの「形状割増」を考慮するのは大切なこ
とだと思います。また一般診断法は全体として精度の
高くない手法故、よりシビアな結果を望むなら「総２
階・総３階」を採用せずに、最初から「精算法」、あるいは

「精密診断法」を選択すべきだと思います。

Q25

【
必
要
耐
力
】に
関
す
る
Q
＆
A
は
今
号
で
終
わ
り
。

次
号
か
ら
は
、【
保
有
す
る
耐
力
】に
つ
い
て
、確
認
し
て
い
き
ま
す
。

引
き
続
き
ご
愛
読
の
程
を
！

「床面積当たり」と「精算法」では、２階の必要耐力が
精算法で求めた方が大きくなるがそれでよいか？

「床面積当り」は総２階・総３階を想定している為、２階が１階より小さい場合は指摘の傾向
にあるが、２階では耐力に余裕のあることが多いので大きな問題になることはあまりないと
考えてもよいのでは？ただし２階の面積が１階に比べて十分に小さく、かつ２階部分の耐力
が必要耐力ギリギリであるような場合には、精算法により必要耐力を求めることが望ましい。

考 察
　各階の床面積が異なる場合は、最初からせめ
て「精算法」により必要耐力を求めるべきだと考
えます。異なる算定法で比較するのは「間違い」
とは言いませんが、前提・想定の違いがあるもの
を同一視すること自体が考えものです。Q25の
問いと同じではないでしょうか。
　以前よく見かけた２階ベランダ・バルコニー
の床や手摺がモルタル系仕様の場合だと、屋根
荷重とべランダ等荷重に大きな「荷重差」があり
ます。このような場合では本来、「精密診断法」の
中でも「略算」によらず「施行令」に準じて荷重差

Q26

2013年

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

を与えてゾーニングによる配置で精度を上げる
努力をすべきです。
　しかしながらこのような場合でも一般診断法
では、１ランク上の必要耐力により算定する等の
対処を許容しているのです。
　ランクを上げたにしても、「偏心率」はどうなん
だい？という新たな疑問も生じるのですが、そこ
まで問わないのが「一般診断法」なのでしょう。そ
れをよく理解した上で【結果に余裕を持たせる】
という姿勢が大切なのではないでしょうか。

例えば【面材Aが石膏ボード（0.5倍）・筋かいな
し・面材Bが⑰モイスかべつよし真壁ｇ（3.3倍）】
の場合、壁倍率は【0.5＋3.3＝3.8】 となります。
なお、新築の壁量計算では上限値が5.0倍です
が、木耐博士では上限値を設けていません。
また、組合員様専用HP『Mokoo!』にアップしてい
る「壁基準耐力・壁基準剛性一覧表」では、全ての
下地材をまとめてご確認いただけます。



安斎先生技術通信の

木構造の疑問・質問にお答えします！

技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

講演タイトル

トッププロゴルファーの
モチベーションは
“ここ”が違う！

スポーツジャーナリスト／ゴルフ解説者
タケ 小山氏

『だからアナタは上手くなれない！』
発行：日本文芸社 (2012/11)
　タケ氏が日頃感じている「プロとアマの
違い」や、「日本人プロがなぜ海外で勝てな
いか」などを率直に語る。「テーマの無い練
習は意味が無い！」として、パットやバンカ
ーの練習法など、上達のための具体的なヒ
ントも随所に盛り込まれており、レッスン
書としても活用できる一冊です。

前職は陸上自衛官で、平成16年からの自衛隊イラク派遣
では先遣隊長、第一次復興業務支援隊長を務め、“ヒゲの
隊長”として親しまれる。「自衛隊は自分を最後にして人の
ために働く」。あまり語られる事の無い、東日本大震災での
自衛隊の貢献、現場の壮絶さなどをお話いただきます。

講演タイトル

「絆」
～守るべき人がいる～

参議院議員 佐藤 正久氏

『ヒゲの隊長 絆の道 ～果たしたい約束がある～』
発行：ワニブックス (2013/4/25)
　自衛隊では日本の国際貢献に命を賭け、ある約束
を果たすために政治の道へ進んだ。そして我が国を
襲った東日本大震災と福島第一原子力発電所事故
…。“ヒゲの隊長"こと参議院議員 佐藤正久氏が激動
の中で闘い続けてきた自身の半生を振り返りながら、
日本の未来のために政治家として今何を為すべきか
自らに問いかける。政治のあるべき姿を追求する佐
藤正久氏のノンフィクション単行本コミックです。

著書
紹介
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ご
案
内
し
て
お
り
ま
す『
日
本
木
造
住
宅
耐
震
補
強
事
業
者
協
同
組
合 

第
16
回
全
国
大
会
』

に
つ
い
て
、全
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
講
師・タ
イ
ト
ル
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
中
か
ら
3
名
の
講
師
に
つ
い
て
、そ
の
タ
イ
ト
ル
と
概
要
、さ
ら
に
著
書
を
ご
紹
介
！

事
前
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
当
日
の
理
解
度
が
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
間
違
い
な
し
!?

今
回
の
全
国
大
会
も
、様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
講
演
を
お
聞
き
い
た
だ
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、年
始
の
お
忙
し
い
中
と
は
存
じ
ま
す
が
、必
ず
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

　平成12年に建築研究所に入所。省エネや温熱・空気環境を専
門に、住宅・建築の省エネルギー性能評価手法の高度化などを
研究。既存住宅をいかに省エネ改修して性能向上を図るか。今
回はその改修方法や最新情報等についてご講演いただきます。

木耐協
あ・れ・こ・れ

寄稿
2014年度

講演タイトル

既存住宅をいかに
省エネ改修するか

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス

　

さ
て
2
0
1
4
年
は
ど
の
よ

う
な
１
年
が
待
ち
構
え
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。国
内
外
は
相
変
わ

ら
ず
心
配
・不
安
の
種
が
ひ
し
め

き
合
っ
て
い
ま
す
が
、身
近
な
私

達
は
公
助
の
助
け
を
借
り
な
が

ら
、自
助
・
共
助
で
少
し
で
も
世

の
為
に
な
り
ま
し
ょ
う
ぞ
。さ

あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め

ぐ
り
、内
容
・
趣
旨
を
確
認
し

日
々
の
実
務
に
活
か
し
て
参
り

ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
か
ら
直
接

ご
覧
く
だ
さ
い
。〈
注
：
紙
面
の
都

合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文

章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度

に
表
現
を
変
え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
改
訂
版

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
と

補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

1月号

安斎正弘

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法

【
保
有
す
る
耐
力
】

に
つ
い
て
の
考
察

Q27,28

2014年
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第
16
回
全
国
大
会

講
演
内
容
＆
著
書
ご
紹
介
!!

独立行政法人 建築研究所環境研究グループ
上席研究員 桑沢 保夫氏

『既存住宅の省エネ改修ガイドライン』
発行：一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構

（2010/7）
　国土技術政策総合研究所と建築研究所ほか、大学等研
究機関・企業の研究成果としてまとめられたテキストで、桑
沢氏は“全体調整”として深く携わられています。既存住宅
の省エネ改修の手法について、具体的な設計・適用方法を
実態に即した形でわかりやすく説明。それらの技術を用い
た場合の具体的な省エネルギー効果と経済性を含め、基
礎から実践に至るポイントが丁寧に解説されています。

著書
紹介

　平成元年にゴルフプロとして渡米し、米国を中心に参
戦。帰国後はゴルフ解説者となるも、平成19年に日本で
ツアープロへ復帰を果たす。現在はTBS「サンデーモー
ニング」、ゴルフ解説等、多数メディアで活躍中。今回は、
チャレンジし続けるトッププロのモチベーション維持の
秘訣について、鋭い視点と分析からお話いただきます。

著書
紹介

しっくい自体は評価せず、
下地を含めた壁で評価願います。

「しっくい」の壁基準耐力は？Q29,30

どうして半間に満たない筋かい・耐力壁は非耐力壁扱いになるのか？
壁の（水平）長さが短いと筋かいの傾きがきつくなるため、
長さに比例した耐力は保証できないから。

　壁の長さと高さの関係
をイメージしてください。あ

まり筋かいの傾きがきつくなると、筋か
い自体がだんだん柱と並行に近づきま
す。万一平行になれば水平耐力は発揮
できませんね。このため柱間の内内に
取り付けられる筋かいは水平耐力を期
待しにくい訳です。ちなみに住・木セン
ター発行の『木造軸組工法住宅の許容
応力度設計（2008年版）』Ｐ60では、

【構法の仕様】として①令46条表1（（8）
を除く）、②昭56建告1100号（第1第十
二号を除く）で壁倍率が与えられた耐
力壁の適用範囲は、《耐力壁の幅（柱
芯々距離とする）の最小値は90㎝以上
とし、かつ、階高／幅は3.5以下とす
る。》とあり、更に《ただし、昭56建告
1100号第１第一号～第四号で仕様が
定められた面材張り耐力壁について
は、耐力壁の幅の最小値は60㎝以上と

し、かつ、階高／幅は5以下とする。》と
の記述があります。
　このことからも傾きのきつい筋かい
は耐力壁としての効果が怪しい、と言
えます。後部の、「最少幅60cm」の面材
壁は柱芯 を々60cmとしての水平耐力
を「それなりに」期待できるので、この辺
までを限界としたのでしょう。（さすがに
1.5尺(45.5cm)までは無理といったと
ころをご理解ください。）また、ここでは
階高／幅の限度が通常の壁は3.5以下
であり、特定の面材壁については5以
下と定めていますので、ついでに覚え
ておいて下さい。
　一般的な戸建住宅の柱長は10尺

（3.03m）ですので、階高を2.95とした
場合でも、2.95/3.5=0.84ですから3尺
(=0.9mとか0.91m)を基本グリッドとす
ることは可能ですが、例えば4m（丈
3=13尺）の柱を用い、階高を3.9ｍにす

る場合の耐力壁幅は3.9/3.5=1.12mと
なるので、柱間の基本寸法は約4尺
(=1.2m)でないと筋かいを含む通常の
耐力壁は設置できないことになります。
後 者にある傾き5 以 下の場 合は
3.9/5=0.78mですから通常の3尺
(=0.9mとか0.91m)で設計可能となり
ますが、この場合は告示1100号第１の
第一号～第四号の面材耐力壁で計画
しなければなりません。ただこの仕様
規定は「許容応力度設計」を行う場合
の前提条件なのでそうでない建物で
は、このような内容の思想的背景を読
み取り、危険側になることの無い様な
対応が望まれます。また最近は《長期
優良住宅》仕様の為許容応力度設計
を行うケースが出始めましたが、この場
合は階高／幅も念頭において計画・設
計しないと、申請の段階で「手戻り」とな
る心配がありますので注意しましょう。

