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Philippine
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ルテ大統領領の指示の報報道 
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New CHB construction in the Philippines フィリピンの新 CB 造 

② フィリピンの（提案 I, II に対する）新補強コンクリートブロック造設計・施工指針

（案） 

(Draft) Guideline for  

New Reinforced Concrete Hollow Block 

(CHB) Construction in the Philippines 

(for Proposals I and II) 

 

Scope 

・ This guideline shall be used for 

buildings of reinforced concrete hollow 

block (CHB) construction not exceeding 

three stories, except the basement. 

 

Foundation 

・Bearing wall lines shall be supported by 

reinforced concrete (RC) or equivalent 

continuous foundation. 

・The width of the foundation wall shall 

not be less than the thickness of the 

bearing wall. 

 

Bearing Wall 

・ Bearing walls shall be installed in 

balance horizontally and vertically.  

・Bearing walls shall be composed of CHB 

that shall not be less than 0.15m in 

thickness. 

・The gross compressive strength of CHB 

unit shall be no less than 6N/mm2 

(870psi). 

・The height of bearing walls between the 

top and bottom supports shall be less 

than 3.3m.  

フィリピンの 

（提案 I, II に対する） 

新補強コンクリートブロック造 

設計・施工指針（案） 

 

適用 

・本指針は、地階を除く階数が 3 以下の補強コ

ンクリートブロック造の建物に適用する。 

 

 

 

基礎 

・耐力壁線は RC または同等の布基礎によっ

て支持されること。 

・基礎の立ち上がり部分の幅は耐力壁の厚さ

以上とする。 

 

 

 

耐力壁 

・耐力壁は平面的にも立面的にもバランスよく

配置する。 

・耐力壁に用いる空洞コンクリートブロックの厚

さは 0.15m 以上とする。 

 

・ブロックユニットの全圧縮強度は 6N/mm2 

(870psi)以上とする。 

 

・耐力壁の頂部と底部の支持点間の高さは最

大 3.3m とする。 
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・The bottom of bearing walls shall be 

supported by foundations or floor slabs, 

and the top of the bearing walls shall be 

supported by either floor slabs, roof slabs 

or continuous bond beams.  

・The bearing walls of the 1st story shall 

be placed on the continuous foundation or 

on the bearing walls of the basement. 

・The bearing walls shall be placed no less 

than 1/3 of each bearing wall line. 

・The bearing walls of the upper story 

shall be on the bearing wall lines of the 

lower story. 

・The bearing wall lines shall be placed no 

more than 8m apart in X and Y 

directions.  

・The wall ratio of each story for X and Y 

directions shall not be less than the value 

shown in the Table below, where the wall 

ratio is the sum of the horizontal 

sectional area of bearing walls divided by 

the floor area of the story concerned. For 

the bearing wall that is inclined θ from X 

or Y direction, the horizontal sectional 

area shall be multiplied by cos2θ.  

Table: Wall ratio of the story 

Single story 2 story buildings 

buildings 1st story 2nd story 

1.20% 2.76% 1.46% 

 

3 story buildings 

1st story 2nd story 3rd story 

4.32% 3.20% 1.70% 

 

 ・The bearing walls shall be reinforced 

・耐力壁の底部は基礎または床スラブで支持

され、耐力壁の頂部は床スラブ、屋根スラブま

たは連続している結合梁で支持されること。 

 

 

・1 階の耐力壁は RC の布基礎または地下階

の壁の上に配置する。 

 

・耐力壁は各耐力壁線について、その耐力壁

線の長さの 1/3 以上配置する。 

・上階の耐力壁は下階の耐力壁線の上に配

置する。 

 

・耐力壁線は X, Y 方向とも 8m 以上離れない

ように配置する。 

 

・各階の壁率は X, Y 方向それぞれ次の表の

値以上とし、ここで壁率は耐力壁の水平断面

積の和をその階の床面積で除したものであ

る。X, Y 方向からθ傾いた耐力壁に対しては、

その断面積に cos2θ を乗じる。 

 

 

 

 

表：各階の壁率 

平屋の 2 階建の建物 

建物 1 階 2 階 

1.20% 2.76% 1.46% 

 

3 階建の建物 

1 階 2 階 3 階 

4.32% 3.20% 1.70% 

 

・耐力壁は、耐震壁としても挙動するように縦
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by horizontal and vertical rebars, so that 

they can behave as shear walls.  

