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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

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