　しっくい仕上の場合、
「小舞下地」・「ラスボード

下地」がありますよね。耐力も倍率も
柱・梁等の構造材に最も近い部材でそ
の性能が定義されるのはご存知だと

思います。この質問の場合も同じで、
「荒塗り・中塗り」等の下地の上に塗ら
れたりする材で耐力が決定することは
ありません。「ラスボード下地」の場合
厚さ7.0mm以上で1.0kN/m、「ラスボ

ード下地+しっくい塗り」はしっくい塗
りを9mm以上で1.3 kN/mとして評価
できますが、規定の厚さを満たない場
合は所定の耐力は認められていませ
んのでご注意を。（指針編P68参照）
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技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

Mokutaikyo Monthly Report February 2014 0607 Mokutaikyo Monthly Report February 2014

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス2月号

安斎正弘2014年

今
月
の
事
件
簿
★
木
耐
協
24
時

「
図
面
を
無
く
さ
れ
た
！

泥
棒
が
入
っ
た
ら
ど
う
し
て
く
れ
る
!?
」

　

年
の
瀬
も
押
し
迫
っ
た
12
月
某

日
、診
断
実
施
者
で
あ
る
お
客
様
か

ら
事
務
局
へ
電
話
が
あ
っ
た
。

  

「
現
地
調
査
時
に
図
面
を
貸
し

た
。結
果
報
告
も
先
日
終
わ
っ
た

が
、図
面
が
見
つ
か
ら
な
い
と
言
わ

れ
た
。泥
棒
に
入
ら
れ
た
ら
ど
う
す

る
の
か
!?
損
害
賠
償
し
て
く
れ
る

の
か
？
」と
ご
立
腹
の
よ
う
す
。詳

し
く
聞
く
と
、現
地
調
査
の
際
、診
断

担
当
者
か
ら
図
面
を
求
め
ら
れ
渡

し
た
と
こ
ろ
、平
面
図
の
原
本
を
そ

の
ま
ま
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。し

か
も
、結
果
報
告
時
に
返
し
て
も
ら

え
る
と
考
え
て
い
た
ら
、「
見
当
た
ら

な
い
の
で
探
し
て
い
る
」と
言
わ
れ

た
と
の
こ
と
。

　

一
方
、組
合
員
で
あ
る
診
断
担
当

者
に
事
務
局
か
ら
確
認
連
絡
を
す

る
と
、全
て
お
客
様
か
ら
の
電
話
で

の
話
通
り
だ
と
認
め
て
い
る
。軽
い

気
持
ち
で
図
面
を
借
り
た
た
め
、預

か
り
証
も
当
然
渡
し
て
い
な
い
。そ

の
後
も
事
務
所
内
を
探
し
て
い
る

が
ど
う
し
て
も
見
つ
か
ら
ず
、ど
う

や
ら
年
末
の
大
掃
除
で
廃
棄
し
た

可
能
性
が
高
い
と
い
う
。そ
の
後
、

改
め
て
組
合
員
か
ら
お
客
様
へ
お

詫
び
を
し
た
が
、当
然
す
ぐ
に
は
許

し
て
も
ら
え
ず
…
。最
終
的
に
は
、

万
が
一
泥
棒
が
入
っ
た
場
合
に
損
害

を
一
部
補
償
す
る
と
い
う
約
束
を
取

り
交
わ
す
事
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

今
の
と
こ
ろ
、そ
の
後
の
連
絡
は

入
っ
て
い
な
い
が“
た
か
が
図
面
”

で
は
終
わ
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。昨

今
は
、デ
ジ
カ
メ
や
ス
マ
ホ
・
タ
ブ

レ
ッ
ト
等
、高
解
像
度
で
写
真
を
保

存
で
き
る
ツ
ー
ル
が
多
数
存
在
し

て
い
る
。少
し
で
も
リ
ス
ク
を
減
ら

す
た
め
、図
面
は
極
力
借
り
な
い
方

が
良
い
。

Question 事務局発！耐震実務のポイント解説

『木耐博士N：N値計算根拠はここをチェック！』その4

組合員の方々から木耐協事務局に寄せられる様々な相談・質問。
このコーナーでは、事例を挙げながら、事務局が解説を行ないます。

今号の
テーマ

N値計算の値に対して、どのような金物を選定すればよいのでしょうか。質
問

N値の値から告示1460号に該当する金物を選定して下さい。

回 答

　図1柱AのN値2.65に対応した金物を選定する
ため、図2の換算表を用います。N値2.65は「2.8以
下」に該当し、金物は

「と」の「15kN引き寄
せ金物」となります。

図１
図２

図３

次回からは、診断時における判断基準についてピックアップして解説します。ご期待ください！

News

現
地
調
査
時
に
図
面
は

原
則
お
借
り
し
な
い
！

コ
ピ
ー
を
借
り
る
場
合
で
も
、

必
ず「
預
か
り
証
」を
発
行
す
る
!!

【参考】
引抜き耐力（kN）を算出し、金物を選
定する考え方があります。

（参考書籍：建築技術2000年10月
号 Ｐ171）
算定式：N値×1.96（kN）×階高（m）
＝引抜き耐力（kN）
柱Aが階高2.9mの場合：2.65×1.96
×2.9＝15.06(kN) となります。
なお、木耐協推奨部材『図-3 かべつ
よし』に同梱されている「オリジナル
コーナー金物」は16kNまでの引抜き
力に対応可能です。（図3）

　

こ
の
通
信
が
届
く
頃
に
は
立
春
も
間

近
。暦
の
上
で
は
寒
さ
の
頂
点
も
過
ぎ
、

残
寒
、余
寒
は
続
く
も
の
の
、春
の
気
配

を
時
折
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く

る
。今
年
は
ど
う
か
自
然
災
害
が
少
な

く
、人
類
の
争
い
も
収
束
し
、一
般
市
民
・

国
民
に
安
堵
の
日
々
が
訪
れ
て
欲
し
い

も
の
で
す
。そ
し
て「
フ
ク
シ
マ
の
原
発
」

に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
失
態
を
繰
り
返

さ
な
い
で
欲
し
い
と
、願
う
ば
か
り
で

す
。さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ

り
、内
容
・
趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実
務

に
活
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド

レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度
に
表
現

を
変
え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法【
保
有
す
る
耐
力
】に

つ
い
て
の
考
察

筋かい（サイズ）と
端部金物についての質問。
古い公庫仕様での「かすがい」・

「平金物」の容認と、住・木センターの
2.0倍用、1.5倍用について。
どの程度を想定か？

住・木センターのZ金物（2.0、1.5倍用）及び
それらと同等以上の金物が相当します。

考 察
　回答では古い公庫仕様について触れていませんが、
基準や規定というものはその当時の社会情勢（経
済活動等）や蓄積されている知見等により判断・実施
されるもので、厳しい方向に変わることがあっても緩
くなることはない。そうやって技術の進歩が成し遂げ
られてきているのです。従って過ぎた古いことにはこ
だわらず、先を見つめて行動するのみでしょう。

Q31

一般診断法で「不明な」壁の
場合、60㎝以上の壁を
算定すると考えて良いか？

考 察

その通りです。

　ここでは、倍率1.0程度耐力があると考えることが
できます。「材質がわからない」…とありますが、文面か
ら判断するに「筋かい壁」ではなさそうだという前提が
考えられますので、念のため付け加えておきます。

考 察

Q33 壁仕様が不明な場合の
FW=2.0（kN/m）の根拠は？

通常考えられる内壁合板（ｔ：3ｍｍ以上）の
0.9、外壁側は木ずり釘打ちの0.8、を想定す
ると外周壁で0.9+0.8=1.7、内壁の両面合板
で0.9×2=1.8となるので、これらを丸めて
2.0とした。明らかにこれらの仕様より劣ると
判る場合は実況に即して低減してください。

　回答に対しては特にありませんが、「壁仕様が不明
の場合」の耐力は現状評価のみに有効な仕様のため、
補強設計時にはカウントできない仕様となっていま
す。そもそも論になりますが、材質が判らないのに耐力
に加算してしまうのは、危険側の判断となる可能性が
あるので多用すべきではありません。

Q32

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

Nの値 必要耐力
（kN）告示の表３

1.8 以下 へ 10.0

金物等
（同等品含む）

10kN引き寄せ金物
2.8以下 と 15.0 15kN引き寄せ金物
1.8 以下 ち  20.0 20kN引き寄せ金物
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2014年1月17日で阪神淡路大震災から19年が経ちました。
木耐協大阪事務局のスタッフは、被災者や神戸市民と神戸市が連携して
市役所の隣にある東遊園地公園で１月17日の早朝に行っている

「阪神淡路大震災1.17のつどい」に、毎年参加しています。
今回はその様子をご紹介します。

木耐協
あ・れ・こ・れ

寄稿

「阪神淡路大震災1.17のつどい」
に参加して

木耐協大阪事務局　田中章浩3月号

2014年

　

待
望
の「
日
本
人
横
綱
誕
生
」は
あ
っ

け
な
く
・
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
て
し
ま
っ

た
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
、ま
た
ま
た
外
国
人

横
綱
の
可
能
性
が
一
気
に
高
ま
っ
て
き

た
！
　

ま
だ
髷
の
結
え
な
い
若
き
力
士

に
期
待
す
る
し
か
な
い
の
か
。こ
れ
に
対

し
て
幕
内
上
位
の
壁
に
な
り
た
い
と
い

う
白
鵬
関
、「
綱
」と
は
そ
れ
ほ
ど
に
重

い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。怪
我
を
せ
ず
に

上
を
目
指
し
て
ほ
し
い
。

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ

り
、内
容
・
趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実
務

に
活
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド

レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度
に
表
現

を
変
え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法【
保
有
す
る
耐
力
】に

つ
い
て
の
考
察

壁両面の耐力に、
不明な軸組部分を
2.0KN/mとして加算できるか？

壁両側の面材と筋かいなどの軸組をすべて
合わせた場合の評価ですので、壁全体で
2.0KN/mとなり、加算することはできません。

考 察
　QとAでかみ合っていない感がありますが、要は壁
両側だけが確認できるが軸部は不明な場合、この軸部
の評価を「不明壁：2.0KN/m」として両面の耐力に加算
して良いか？　との質問なのですが、【NG！】ですよ。
との答えです。

Q34

「壁倍率」と「壁基準耐力」の
関係について。倍率に1.96を
乗じたのが基準耐力とのことですが、
それぞれの壁が全てこの関係に
合致しないようです。この関係を教えて。

考 察

「壁倍率」は解P.36にあるように、4つの評価
式のうち最小値から決定されています。しか
し「壁基準耐力」の値はこれら4つのうち、大地
震時の性能のみを用いて設定しているので、
必ずしも一定の関係になるとは限りません。