・The rebars shall be D10 or larger that 

are spaced horizontally as well as 

vertically no more than every 0.6m. It is 

recommended that the rebars at the end 

of walls and around openings are D13 

equivalent or larger. 

・The vertical rebars shall be continuous 

from the bottom to the top of walls. 

・All reinforcement shall be covered by 

concrete or cement mortar no less than 

30mm in thickness. The thickness may 

include the thickness of face shell or web 

of CHB units. 

 

Floor 

・The floors shall be constructed with RC 

or equivalent slabs that can transmit 

lateral forces to bearing walls as the 

diaphragms. 

・ In case there is no diaphragm, a 

continuous bond beam shall be provided. 

横筋によって補強すること。 

 

・補強筋は D10 以上とし、その間隔は縦横とも

0.6m を超えないこと。壁の端部と開口周囲の

補強筋は D13 以上を用いるのが望ましい。 

 

 

 

・縦筋は壁の下部から上部まで連続しているこ

と。 

・補強筋のコンクリートまたはモルタルによる被

り厚さは 30mm 以上とすること。被り厚さには

CB ユニットのフェイスシェルまたはウエブの厚

さを加えることができる。 

 

 

床 

・床はダイヤフラムとして水平力を伝達できる

RC スラブまたはそれと同等の構造とすること。 

 

 

・ダイヤフラムのない場合は、連続する結合梁

（臥梁）を設けること。 

 

 

③ フィリピンへの CHB 工法の提案 

Proposal of new CHB construction in the 

Philippines 

 

Proposal I: Improved Japanese 

conventional construction  

Conventional Japanese reinforced CHB 

construction (390×190×150mm unit) will 

be improved maintaining the merits of 

the construction.  

フィリピンへの CHB 工法の提案 

 

 

提案 I：日本の在来工法の改善工法 

 

日 本 の 在 来 補 強 CB 造 （ ユ ニ ッ ト

390×190×150mm）の長所を残し、短所を改

良する。 
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4. Merits of conventional CHB 

construction are: 

a) Reinforced CHB walls act as 

bearing walls and shear walls. 

Therefore, no column is required. 

b) Joint mortar depth is 10mm. Then 

faces of walls look beautiful and no 

mortar finishing to walls may be 

required. 

c) All hollows of CHB unit may not be 

filled with grout. 

d) CHB units can be piled without 

lifting them up to the top of vertical 

rebars. 

5. Demerits of conventional CHB 

construction are: 

a) Bond beams that are wider than 

wall thickness stick out from the 

walls. 

b) Construction of bond beams is 

difficult. 

c) Intersections of walls and fringes 

of openings need to be cast with 

concrete. 

6. In order to overcome these demerits, 

improvements will be made as 

follows. 

a) CHB units for bond beams and 

lintels will be used, then the 

construction of bond beams and 

lintels becomes simpler. 

b) Cutting some parts of face shells 

and webs makes the construction 

easier at intersections of walls and 

fringes of openings. 

4. 在来 CB 造の長所は、 

a) 補強 CB 造の壁は耐力壁かつ耐震

壁として働くので、柱は不要である。 

 

 

b) モルタル目地の厚さは 10 ㎜で、見た

目も美しく、モルタル仕上げを省略するこ

とができる。 

 

c) すべての CB ユニットの空洞をグラウト

で充填する必要はない。 

d) 縦筋を設置した後、CB ユニットを持ち

上げることなく積むことができる。 

 

5. 在来 CB 造の短所は、 

a) 臥梁の幅は壁厚より厚いので、壁面

より飛び出す。 

 

 

b) 臥梁の施工が難しい。 

 

c) 壁と壁の交差部や開口部周囲にコン

クリートを打設する必要がある。 

 

6. 上記のような短所なくするため、次のよう

な改良を行う。 

7.  

a) 臥梁ユニットを用い、臥梁や「まぐさ」

の施工を簡略化する。 

b)  

 

c) 壁の交差部や開口周囲においてフェ

イスシェルやウエッブを切断すること

によって、その部分の施工を簡略に

する。 
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c) Firm foundation is realized using 

CHB units. 