  「壁倍率」は上記の通りですが、耐力壁には様々なタ
イプがあるので単一の評価式ではなく複数の式から
検討されています。いわゆる「荷重―変形曲線」（別名：
P―δ曲線）を基に、①降伏耐力、②終局耐力、③最大
耐力、更に④特定変形時耐力、それぞれの下限値から
求まる値のうちの最小値をもって壁倍率と定義付け
ています。（共通項として、耐久性・施工性・材料のバラ
ツキ等の要素による低減も考慮している）。
　しかし、ここで扱う「壁基準耐力」は基準法による大
地震時（極めて稀に発生する地震）に、倒壊するか否か
の判定に重きをおく立場から、上記の内②の評価式

（耐力と変形能）により建物の評価をする。と言われて
います。従って倍率と基準耐力の関係は常に一定の関
係とは保証できない訳です。

考 察

Q36

片面のみ不明な壁は、
片面2.0kN/mとして
考えて良いか？

あくまで、両面壁+軸組の合計が2.0KN/m
であり、一面不明・軸部不明のそれぞれを
2.0KN/mとみなして良いわけではありませ
ん。この判断で処理できるのは、【耐力がある
と考えられるが、どうしても仕様が不明】な
場合のみ使用する。

　先月号の『Q32』のQ＆A を見直して下さい。不明壁
をその都度2.0KN/mとして評価していたら、両面・軸
でそれぞれ2.0×3=6.0KN/mもの評価になってしま
いますよ！ これは「無し」です…よね。先月号でも書き
ましたが、この不明壁は多用すべきでないことを重々
ご理解の上、診断業務を行ってください。

Q35

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

慰霊と復興の
モニュメント

黙祷後には遺族や市長らの追悼のあい
さつが行われ、その後参加者による記帳
や献花が続きます。水槽になった献花所
の底は透明になっており、地下の瞑想空
間からその様子を見上げることができま
す。地下には阪神淡路大震災の記録や復
興を願って寄せられた資料が展示されて
いるほか、亡くなられた6434名の方の銘
板が壁に掲示されており、震災の教訓を
深く考させられる空間となっています。

会場の空気
中央のグラウンドを取り囲むように設
営されたテントでは、記帳や募金活動
の他、具だくさんの味噌汁やホットコー
ヒーが無料で配布されています。参加
している木耐協のメンバーもそうです
が、様々な立場の方々が阪神淡路大震
災の経験を通じて、何かをしようとこの
場に集まっています。神戸の市民は
様々な思いでそれらも受け入れた上で、
毎年この日を迎え、この場に参加されて

いることを感じます。

竹
たけどうろう

灯籠
東遊園地のグラウンドには、

「祈」「愛」「和」「心」等の文字が
書き込まれた竹の灯籠が

「1.17」の形に並べられます。
地震が発生した午前5時46
分には、公園すべてを埋める
ほど集まった参加者全員で黙

祷を捧げるのです。

東日本大震災
東日本大震災が起きた日
の「3．11」の形に並べた
灯籠も用意され、発生時
刻の午後２時46分にも

黙祷が行われます。

次の世代への継承
今回、特に感じたのは会場に若い世代の
参加者が目立ったことです。公園の北側
には、地元の高校生が鳥取の高校から雪
の提供を受けて作成した『雪地蔵』が並
んでいました。震災を知らない世代も増
え続け、震災の記憶が薄れるなかで、19
年前の経験や教訓を次の世代に継承
し、新たな災害への対策・備えをしっかり
できるかが課題ですが、様々な活動が見

受けられました。



Mokutaikyo Monthly Report APRIL 2014 0405 Mokutaikyo Monthly Report APRIL 2014
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4月号

2014年

　

何
度
も
触
れ
て
い
ま
す
が
、こ
の
と

こ
ろ
の「
異
常
気
象
」に
は
驚
き
を
禁

じ
得
な
い
。記
録
破
り
の
大
雪
！
ホ
ン

ト
に
世
界
中
の
リ
ー
ダ
ー
達
は
地
球

環
境
問
題
に
ど
れ
だ
け
真
剣
に
取
り

組
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　

　

国
際
会
議
は
先
進
国
だ
の
新
興
国

だ
の
と
損
得
勘
定
の
対
立
ば
か
り
が

目
立
つ
。私
達
人
類
は
次
世
代
に
ど
ん

な
地
球
を
残
す
気
で
い
る
の
だ
ろ
う

か
。そ
ん
な
中
、幾
つ
か
の
美
談
で
は

「
日
本
人
っ
て
素
晴
ら
し
い
！
」な
ん
て

感
動
も
あ
り
、心
救
わ
れ
た
気
も
し
ま

し
た
け
ど
。

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ

り
、内
容
・
趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実

務
に
活
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ア
ド
レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い

程
度
に
表
現
を
変
え
て
い
ま
す
〉。

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法【
保
有
す
る
耐
力
】に
つ
い
て
の
考
察

「一般診断法」において、
（面材）壁の無い筋かいを
入れた軸組も（耐力）壁として
評価して良いか？

考 察

評価することはできますが、面材は筋
かいが面外方向へ変形する拘束効
果を持っています。補強に当っては面
材との組合せをお勧めします。

　これって見落としがちですが案外大事な
ことではないでしょうか。私が補強計画する
ときは出来るだけタスキにして、一方が圧縮
を受けて面外方向へ変形するのを、他方の引
張筋かいが少しでも拘束の役目を受け持っ
て欲しいので、交差部は互いを緊結するよう
なディテールを意識します。
　勿論面外壁の下地となる胴縁+面材での
拘束なんて大きな期待は禁物ですが、初期の
拘束は結構大きいのかも知れませんね。（効
果のほどは実験してみないと…）。

Q38 壁基準耐力は、壁脚固定
の片持梁系で決定づけ
られているようですが、要求される
接合方法が上下同じ理由は何故？

（実際の）建物の中では壁の回転に対す
る抵抗を上下で分担していると仮定し
て、必要耐力が算出されています。

考 察
　QとAでかみ合っていない感がありますね。確か
に各種の実験写真等をみると、「片持梁系」のよう
にも思えます。…が、色々な実験を見ると同じ片持
梁系でも、①無荷重、②分布荷重載荷、③タイロッ
ドによる等、いくつかの実験の方法があり工夫や試
行錯誤が感じられます。従って実験法に関わらず、
回答にあるように実際には、「片持梁系のため壁頭
には引抜は生じない」という考え方は当らないと思
いますが如何でしょうか。理屈は判るような気がし
ますが、そこは「安全側」という判断もあっていいと
考えます。特に③の「タイロッド」式は十分に質問の
内容を意識した実験法だと思います。

Q37
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

　

多
く
の
人
は
住
宅
の
不
同
沈
下
事
故

は
地
盤
が
弱
い
か
ら
起
こ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、必
ず
し
も
正
し
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。不
同
沈
下
事
故
は
地
盤
が「
弱

い
」か
ら
で
は
な
く
、地
盤
が「
軟
ら
か

い
」か
ら
起
こ
る
の
で
す
。地
盤
の「
強

さ
」と「
硬
さ
」は
違
う
の
で
す
。

　

地
盤
の「
硬
さ
」は「
土
質（
沖
積
、洪

積
、腐
植
土
な
ど
土
の
種
類
）」が
分
か

れ
ば
予
測
が
で
き
ま
す
。

　

戸
建
住
宅
の
地
盤
調
査
は
ほ
と
ん
ど

の
場
合
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
式
サ
ウ
ン
デ
ィ

ン
グ
試
験（
Ｓ
Ｗ
Ｓ
試
験
）に
頼
っ
て
い

ま
す
。Ｓ
Ｗ
Ｓ
試
験
は
安
価
で
簡
易
的

ジ
ャ
パ
わ
ん
の

最
先
端

地
盤
講
座

不
同
沈
下
事
故
は

地
盤
の
弱
さ
が
原
因
で
は
あ
り
ま
せ
ん
！

第２回

連 載

今号のテーマ

地盤調査方法

土質（土の種類）

担当 小西・竹井
☎03・5624・1545
mail eigyou5jhs@j-shield.co.jp

ボーリング調査

ジャパンホームシールドでは
「ＳＷＳ試験並みのローコスト
でボーリング調査並みの高精
度な土質判定」が可能な、スク
リュードライバーサウンディン
グ試験（ＳＤＳ試験）を採用し、
より安価で精度の高い地盤解
析を行なっています。低料金
でボーリング調査並の土質判
定が可能な新技術です。

※お問合せの際は「木耐協マンスリーレポートを見た」とお伝えください。

（受付時間 9:00～18:00 ※土・日・祝日は休み）

さて、突然ですが【混構造】物件の「適合証明」を依頼されたことはありませんか？

　木耐協では混構造は扱っておりませんので実務はないと思いますが、《1階が壁式鉄筋コンクリート造（以下、
WRC）で2・3階部分が木造である場合》、には比較的容易に証明できる可能性があります。今後このようなケースに
当った場合は一応、事務局にご相談ください。内容を把握したうえで対応の可否を判断し、可能ならばお役にたてる
こともあります。その場合、木造部分の証明は皆様が作成してください。下部のWRCの部分の証明書の内容を作成
します。（その費用は別途申し受けますのでご相談下さい）。なお、1階が通常の鉄筋コンクリート造（RC）や鉄骨造の
場合は、対応いたしません。従前どおり取扱いはいたしませんのでご承知おき下さい。

な
方
法
で
す
が
、地
盤
の「
強
さ
」は
予

想
で
き
て
も「
硬
さ
＝
土
質
」に
つ
い
て

正
確
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。土
質
判
定

を
す
る
に
は
ビ
ル
な
ど
で
使
用
す
る
標

準
貫
入
試
験（
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
）が
必

要
で
す
が
、高
価
な
た
め
戸
建
住
宅
に

は
適
し
て
い
ま
せ
ん
。

高性能ですが高
額なため、主にビ
ルやマンション
で使われます。

SWS試験

調査料金
△ 高価

土質判定
◎ 極めて正確

調査料金
◎ 安価

土質判定
△ 不詳

戸建ての地盤調査で使わ
れる一般的な試験。主層式

と半自動・全自動
があります。

SDS試験

▲全自動

▲主導で使
われる機器

地盤に関するご相談・お問合せはこちら

まちがった土質判定に基づいた過小設
計による、不同沈下等のリスク回避

良質地盤で杭を打つといった過剰設計
の低減

一般財団法人ベターリビング
「先端建設技術・技術審査証明」

調査料金
◎ 安価

土質判定
◯ 概ね正確



安斎先生技術通信の

木構造の疑問・質問にお答えします！

技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス

安斎正弘
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今
月
の
事
件
簿
★
木
耐
協
24
時