 

Proposal II: New construction using new 

CHB units 

New construction using new CHB units 

(400×200× 150mm ) has features as 

follows: 

1. Running bond as well as stack bond 

can be possible without lifting CHB 

units up to the top of vertical rebars. 

2. CHB units can be piled without joint 

mortar. Gout will be filled after 

several rows of units are piled. 

 

3. Between upper and lower CHB units, 

cylindrical plastic splines are 

inserted, that restrict the out of 

plane movement of units. The splines 

will also be   used to adjust the 

plumb line of walls. 

4. The stiffness and strength of floor 

slabs can be increased against 

vertical loads using CHB units for 

bond beams with horizontal rebars. 

5. Reinforced concrete slabs without 

form work can be possible. 

6. CHB units for bond beams can be 

used to make firm continuous 

foundation that reduce the form 

work for foundation. 

c) CHB ユニットを用いた堅固な基礎を採

用する。 

 

提案 II：新 CB ユニットを用いた新工法 

 

新しい CB ユニット（400×200×150mm）による

新工法には次のような特徴がある。 

 

1. CB ユニットを縦筋の上端まで持ち上げる

ことなく、芋目地も破れ目地も可能であ

る。 

2. モルタルを用いずに CB ユニットを積み上

げることができる。数段ユニット積み上が

った後にグラウトを充填する。 

 

3. CB ユニットを配置する際に、円柱プラス

チック棒（やとい実）を挿入し、ユニットの

面外移動を防ぐ。やとい実は、その位置

を調整することによって、面外の傾斜を修

正する。 

 

4. 臥梁用 CB ユニットを用い横筋を配置す

ることによって、床スラブの鉛直荷重に対

する強度と剛性を高めることができる。 

 

5. 型枠を用いない RC スラブが可能である。 

 

6. 臥梁用 CB ユニットを用いた堅固な布基

礎を採用することによって基礎の型枠工

事が減少する。 
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④-１ 提案Ⅰ（日本の在来工法の改善工法） 
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④-２ 提案Ⅰ（臥梁とまぐさ用 CB ユニット） 
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④-３ 提案Ⅰ（スラブ端部用 CB ユニット） 
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⑤-１ 提案Ⅱ（破れ目地１５） 
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⑤-２ 提案Ⅱ（破れ目地２０） 
④  
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⑤-３ 提案Ⅱ（臥梁とまぐさ） 
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⑤-４ 提案Ⅱ（芋目地・破れ目地用 CB ユニット） 
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⑤-５ 提案Ⅱ（臥梁とまぐさ用 CB ユニット） 
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⑤-６ 提案Ⅱ（ＣＢスラブ用ユニット） 
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⑥-１  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



296 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



297 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



298 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



299 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



301 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



302 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



303 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



304 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



305 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



306 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



307 
 

⑥-２ 
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（作成：石山） 
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（２）提案に基づく設計例 

① モデル住宅 

図 6-4-1 に示す 2 階建てブランを若干アレンジして、設計例のモデルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 6-4-1 設計例モデル 
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② 構造規定の確認 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方向
建物
高さ

建物幅
アスペ
クト比

Hc βB

H(m) B(m) 1.15B

Ｘ方向 5.4 4.3 1.26 4.95 1.00

Ｙ方向 5.4 7.2 0.75 8.28 1.00

（ⅱ）床面積 2階 23.24 ㎡

1階 23.24 ㎡

計 46.48 ㎡

（ⅲ）階高 2階 2.55 ｍ

1階 2.55 ｍ

（ⅳ）ブロック基本寸法 長さ 400 mm

高さ 200 mm

厚さ 150 mm

（ⅴ）ブロック積み高 2階 2.40 ｍ

1階 2.40 ｍ

（ⅵ）水平構面の構造 屋根 RCスラブ t=200

2階床 RCスラブ t=200

1階床 布基礎＋ＲＣスラブ t=200

（ⅰ）建物全体の高さ、幅

目地含む

目地含む
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③ 地震力の検討 

   