「
水
道
代
が
30
万
円
？
ま
さ
か
の
損
害
賠
償
」

　

2
ヶ
月
前
に
駐
車
場
の
設
置
工
事

を
し
た
お
客
様
か
ら
突
然
の
電
話
。

「
水
道
の
検
針
員
さ
ん
か
ら
、漏
水
し

て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
確
認
し

た
方
が
よ
い
と
言
わ
れ
た
。お
た
く

の
工
事
が
原
因
じ
ゃ
な
い
の
!?
」と

激
し
い
剣
幕
。

　

急
ぎ
現
場
に
か
け
つ
け
る
と
、工

事
箇
所
に
外
観
上
の
変
化
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。土
を
掘
り
返
し
て

確
認
し
て
み
る
と
、な
ん
と
水
道
管

に
穴
が
空
き
、そ
こ
か
ら
水
が
勢
い

よ
く
溢
れ
だ
し
て
い
た
。

　

施
工
時
、水
道
管
が
そ
こ
に
あ
る

と
は
思
わ
ず
に
杭
を
打
ち
込
ん
で
い

て
、異
物
に
当
た
っ
た
感
触
も
な
か

っ
た
の
で
、そ
の
ま
ま
引
き
渡
し
た

現
場
だ
っ
た
。

　

お
客
様
に
現
状
を
誠
心
誠
意
ご

説
明
し
、水
道
管
の
修
理
費
用
と
水

道
代
を
損
害
賠
償
す
る
こ
と
で
お

許
し
い
た
だ
い
た
。な
ん
と
水
道
代

は
、2
ヶ
月
間
で
30
万
円
を
ゆ
う
に

超
え
て
い
た（
損
害
賠
償
の
費
用
は

木
耐
協
総
合
補
償
制
度
で
補
償
さ

れ
ま
し
た
）。

　

住
宅
に
は
様
々
な
管
や
ケ
ー
ブ
ル

が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。屋
外
の

地
中
に
は
水
道
管
や
ガ
ス
の
配
管
。

屋
内
に
は
電
気
の
ケ
ー
ブ
ル
や
テ
レ

ビ
、床
暖
房
、L
A
N
の
配
線
な
ど
数

え
切
れ
な
い
。

　

リ
フ
ォ
ー
ム
・
新
築
問
わ
ず
、配

線
・
配
管
を
気
に
せ
ず
に
施
工
し
て

い
る
と
、い
つ
こ
の
よ
う
な
災
厄
に
見

舞
わ
れ
る

か
わ
か
ら

な
い
。

Question 事務局発！耐震実務のポイント解説

『診断時における判断基準』その3

組合員の方々から木耐協事務局に寄せられる様々な相談・質問。
このコーナーでは、事例を挙げながら、事務局が解説を行ないます。

今号の
テーマ

コンクリートテストハンマーの強度の見方を教えて下さい。質
問

打撃したテストハンマーのメモリを強度早見表で換算します。
回 答

　コンクリートテストハンマーを測定箇所に打撃すると、メモリに『反発度』が記録されます（写真）。この値を強度早見表に照らし合
わせ、コンクリート強度に換算します（表）。表の最上段にある矢印は打撃を行った方向を示しています。通常、立ち上がり部を真横か
ら打撃するので『←』の数値を読みます。例えば反発度が25の場合、コンクリート強度は13.8 N/㎟となります。なお、測定は複数箇所
行う必要があります。詳しくは取扱い説明書をご覧ください。

【！注意！】化粧モルタルの上から打撃を行うと、正しい測定ができません。
その場合は原則として内壁側から測定を行って下さい。

次号は筋かいの調査方法・判断方法について解説します。
ご期待ください！

News

配
管
・
配
線
図
は
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
!!

施
工
後
、メ
ー
タ
ー
に

異
常
反
応
が
な
い
か
確
認
!!

5月号

2014年

　

3
横
綱
が
モ
ン
ゴ
ル
出
身
の
時
代
！

相
撲
っ
て
も
う「
日
本
の
国
技
」な
ん
て
大

き
な
声
で
言
え
な
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た

ね
。彼
ら
の
努
力
に
は
脱
帽
で
、こ
の
ま
ま

で
は
日
本
人
が
か
な
う
筈
が
な
い
。「
向

上
心
と
弛
ま
ぬ
努
力
」を
と
、現
代
の
日

本
人
力
士
に
求
め
る
こ
と
は
無
理
な
の

で
し
ょ
う
か
？
誰
が
私
達
の
願
い
を
受
け

止
め
、頂
点
を
極
め
て
く
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。ケ
ッ
パ
レ
！
日
本
人
力
士
！

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ

り
、内
容・趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実
務
に

活
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド

レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度
に
表
現

を
変
え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法【
保
有
す
る
耐
力
】に

つ
い
て
の
考
察

指針編P48、表3.7
床仕様分類で根太仕様は
関係ないのですか？
影響あります。指針P98、表4.4の床倍率を参
考に仕様を決めてください。

考 察
表3.7の仕様分類は「一般診断」で、表4.4は「精密Ⅰ」の
場合を表現しています。厳密にいくなら表3.7の「想定
する床倍率」と表4.4との照合のうえ決定すればよい
でしょう。

Q39

塗り壁で、天井裏・床下で
仕上塗り・中塗りが無い場合、
どこの部分の厚みを採用するのですか？
また「付け鴨居等」で欠損しているのは
無視してよいですか？

考 察

原則として一番薄い部分の土塗壁厚さで評
価しますが、実況に応じて適切にご判断くだ
さい。

これはなかなか辛い答えですねー。つまり診断者であ
る貴方がたが「適切に」と、ボールはこちら側に投げら
れてしまいました。しかし、この質問は「一般診断」とし
て扱われているようです。それなら①Aに基づき、仕上
塗り・中塗りを差し引いた、最も薄い部分で決定する。
②健全部分の厚さを計測し、端数は切り捨てる。③健
全部分の厚さを計測し、端数は切り捨てたうえ、上下
部分を無視し（安全側）解説編P31の表3.2の横架材間
７割以上を適用する。④①の厚さの端数を切上げる。
…等の対応が考えられますが、「仕上塗り・中塗り」が
片面なのか、それとも両面なのかでも結果は随分違っ
てきそうです。
　正解なんてないと思いますよ。あんまりシビアにな
らず、自分を信じて決めましょう。それに1cmとか2cm
刻みで基準耐力が設定されているのですから（ある程
度の誤差は織り込み済み…ですよね）。
　「精密Ⅰ」なら危険側にならぬよう判断した方が良
いかも知れませんね（誤差が少ない為）。

考 察

Q41

指針編P48、床仕様Ⅱ
（火打+荒床）について、
どの程度（何㎡に１ヶ所）なら、
「火打有り」となりますか？

影響あります。指針P98、表4.4の床倍率を参
考に仕様を決めてください。

これもQ39にある、精密Ⅰの表4.4にありますよね。し
かも梁成別に設定されていますので参考にして下さ
い。ここでいう「梁成」とは、対象物件に配置されている
梁の平均的な成と考えて良いと思います。

Q40

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html
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木構造の疑問・質問にお答えします！

技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

福島県生まれ。木耐協設立
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今
月
の
事
件
簿
★
木
耐
協
24
時

「
木
耐
協
事
務
局
に
最
も
多
く
寄
せ
ら
れ
る

ク
レ
ー
ム
は
…
？
」

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、毎
回
あ
ま
り

嬉
し
く
な
い
話
を
紹
介
し
て
い
る
。そ

れ
で
は
、事
務
局
に
最
も
多
く
寄
せ
ら

れ
る
ク
レ
ー
ム
は
何
だ
ろ
う
か
？（
と

は
い
え
、月
に
数
件
程
度
の
話
だ
が
）

　

そ
れ
は『
組
合
員
か
ら
の
連
絡
が
来

な
い
！
』で
あ
る
。

　

耐
震
診
断
を
申
し
込
ん
で
調
査
日

程
に
つ
い
て
の
連
絡
を
待
っ
て
い
る

時
、現
地
調
査
が
終
わ
っ
て
結
果
報
告

を
待
っ
て
い
る
時
、結
果
報
告
を
終
え

て
補
強
の
見
積
を
待
っ
て
い
る
時
、消

費
者
は
組
合
員
か
ら
の
連
絡
を
期
待

や
不
安
と
共
に
待
っ
て
い
る
。人
に
よ

っ
て
感
覚
は
違
う
が
、あ
る
ラ
イ
ン
を

超
え
る
と「
ま
だ
連
絡
が
来
な
い
」と

い
う
ス
イ
ッ
チ
が
入
り
、事
務
局
へ
ご

連
絡
を
頂
く
こ
と
に
な
る
。こ
の
ス
イ

ッ
チ
が
入
る
ま
で
の
期
間
が
人
に
よ

っ
て
違
う
の
が
難
し
い
が
…
。

　

そ
の
電
話
を
受
け
て
組
合
員
へ
連

絡
す
る
と
、担
当
者
か
ら
は
ほ
ぼ

1
0
0
%
こ
う
返
っ
て
く
る
。「
何
回
か

電
話
を
し
て
い
る
が
、タ
イ
ミ
ン
グ
が

合
わ
ず
に
繋
が
ら
な
い
」と
。確
か
に

電
話
連
絡
は
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
を
知
ら
な
い
消
費
者
は「
連
絡
を

も
ら
っ
た
」と
い
う
認
識
に
至
る
は
ず

が
無
く
、フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
高

ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

重
要
な
事
は「
連
絡
を
し
た
か
ど
う

か
」で
は
な
く
、「
連
絡
が
付
い
た
か
ど

う
か
」で
あ
る
。電
話
を
し
て
も
な
か

な
か
繋
が
ら
な
い
消
費
者
で
あ
れ
ば
、

〝
Ｆ
Ａ
Ｘ
〞や〝
ハ
ガ
キ
〞を
活
用
す
る

な
ど
、連
絡
手
段
を
変
え
る
必
要
が

あ
る
。

　

せ
っ
か
く「
ご
縁
」を
い
た
だ
い
た
お

客
様
。良
い
関
係
を
築
い
て
行
き
た
い

も
の
だ
。

Question 事務局発！耐震実務のポイント解説

『診断時における判断基準』その4

組合員の方々から木耐協事務局に寄せられる様々な相談・質問。
このコーナーでは、事例を挙げながら、事務局が解説を行ないます。

今号の
テーマ

筋かいが確認できなかった場合、筋かいをどのように算入したらいいでしょうか。質問

A.原則として筋かいを無しと判断する、B.経験則で筋かいが入っていると推定する。
回 答

A. 確認できなかった筋
かいは「無し」と安全側に
評価し、耐力を見込まな
いという考え方。（図1）

確認できる部分だけで
は、壁の配置バランスが
極端に悪くなる事もある

推定部分に入っていなか
った場合には過大評価と
なる

全体的に評点が下がる
傾向がある

極端に評点が下がること
はない

図1 図2

B. 筋かいが一部しか確認できない場合、「建物の隅部分や左右対
称に設置されている」といった経験則を踏まえ、筋かいが入っている
ものと推定する考え方。（図2） どちらを採用するかは状況に応じて、
診断者判断で行ってください。また、解体工事後に変更が生じた場
合、再度計算が必要となりますので採用にはご注意ください。

【参考文献】
技術通信　バックナンバー
2007年12月号、2008年4月号
「見えない筋かいを探す」
（Mokoo!よりダウンロード可）

A. 筋かい無しとして評価

評点に
与える
影響

注意点

B. 推定筋かいとして評価

次号は「基準に記述のない部材の耐力評価」について解説します。ご期待ください！

News

「
電
話
を
し
た
か
」で
は
な
く
、

「
連
絡
が
付
い
た
か
」を
確
認
！

6月号

2014年

　

３
月
上
旬
、坐
骨
神
経
痛
に
襲
わ
れ
、歩

行・
寝
返
り
の
困
難
を
体
験
し
た
。お
陰
で

限
ら
れ
た
乗
換
駅
の
ど
の
ホ
ー
ム
に
行
く
に

は
、何
処
に
E
V
が
あ
る
か
、を
覚
え
て
し
ま

っ
た
。健
常
時
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。

探
せ
ば
ほ
ぼ
確
実
に
あ
る
首
都
圏
の
E
V

施
設
に
は
感
謝
で
す
が
、地
方
の
現
状
は
ど

う
な
の
だ
ろ
う
？ 

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
す
ら

な
い
所
も
ま
だ
ま
だ
沢
山
あ
る
ん
だ
ろ
う

な
。お
陰
様
で
順
調
に
回
復
し
て
い
ま
す
。

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ
り
、

内
容・趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実
務
に
活
か

し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度
に
表
現

を
変
え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法【
保
有
す
る
耐
力
】に

つ
い
て
の
考
察

土塗り壁の評価で、
返し塗りの無いケース等でも
「塗り厚」で判定して良いか？

返し塗りがない場合、実験によるとその耐力
は約半分に低下する。従って「塗り厚」のみ
での評価は出来ません。このような場合に
は、塗り厚に関わらず、壁倍率0.5×1.96kN/
mで評価することも考えられます。

考 察
小舞竹を挟んで両側に塗り込まれることにより「スサ」
と一体化して、土のせん断抵抗が発揮されるのだと考
えられます。恐らく、片側塗りだけでは「ボロボロ」と剥
がれ落ちてしまい、耐力が期待しにくいので、Aの考え
方を推奨します。

Q42

壁基準耐力を決定するに
当たり、基準階高が2.73ｍと
されているようだが、実際の建物は
10尺（3.03m）～13尺（3.94m）の柱を
使用している。これらをどう考えるか？

考 察

3ｍ程度までは大差ないと考えている。それ以
上の場合には実状に応じて低減します。（解
説編P116参照）。

10尺柱の土台心～２階横架材中心までの距離をほぼ
2.73mとして良いようです。これを超える柱高に対し
ては、特に「筋かい」の場合、精密1では解説編P66で、
また上記回答の解説編P116では精密2で、「終局耐力」
時のそれぞれ低減係数を記述してあります。しかしこ
れらはいずれも「精密診断」で初めて出てくる内容であ
り、一般診断で求められていることとは考えにくい。こ
のような不確定要素が多い故に一般診断では「安全
率」が含まれている（解説編P17の【解説】）と考えれば、
目をつぶっても良いのかも知れませんが、質問に対し
ては上記の如くなる訳で、何とも悩ましい。

Q44

考 察

枠組壁工法の壁基準耐力は
在来軸組工法と同じで良いか？
枠組壁工法の表を使用して下さい。在来軸
組工法の表でN釘をCN釘と読み替えること
は良いですが、耐力・剛性の修正は行わず、
表に示された数値を使用して下さい。

解説編P31の「壁基準耐力表」（表3.2）には、「枠組壁工
法」用としては【　】内の4種類しか載っていません。回
答では（多分）構造用合板や構造用パネルを念頭にして
答えているようです。枠組壁工法の釘仕様は在来軸組
と異なりCN釘を用いているので、この釘の読み替えは
OKですが、耐力・剛性はいじらないで下さい、とのこと
でしょう。精密診断では一般診断に加え、パーティクル
ボード等いくつかの壁仕様が用意されています（解説
編P70）が、いずれにせよ一般診断では壁の剛性には触
れていませんので、回答の踏み込み過ぎと思われます。

Q43
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html



安斎先生技術通信の

木構造の疑問・質問にお答えします！

技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス
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今
月
の
事
件
簿
★
木
耐
協
24
時

「〝
ま
さ
か
〞で
は
済
ま
な
い
！

  

今
や
ゲ
リ
ラ
豪
雨
は
想
定
内
」

　

梅
雨
ま
っ
た
だ
中
の
こ
の
季
節
、

雨
に
関
す
る
事
件
も
増
加
す
る
。今

回
は
非
常
に
や
っ
か
い
な
、い
わ
ゆ
る

「
ゲ
リ
ラ
豪
雨
」に
ま
つ
わ
る
事
件
を

お
伝
え
し
よ
う
。

　

現
場
は
屋
根
の
葺
き
替
え
工
事
を

行
う
戸
建
て
住
宅
。今
朝
の
天
気
予

報
で
も「
ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
注
意
」と
い

う
予
報
だ
っ
た
が
、朝
か
ら
天
候
も

よ
か
っ
た
た
め
予
定
通
り
工
事
を
進

め
て
い
た
。ラ
ジ
オ
の
天
気
予
報
に

も
耳
を
傾
け
な
が
ら
、こ
の
ペ
ー
ス
で

い
け
ば
一
雨
く
る
前
に
区
切
り
が
つ

け
ら
れ
そ
う
だ
と
ふ
ん
で
い
た
。

　

安
心
し
て
い
た
矢
先
、急
に
黒
い

雲
が
立
ち
こ
み
は
じ
め
た
。異
変
に

気
づ
き
急
い
で
養
生
シ
ー
ト
で
覆
い

始
め
た
が
間
に

合
わ
ず
、無
情
に

も
バ
ケ
ツ
を
ひ
っ

く
り
返
し
た
よ
う

な
豪
雨
が
降

り
始
め
た
。

雨
は
屋
内
に

も
浸
水
し
、

天
井
・
壁
・
床
・

家
具
が
水
浸
し
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。備
え
は
充
分
だ
っ
た
が
、対
応
が

間
に
合
わ
な
か
っ
た
被
害
と
し
て
、

木
耐
協
総
合
補
償
制
度
で
補
償
さ

れ
た
。

　

ゲ
リ
ラ
豪
雨
被
害
が
恐
ろ
し
い
の

は
、一
瞬
で
百
万
円
近
く
の
損
害
に

至
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。し
か
し
、近

年
こ
れ
だ
け
発
生
し
て
い
る
以
上
、

も
は
や
想
定
外
の
事
態
で
は
な
い
。

黒
い
雲
や
突
然
吹
く
冷
た
い
風
と
い

っ
た〝
予
兆
〞を
見
逃
さ
な
い
こ
と
が

非
常
に
重
要
で
あ
る
。ま
た
、豪
雨
に

も
耐
え
る
丈
夫
な
養
生
シ
ー
ト
は
、

値
が
張
る
が
、事
件
を
防
げ
る
と
思

え
ば
高
く
は
な
い
の
だ
。

Question 事務局発！耐震実務のポイント解説

『診断時における判断基準』その5

組合員の方々から木耐協事務局に寄せられる様々な相談・質問。
このコーナーでは、事例を挙げながら、事務局が解説を行ないます。

今号の
テーマ

壁を調査した際、建防協のテキストに記載のない部材が使用されていたが、
耐力はどのように評価したらよいか。質問

原則的には、壁の耐力評価はできません。
回 答

　一般診断法における壁の部材の耐力評価は、建防協の
テキスト「指針と解説編」P31に掲載されています。また、
同テキストP67～68に掲載されている精密診断法の工
法の面材も、一般診断法に使用することが可能です。
　調査時にALCパネルなどのテキストに掲載されていな
い部材が使われていた場合、木耐協では原則的に安全側
を見て耐力評価なしという考え方を推奨しています。
　例外として、部材メーカーのHP等に第三者機関等で評
価され、根拠となる数値があればその耐力を採用するこ
とが可能です。

❶ 建防協のテキストに掲載されている
　 部材かどうか確認する

❸ 上記❶❷とも該当しない場合、安全側の
　 評価として耐力「無し」と判断する

❷ 第三者機関等で耐力が評価されていないか
　 確認する
　 （大臣認定の場合：壁倍率×1.96で評価　テキストP37参照）

診断時における壁部材の判断基準

次号は屋根に太陽光パネルが載っている（またはこれから載せる）場合について解説します。ご期待ください！

News

7月号

2014年

　

今
年
の
大
相
撲
夏
場
所
は
、熱
の
入

る
な
か
な
か
面
白
い
場
所
だ
っ
た
。こ
の

後
は
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
へ
と

関
心
は
移
る
が
、現
地
の
治
安
が
心
配

だ
。最
近
は
何
か
と
世
界
中
が
渾
沌
と
し

て
き
て
い
る
気
が
す
る
。世
界
的
規
模
で

の「
安
寧
な
日
々
」っ
て
実
現
不
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
？
そ
こ
に
は
い
つ
も
弱
い
立

場
の
人
々
の
犠
牲
が
付
き
ま
と
っ
て
い

る
。や
る
せ
な
い
…
。

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ

り
、内
容
・
趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実
務

に
活
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド

レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い

程
度
に
表
現
を
変
え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法

【
保
有
す
る
耐
力
】に

つ
い
て
の
考
察

標準的に階高が
2.73ｍとあるが
どの程度の高さまで
許容できるか？

考 察

［前編］
本診断法で許容できる高さは3ｍ
程度と考えていて、3.4ｍ程度なら
このまま適用可と考える。

　ここでは高さについての質問も回答の方もしっかり
と定義付けせずに表現されている気がします。最初に
出てくる2.73ｍはいわゆる「構造階高」であり、1階で言
えば土台心から２階梁の中心までの高さを指してい
て、後の3.4ｍは構造階高なのか或いは基準法上の階
高（1FL～2FLまで）なのか明瞭でない。そして回答では
「許容できる」高さは3ｍ程度で、（従って）3.4ｍ程度な
ら（許容できる範囲なので）このまま適用しても良いと
考える、と答えています。このくだりから判断すると、基
準法上の階高が3.4ｍ位なら（誤差の範囲内として）許
容できるので、そのまま適用しても良いでしょう、…と
判読できましょう。
　そもそも、最初に出てきた2.73ｍという数字は、標準
的な木造住宅の柱材が10尺（3.03ｍ）であり、土台下端
から2階梁上までを3.03ｍとした場合に、これを土台中
心から2階梁の中心までのいわゆる「構造階高」で表す
と、ほぼ2.7ｍないし2.73ｍ程度だとして定められた高
さです。回答では、評価のバラツキ・安全率等の判断か
ら意匠階高は3.4ｍ（11尺）程度まで許容しても良い、と
したのだと思います。

Q45

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

ゲ
リ
ラ
豪
雨
へ
の
備
え
を
怠
ら
な
い
!!

降
り
始
め
る
前
の
予
兆
を
見
逃
さ
な
い
!!
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木構造の疑問・質問にお答えします！

技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス
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8月号

2014年

　

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
は
消
化
不
良
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、あ
れ
も
こ
れ

も
不
完
全
な
も
の
ば
か
り
が
目
立
っ
た
。

こ
れ
が
世
界
の
実
力
な
の
で
し
ょ
う
。こ

れ
に
め
げ
ず
明
日
か
ら
は“
本
当
の
実

力
”を
求
め
て
精
進
し
て
い
た
だ
き
た

い
。そ
れ
は
そ
う
と
、“
う
な
ぎ
”の
将
来

が
心
配
だ
。日
本
の
食
文
化
の
一
角
を
占

め
て
い
る
ウ
ナ
ギ
が
大
ピ
ン
チ
！ 

天
然

に
負
け
な
い
よ
う
な「
養
殖
う
な
ぎ
」は

実
現
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ

り
、内
容
・
趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実
務

に
活
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド

レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度
に
表
現

を
変
え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法

【
保
有
す
る
耐
力
】に

つ
い
て
の
考
察

階高3.4ｍの場合に
一般・精密Ⅰではどのように
対処すれば良い？（筋かい壁で）

910×3400と500×2700では
筋かいの（角度）傾きは
ほぼ同じですが。

考 察

［後編］

階高が3ｍを超える建物では幅910mmの筋
かい壁と幅600mmの面材壁でも、通常の（高
さの）建物に比べ性能の低下が考えられる。そ
の点を考慮して、診断では適切な安全率を考
慮することをお勧めする。

● 開催概要
日時
平成26年 9月10日（水） 13時
　　　　    ～11日（木） 12時
会場
富士Calm人材開発センター
山梨県富士吉田市新屋1400

参加費

19,440円 （税込／宿泊費・夕
朝食・テキスト代含む）

申込締め切り

平成26年8月22日（金）
※定員になり次第、締切となります

プログラムの詳細・お申込方法
は同封のご案内にてご確認くだ
さい。

　筋かい壁の傾きに着目した質問に対するものですが、
まず傾きが同程度であったとしても、「筋かい壁の水平方
向長さは900mm以上」という大前提がありますので、質
問の500×2700はそもそも却下です。
　回答部分の最後の部分では、いずれにせよ「高さ÷幅」
の比が大きくなると筋かい壁でも面材壁でも、通常の高
さの建物に比べてその性能の低下が考えられます。「診断
では適切な安全率を」ということですが、これについては
下記の2つの方法が考えられます。
①2012改訂版の解説編「精密診断法Ⅰ」P66で、表4.5(a)
の直下の註）のところに筋かい壁の場合の内法高さと幅
の比に応じた低減の方法が記されています。
②「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」2008年版（住・
木センター）のP37「構法の仕様」ではページの最下段⑤
のところで令46条及び告示1100号で与えられた耐力壁
の適用範囲について最少壁長さと階高÷幅の上限が定め
られています。
これによると【筋かい壁】では最少幅は『90cm』、階高÷幅
は『3.5以下』に対し【面材壁】では最少幅が『60cm』、階高
÷幅が『5.0以下』と定義付けされています。この②でいう
階高とは内法高さではないと判断したほうがよいと思い
ます（図参照） 。

　余談になりますが、地方や大農家等に多い長尺柱（長さ
14尺≒4.0m）の場合、通常の3尺（910mm）間隔の柱配置
であれば、たとえ筋かいが入っていてもこれを無視する必
要があるので要注意です。また、階高についての定義が不
明瞭ですが、部材上端間で決める場合等、使用目的により
使い分けがあるので要注意です。

▲マンスリーレポート2013
年10月号に昨年のダイジェ
ストを掲載！「Mokoo!」より
ご覧頂けます！

Q45

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

木耐協
あ・れ・こ・れ

寄稿

毎
年
全
国
の
組
合
員
様
に
ご
参
加
頂
い
て
い
る

「
宿
泊
技
術
研
修
会
」を
、今
年
も
富
士
山
の
麓
で
開
催
い
た
し
ま
す
。

昨
年
の
研
修
会
に
ご
参
加
頂
い
た
組
合
員
様
の

コ
メ
ン
ト
と
当
日
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

今
年
も
開
催
!!

宿
泊
技
術
研
修
会

研修所からみえる富士山の眺め

勉強会の様子

懇親会では組合員
様同士の交流を深
めて頂きました

組合員様
の声

2013年度アンケート
より
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木構造の疑問・質問にお答えします！

技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス
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9月号

2014年

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
上
空
で
民
間
航
空

機
に
悲
劇
が
起
き
た
。こ
ん
な
こ
と

が
あ
っ
て
良
い
は
ず
が
な
い
！ 
人

類
は
戦
い
無
し
で
共
存
を
で
き
な

い
の
か
？ 

主
義
主
張
・
宗
派
…
？ 

何
と
も
さ
び
し
い
。い
つ
か
ら
戦
い

の
途
切
れ
な
い
世
界
が
続
い
て
い

る
の
か
？ 

こ
れ
が
現
実
か
！

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を

め
ぐ
り
、内
容
・
趣
旨
を
確
認
し

日
々
の
実
務
に
活
か
し
て
参
り
ま

し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ア
ド
レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く

だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程

度
に
表
現
を
変
え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法

【
保
有
す
る
耐
力
】に

つ
い
て
の
考
察

建基法では（耐力壁の）
組合せに制限がありますが、
耐震診断では軸組、外壁、内壁の
組合せに制限はないのか？ 

考 察

建基法で制限されている組合せに関しては、そ
れに準じて扱います。（耐震診断では）それぞれ
の（部材=耐震要素の）強度が発現できるように
納まっていれば、（取付く位置の）制限はありませ
ん。しかしながら、異種の面材の重ね張りのよう
な場合は、２層目（柱から遠い方）の面材が軸組
に有効に取り付けられていないときには、軸組に
最も近い面材の方だけを採用する等、実状に即
した配慮が必要です。

  「建基法による制限」とは具体的には、「施行令46条」に
基づく（耐力壁の）組合せを指しているものと思います。
　ここには①土塗壁、②筋かい、③木ずりその他これに類
する壁を柱の片面又は両面に打ち付けた壁、④前述各要
素を（上限5とする範囲内で）併用で組み合わせたり、タス
キで用いたりとするもの、⑤更にこれらと同等以上の耐力
を有するものとして、大臣が定めた構造方法又は大臣の
認定を受けたもの…が含まれています。
　これに対して、「耐震診断」上では、（耐震診断の基本的
立場⇨「目的と基準」から）そこに存在する有効な耐震要
素は全てカウントして集計し、倒壊の有無の判断材料と
する。…そのために制限はかけない。と言っているものと
思われます。この場合回答では、但し書き以降で、面材の
２重張りを例に挙げて注意喚起しています。（図参照）
　ここで注目すべきは、たとえ「２重張り」のケースでも、
柱から遠い方の面材が［軸組］（柱材）に対して有効に取付
いていれば、その面材も耐力要素としてカウントして良い
との意思を言外に表していることです。つまり実状により
けりとの前提はありますが、「有効な取付け」とみなせれば
「２重張り面材の両方とも」耐震要素とカウントしても良

いことになります。これはこれまでになかった踏み込んだ
判断だと思います。
　私たちは一貫して、「２重張り」の柱から遠い方の面材
［面材3］は【無視】する立場をとってきていますが、その点
画期的な判断が示されたと考えます。
　逆に、その判断は我 「々診断者」に委ねられたことにな
りますので、責任は重大です。回答で述べている原則は全
く間違っているものではないと小生も思いますが、私たち
に課せられた課題は、（有効かそれとも無効かの）判断根
拠をどうやって示せば良いのかということでしょう。実例
も何もないので、今後の検討事項かも知れませんが考え
ようによっては難題を突き付けられたようなものです。
　当面はこれまで通りの方針維持（「２重張り」の柱から
遠い方の面材は無視）とし、周囲の環境（行政・研究機関側
の新たな知見等）の変化を待つべきでしょうか？

Q45
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

［面材3］
［面材3］

［面材1］ ［軸組］

［面材2］

今
月
の
事
件
簿
★
木
耐
協
24
時

「
中
古
住
宅
購
入
で
、

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
が
受
け
ら
れ
な
い
!?
」

　

今
回
は
、組
合
へ
の
ク
レ
ー
ム
で
は

な
い
が
、注
意
し
た
い
話
を
紹
介
す

る
。〝
耐
震
基
準
適
合
証
明
書
〞と〝
住

宅
ロ
ー
ン
減
税
〞の
話
で
あ
る
。

　

事
務
局
に
は
、Ｈ
P
を
見
た
消
費

者
か
ら「
中
古
住
宅
を
購
入
し
た
の

で
、〝
耐
震
基
準
適
合
証
明
書
〞を
も

ら
っ
て
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
を
受
け
た

い
」と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
、毎
月
少

な
か
ら
ず
入
っ
て
く
る
。し
か
し
、ほ

と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
が
居
住
を
始
め
て

し
ま
っ
て
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
で
あ

り
、住
宅
ロ
ー
ン
減
税
を
受
け
る
に

は
手
遅
れ
の
状
態
に
あ
る
の
だ
。説

明
す
る
と
消
費
者
は
当
然
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
、「
そ
ん
な
こ
と
は
不
動
産
会

社
か
ら
言
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
」と
怒

り
を
あ
ら
わ
に
す
る
。な
ぜ
か
事
務

局
員
が
謝
る
こ
と
も
度
々
で
あ
る
。

　

中
古
住
宅
購
入
に
際
し
て
住
宅
ロ

ー
ン
減
税
を
受
け
る
た
め
に
は
、こ
れ

ま
で
は
売
主
側
で
耐
震
改
修
を
行

い
、売
主
名
義
で
耐
震
基
準
適
合
証

明
書
を
取
得
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ

た
。し
か
し
、平
成
26
年
度
税
制
改
正

に
よ
っ
て
要
件
が
見
直
さ
れ
、住
宅

購
入
後
に
買
主
が
耐
震
改
修
を
行
う

場
合
で
も
、居
住
開
始（
住
民
票
の
移

動
）ま
で
の
間
に
耐
震
基
準
適
合
証

明
書
を
取
得
し
て
い
れ
ば
住
宅
ロ
ー

ン
減
税
が
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
も
で

き
た
の
で
、ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
。

　

皆
さ
ん
も
住
宅
購
入
希
望
者
や
不

動
産
事
業
者
と
の
や
り
取
り
が
あ
る

こ
と
と
思
う
。し
っ
か
り
と
制
度
を
理

解
し
て
、お
客
様
が
満
足
す
る
提
案

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

Question 事務局発！耐震実務のポイント解説

『診断時における判断基準』その7

組合員の方々から木耐協事務局に寄せられる様々な相談・質問。
このコーナーでは、事例を挙げながら、事務局が解説を行ないます。

今号の
テーマ

老朽度調査の「存在点数」のチェックの付け方を教えてください。質問

対象建物で調査を行った項目をチェックします
回 答

　老朽度の調査は、2012年改訂版解説編のP51表3.8のチェックシート（図）を用い、現地で調査した部位の存
在点数にチェックを入れます。該当項目の合計が「存在点数」となり、下記式にて劣化低減係数を算出します。

　なお、2012年改訂版では調査
を行っていない箇所は存在点数
に加算できません。そのため、
2004年版に比べると低減係数が
厳しくなる場合があります。

いいいいいいいいいいいいい。

次号は劣化低減係数を決める「劣化点数」の判定について解説します。

News

「
耐
震
基
準
適
合
証
明
書
」と

「
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
」の
制
度
を
再
確
認
！

劣化低減係数＝{１－（劣化点数／存在点数）}



安斎先生技術通信の

木構造の疑問・質問にお答えします！

技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス

安斎正弘
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10月号

2014年

今
月
の
事
件
簿
★
木
耐
協
24
時

「
事
故
原
因
は〝
経
験
不
足
〞!?
」

　

今
月
の
現
場
は
、と
あ
る
飲
食
店

の
全
面
改
装
工
事
。工
事
は
順
調
に

進
み
厨
房
の
配
管
設
備
ま
で
施
工

を
終
え
た
翌
日
、そ
れ
は
起
き
た
。

　

朝
一
番
で
現
場
に
到
着
し
た
職

人
が
店
舗
の
ド
ア
を
開
け
る
と
、一

面
水
浸
し
。昨
日
設
置
し
た
配
管

が
水
漏
れ
を
起
こ
し
、ホ
ー
ル
に
ま

で
水
が
達
し
て
い
た
。

　

原
因
は
給
排
水
管
ジ
ョ
イ
ン
ト

部
分
の
施
工
が
緩
い
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
施
工
を
担
当
し
た
の
は
、現
場

経
験
の
浅
い
職
人
。熟
練
の
職
人
が

付
き
添
い
な
が
ら
の
施
工
だ
っ
た

が
、運
悪
く
そ
の
職
人
が
一
人
で
施

工
し
て
い
た
箇
所
か
ら
漏
水
し
て

い
た
。

　

お
客
様
に
は
誠
心
誠
意
謝
罪

し
、本
来
の
工
期
を
守
り
営
業
再
開

日
に
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
、お
許

し
い
た
だ
い
た（
復
旧
費
用
は
木
耐

協
総
合
補
償
制
度
で
補
償
さ
れ
ま

し
た
）。

　

連
日
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い

る
建
設
業
界
の
人
手
不
足
。そ
の

結
果
、経
験
の
浅
い
就
業
者
が
増

加
し
、経
験
不
足
・
知
識
不
足
か
ら

事
故
に
つ
な
が
る
こ
と
が
増
加
し

て
い
る
。対
物
の
事
故
だ
け
で
な

く
、職
人
自
身
が
ケ
ガ
を
負
う〝
労

災
事
故
〞も
増
え
て
い
る
。労
災
保

険
だ
け
で
な
く
、民
間
の
傷
害
保

険
で
こ
う
し
た
リ
ス
ク
に
備
え
る

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

Question 事務局発！耐震実務のポイント解説

『診断時における判断基準』その8

組合員の方々から木耐協事務局に寄せられる様々な相談・質問。
このコーナーでは、事例を挙げながら、事務局が解説を行ないます。

今号の
テーマ

老朽度調査の「劣化点数」のチェックの付け方を教えてください。質問

調査の結果、劣化事象として
不具合が認められ、
構造耐力に支障があると
判断される項目を劣化点数とします。

回 答

　老朽度の調査については、『2012年改訂版 解説編』の
P51表3.8のチェックシートに「劣化事象」が記載されて
います。劣化判断で重要視すべきは「現時点で老朽化し
ている」、または「建物の強度に今後大きな影響を与える
ような劣化事象」であるかです。劣化低減係数は建物全
体にかかる低減係数であることを忘れずに、適切な評
価・判断を行うことが望ましいといえます。

いいいいいいいいいいいいい。

次号は「基礎のひび割れ（ランク）」について解説します。ご期待ください！

News

　

広
島
の
豪
雨
に
よ
る
土
砂
災
害
に
は
目

を
覆
い
た
く
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。何
故
こ

ん
な
に
も
の
犠
牲
が
…
。温
暖
化
の
影
響

で
こ
れ
か
ら
は
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
危
惧

が
あ
る
。災
害
の
予
知
と
事
前
情
報
、危
険

度
の
高
い
地
域
の
開
発
の
規
制
、そ
し
て

早
急
に
求
め
ら
れ
る
災
害
防
止
技
術
の
進

歩
等
々
、課
題
は
山
積
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。人
類
は
ど
こ
ま
で
自
然
と
対
峙
で

き
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ

り
、内
容・趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実
務
に

活
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド

レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文

章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度
に
表
現
を
変

え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法【
保
有
す
る
耐
力
】に

つ
い
て
の
考
察

基準に明示されていない壁は
「不明壁」として扱うか、
それともゼロと見なすのか？
また、2004年版にあった
「硬質木片セメント板」
「フレキシブル板」
「石綿パーライト板」
「石綿ケイ酸カルシウム板」
「炭酸マグネシウム板」
「パルプセメント板」
「シージングボード」は
2012年版では
ゼロと見なすのでしょうか？

仕様が明確なら「不明壁」とは扱わず、
2004年版を参考として評価して良い。
ただし、「診断専用」とする壁も含まれて
いる為適切に判断してください。

考 察
  「A」については特に考察解説の余地はないと思いま
すが、2004年版にあって2012年版でなくなっている
上記「Q」の各要素は、2012年版の「一般診断」（P31.表
3.2）のことと思います。しかし「精密1」の外壁の要素
基準耐力等（P67表4.6）をみると、上記のうち「硬質木
片セメント板」「フレキシブル板」「石綿ケイ酸カルシウ
ム板」「シージングボード」は残っていると考えて良い
でしょう。ただしこれらの仕様について2012年版では
いずれも「四周打ち＝直張り」という条件が明白である
ことに注意する必要があると思います。2004年版の
一般ではそれらの仕様が明白ではありませんが、そこ
に示されている壁強さ倍率と、精密1の壁基準耐力と
を照合するとその仕様が見えてきます。従って、回答
にあるように「仕様が明確」ならば、2004年版のこれ
らに与えられている値を参考にして対処しても良さそ
うです。

Q49

考 察

要素（壁）基準耐力について、
精密1の数値をそのまま
一般で使用して良いか？

使用してよい。

　一般診断は、「精密診断」を基にして広く普及を
目指し簡略化されたものと考えれば、精密で用い
る数値を一般で使用するのには支障はないと言
えるでしょう。またＱの基準耐力の「要素」と「壁」
の使い分けは、「要素」は軸・柱両面の面材それぞ
れ個々の耐力部材を指し、「壁」の場合はそれぞれ
の要素を加算した壁単位の耐力部材を指す、と理
解してください。

Q47
48

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

基礎の劣化サンプル

経
験
不
足
を
リ
ス
ク
と
捉
え
よ
!!

傷
害
保
険
へ
の
加
入
も
検
討
!!



安斎先生技術通信の

木構造の疑問・質問にお答えします！

技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス

安斎正弘
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11月号

2014年

今
月
の
事
件
簿
★
木
耐
協
24
時

「
お
客
様
に
伝
わ
る〝
見
積
書
〞に

な
っ
て
い
る
か
?!
」

　

ケ
ー
ス
と
し
て
多
く
は
無
い
が
、

組
合
員
が
お
客
様
へ
提
出
し
た
見

積
書
の
内
容
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
も
入
っ
て
く
る
。現
場
を
見
て
い

な
い
事
務
局
と
し
て
見
積
内
容
の

詳
細
に
つ
い
て
答
え
る
事
は
出
来

な
い
が
、先
日
の
ケ
ー
ス
で
は
言
葉

に
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
れ
は
、70
万
円
程
の
耐
震
改

修
工
事
の
見
積
が『
一
式
』と
い
う

表
記
だ
け
で
片
づ
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。そ
れ
を
見
た
お
客
様
に

疑
問
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

お
客
様
か
ら
は「
こ
の
会
社
に
は

工
事
を
お
願
い
し
ま
せ
ん
が
、事
務

局
に
は
お
伝
え
し
て
お
い
た
方
が

良
い
か
と
思
い
ま
し
て
」と
い
う
事

で
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
形
だ
。

　

担
当
組
合
員
は
、案
件
が
立
て

込
ん
で
い
る
中
で
つ
い『
一
式
』表

記
を
し
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
だ

が
…
。せ
っ
か
く
の
工
事
受
注
の

機
会
に
、逆
に
信
用
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
今
回
の
ケ
ー
ス
。安
心
し

て
工
事
を
お
任
せ
い
た
だ
く
た
め

に
提
出
す
る
見
積
書
。内
容
が
伝

わ
ら
な
い
見
積
で

は
話
に
な
ら
な
い

ど
こ
ろ
か
、近
隣
に

も
悪
い
噂
が
広
ま

っ
て
し
ま
う
の
で

注
意
し
た
い
。

Question 事務局発！耐震実務のポイント解説

『診断時における判断基準』その9

組合員の方々から木耐協事務局に寄せられる様々な相談・質問。
このコーナーでは、事例を挙げながら、事務局が解説を行ないます。

今号の
テーマ

無筋基礎の「軽微なひび割れ」とはどのような状態でしょうか。質問

基礎の床下換気口廻りに生じる、
ひび割れ幅0.3mm程度を超える幅が該当します。

回 答

  「2012年改訂版 木造住宅の耐震
診断と補強方法」の[資料編]P123
下方に記載されている定義は、「軽
微なひび割れのある無筋コンクリ
ート基礎とは、床下換気口隅角部に
0.3mm程度以下のひび割れが発
生していて、基礎全体は健全であ
る状態」と記載されています。
　基礎のひび割れの有無は、評点
を算出する上で耐力低減に関わる
大切な要素となりますが、安易に

「ひび割れが生じている」と評価す
ると、基礎のランクが最低の「ラン
クⅢ」となり、補強箇所が増大する
可能性があります。
　前回の劣化点数の解説にも類
似の表現を用いましたが、基礎の
ひび割れが部分的な場合は、ひび
割れが生じている影響範囲のみ基
礎ランクを下げるなど、診断者が
適切な評価を行うことが望ましい
といえます。

次号は「診断時における判断基準（その１～９）の総まとめ」を解説します。ご期待ください！

News

　

久
し
ぶ
り
に
開
業
医
に
予
約
の
電

話
を
入
れ
た
。「
お
名
前
を
フ
ル
ネ
ー
ム

で
お
願
い
し
ま
す
」。「
は
い
、ア・ン・
ザ
・

イ
…
」電
話
の
先
で
復
唱
す
る
。「
ハ
・

ン・
ザ
・イ
…
」？ 

「
違
い
ま
す
！
ハ
ン
ザ

イ（
犯
罪
）で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〝
ア
〞で

す
。〝
ア
〞…
」。あ
〜
ぁ
。

　

こ
ち
ら
の
発
音
が
悪
い
の
か
、は
た

ま
た
相
手
の
耳
が
悪
い
の
か
。皆
さ
ん

ど
う
思
い
ま
す
？ 

私
も「
入
れ
歯
」だ

し
な
〜
。で
も
ま
だ
23
本
残
っ
て
い
る

そ
う
で
、「
8
0
2
0
」を
狙
お
う
か
な
。

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ

り
、内
容
・
趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実
務

に
活
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ア
ド
レ
ス
か
ら
直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

文
章
か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度
に
表
現
を

変
え
て
い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法

【
保
有
す
る
耐
力
】

に
つ
い
て
の
考
察

階高が高く筋かいが柱の途中に
取り付いている場合があります。
この場合筋かいの耐力は評価できますか？ 
筋かいにより柱が折れる恐れがあります。従
って無条件に「高さ補正」だけでの評価はで
きません。個別に検討する必要があります。

考 察
  「個別に検討」とありますが、基本的には評価しては
いけないし、またこのような状態をそのまま放置する
のも如何かと思います。（評価してもしなくても、そこ
に存在する限り何らかの荷重を負担し、柱に悪影響
を与えるのは明ら
かだからです）。む
しろしっかりと危
険性を説明して撤
去し、代わりに有
効な別の補強を
提案すべきだと考
えます。
  「方杖」を受ける
柱は「筋かい」より
も更に大きな水平
力を受ける危険性
が増すので、「個別
の検討」とは例え
ば「添え柱」の存否
が問われるという
ことではないでし
ょうか？

Q50

考 察

考 察

「木やせ」はどう考えれば
良い？（公称サイズを満たさない場合）

構造用合板を「横使い」した場合、
「縦使い」と同様の評価で良い？

公称値に近い木やせは公称値で評価し
て良い。

釘の種類や釘ピッチ等の仕様が同じであ
れば同様の評価で結構です。

　特に記すことなし。（「木やせ」は想定内だとい
うことでしょう）。

　構造用合板に限らず言えることだと思います。
基本的に「面材」の性能（つまり評価）は柱・横架材
等に止めつけられる「釘・ビス」等の性能で決まる
ので、張り方が縦か横には依存しないと考えてよ
いと思います。

Q51

Q52

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

イメージ写真

見
積
書
は
大
事
な
営
業
マ
ン
！

お
客
様
に
伝
わ
る
内
容
に
す
る
!!



安斎先生技術通信の

木構造の疑問・質問にお答えします！

技術的なご相談はこちらへ！⇨ mail question@mokutaikyo.com ☎03・6261・2040（木耐協事務局）

福島県生まれ。木耐協設立
当初から技術顧問として組
合員の指導や技術開発を
行う。2007年国土交通大
臣表彰。趣味は社交ダンス

安斎正弘
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二
十
歳
前
後
の
若
い
頃
、「
地
球
と
か
人
類

と
か
の
絶
滅
」を
空
想
・
妄
想
し
た
記
憶
が
あ

る
。そ
の
幾
つ
か
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
、【
細
菌
・

ウ
ィ
ル
ス
】が
あ
っ
た
と
覚
え
て
い
る
。「
エ
ボ

ラ
出
血
熱
」が
西
ア
フ
リ
カ
を
中
心
に
猛
威
を

振
る
っ
て
い
る
が
、他
地
域
へ
の
飛
び
火
の
ニ

ュ
ー
ス
に
世
界
中
が
震
撼
し
て
い
る
。犠
牲
者

を
悼
み
つ
つ
、こ
れ
以
上
の
犠
牲
者
を
く
い
止

め
一
刻
も
早
く
解
決
し
て
欲
し
い
と
願
う
ば
か

り
で
す
。

　

さ
あ
、今
月
も
こ
の
回
答
集
を
め
ぐ
り
、内

容
・
趣
旨
を
確
認
し
日
々
の
実
務
に
活
か
し
て

参
り
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
建
築
防
災
協
会
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

文
章
は
、下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
か
ら

直
接
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
注
：
紙
面
の
都
合
H
P
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
章

か
ら
、趣
旨
を
外
さ
な
い
程
度
に
表
現
を
変
え
て

い
ま
す
。〉

「
2
0
1
2
年
改
訂
版 

木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」の

質
問・回
答
集
の
確
認

◎
今
号
の
テ
ー
マ

一
般
診
断
法

【
保
有
す
る
耐
力
】に

つ
い
て
の
考
察

母屋下がりや車庫部分で、
横架材内法間距離が小さい（例：1800程度）場合の

「壁基準耐力と剛性」の評価はどのようにしたら良いか？

指針編P116にあるように高さが低い場合は耐力・剛性ともに上がる傾向にありま
すが、「一般・精密1」では考慮していません。偏心率の計算においては、実際に存在
する部材の剛性も重要な要素であるため、一概に無視して良いというものではあ
りませんので、実況に応じて危険側とならないよう適切にご判断ください。

考 察
　P116の解図5.6を指していると思いますが、グラフの横軸が高さを示していて、グラフは全体として「左上がり」
なので、高さが低いと低減の程度が小さい、つまり耐力・剛性とも高くなる傾向にあるようです。質問のように高さ
が1800程度の場合、通常の柱（3030〜3000程度）の内法高は約2800程度と仮定すると、2つのグラフより、いず
れも許容できるブレとして考えられている可能性があります。また、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」
（2008年版）のP60でも、壁高さが低いと、同じ壁倍率でも剛性が高くなるので「要注意」としつつも、「階高の半分
程度以上まで」なら他と比べて(大きく)異なるようなことはないので、「そのまま扱っても問題ない」との趣旨を記
しています。その様な訳で、ここでは精度の高い「精密2以上」では、適切な判断を求める、かも知れませんが「一般・
精密１」程度は安全率の範囲内ということだと思います。
　実務的には診断を電算処理するときに、特定の壁について容易に、基準耐力と基準剛性とを分けて入力できる
なら、してはダメとは言えません。ただその場合はP116の上の解図5.5の中の、Ⅴの線の傾きを以って「剛性」とし
ていて、高さが低い場合でも壁の耐力は基本的にほぼ同じで変形のみ小さいとの仮定から、Ⅴの線は更にタテ線
に近づき小さな傾きとなり結果的に剛性がアップすることを読み取り、適切に判断できる方はそのような操作に
より評価し直すことは許容されるということなのだと思いますので、限られた人しか応用できないのではないでし
ょうか。この解図5.5のものと異なる高さのテストピースを使って同じような実験結果を求めないと正確には判ら
ないと思います。

Q53
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wquest.html

Question 事務局発！耐震実務のポイント解説

『診断時における判断基準』その10

組合員の方々から木耐協事務局に寄せられる様々な相談・質問。
このコーナーでは、事例を挙げながら、事務局が解説を行ないます。

今号の
テーマ

診断時における判断基準（その１〜９）の総まとめ

　3月号から掲載してきた「診断時における判断基準」シリーズの総まとめとして、それぞれのテーマとそのポイントをま
とめました。詳細は組合員様専用HP『Mokoo!』にある、マンスリーレポートのバックナンバーにてご確認ください。

筋かいの取りつき方と
その評価

その１
（3月号）

「筋かい端部が柱・横架材（梁・土台）に隙間なく接して
いる場合」のみとし、途中で止まっているような筋かい
は評価しない。

テーマ ポイント

土塗りと筋かいの
組み合わせ耐力

その2
（4月号）

筋かいの影響で土塗り壁の断面が欠損する場合、土塗
壁の塗り厚を配慮する。土塗厚は40mm未満は耐力評
価できないため要注意。

コンクリートテストハンマー
数値の読み方

その3
（5月号）

打撃時に表示される「反発度」を読み取り、強度早見表「←
（±０）」の数値を推定強度とする。化粧モルタルの上から
測定すると、コンクリートの強度ではないため要注意。

筋かいが確認できなかった
場合の評価

その4
（6月号）

確認できない場合は原則として「筋かい無し」として評
価する。また、経験則からの「推定筋かい」とする場合は
依頼者へその旨を説明する。

テキストに記載のない
壁部材の評価

その5
（7月号）

記載がない場合は原則として壁の耐力評価は行わな
い。例外として、第三者機関等で壁倍率を取得している
部材は評価が可能。（壁基準耐力＝壁倍率×1.96）

太陽光パネルが載っている
場合の建物重さの評価

その6
（8月号）

重量が加算された評価を計算に反映させる。建物の重
さを１ランク上げる。又は、補強時に太陽光パネル・架台
の重量分の余力を持たせた設計を行う

老朽度調査における
「存在点数」のチェック方法

その7
（9月号）

調査対象部位が「存在」し、かつ「調査を行った」場合に
存在点数としてカウントする。（調査していない・できな
い場合は存在点数に含めない）

老朽度調査における
「劣化点数」のチェック方法

その8
（10月号）

構造耐力上支障がある（建物全体に影響がある）と判断
される項目を劣化とするため、不具合の事象が軽微な
ものは劣化として判断しない。

無筋基礎の「軽微なひび割れ」
における評価

その9
（11月号）

軽微なひび割れとは「床下換気口廻りに生じる0.3mm
程度以下」のこと。0.3mmを超えると「ひび割れ」と評価
するが、基礎のランクが【Ⅲ】となるので適宜判断する。

次号から「補強工事における注意点」を解説します。ご期待ください！