ア 建物重量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

階 部位 仕様 単位重量

(㎡） (kN/㎡） (kN) 計（kN）

2 屋根 RCスラブ t=200 +防水 5.5×6.95＝ 38.23 5.00 191.1

２Ｆ天井 木下地PB 4.0×5.45＝ 21.80 0.20 4.4

CB壁 Y1 CB t=150　+内装 2.4×1.2＝ 2.88 3.20 9.2

（2F上半分） Y3 CB t=150　+内装 2.4×1.2＝ 2.88 3.20 9.2

X1 CB t=150　+内装 7.2×1.2＝ 8.64 3.20 27.6

X3 CB t=150　+内装 7.2×1.2＝ 8.64 3.20 27.6

開口 Y1 木製窓 0.8×1.2×2箇所＝ 1.92 0.40 0.8

（2F上半分） Y3 木製窓 0.8×1.2×2箇所＝ 1.92 0.40 0.8

1 2F床 RCスラブ t=200 +仕上げ 4.3×5.75＝ 24.73 5.10 126.1

1F天井 木下地PB 4.0×5.45＝ 21.80 0.20 4.4

CB壁 Y1 CB t=150　+内装 2.4×1.2＝ 2.88 3.20 9.2

（2F下半分） 0.8×0.6×2箇所＝ 0.96 3.20 3.1

Y3 CB t=150　+内装 2.4×1.2＝ 2.88 3.20 9.2

0.8×0.6×2箇所＝ 0.96 3.20 3.1

X1 CB t=150　+内装 7.2×1.2＝ 8.64 3.20 27.6

X3 CB t=150　+内装 7.2×1.2＝ 8.64 3.20 27.6

開口 Y1 木製窓 0.8×0.6×2箇所＝ 0.96 0.40 0.4

（2F下半分） Y3 木製窓 0.8×0.6×2箇所＝ 0.96 0.40 0.4

CB壁 Y1 CB t=150　+内装 0.8×1.2＝ 0.96 3.20 3.1

（1F上半分） 1.2×1.2＝ 1.44 3.20 4.6

Y2 CB t=150　+内装 0.4×1.2×2箇所＝ 0.96 3.20 3.1

0.8×1.2＝ 0.96 3.20 3.1

0.4×0.6＝ 0.24 3.20 0.8

0.65×0.4＝ 0.26 3.20 0.8

Y3 CB t=150　+内装 0.8×1.2×2箇所＝ 1.92 3.20 6.1

0.4×1.2＝ 0.48 3.20 1.5

0.8×0.6×2箇所＝ 0.96 3.20 3.1

0.4×0.6＝ 0.24 3.20 0.8

X1 CB t=150　+内装 7.2×1.2＝ 8.64 3.20 27.6

X2 CB t=150　+内装（両面） 2.8×1.2＝ 3.36 3.20 10.8

X3 CB t=150　+内装 7.2×1.2＝ 8.64 3.20 27.6

開口 Y2 木製窓 0.4×0.6＝ 0.24 0.40 0.1

（1F上半分） 木製ドア 1.2×1.2＝ 1.44 0.40 0.6

0.65×0.8＝ 0.52 0.40 0.2

Y3 木製窓 0.8×0.6×2箇所＝ 0.96 0.40 0.4

0.4×0.6＝ 0.24 0.40 0.1

積載（2F床） 住宅（地震時） 4.0×5.45＝ 21.8 0.60 13.08

面積 重量

270.7

318.5
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イ 地震力 

 
 

 

 

 

 

 

 

ウ 平均せん断応力度 

 

 

 

 

 

 

 

  

建物高さ　ｈ 5.4 ｍ

固有周期Ｔ 0.02ｈ＝ 0.108 sec

ベースシア係数　Co 0.2

階 ∑Ｗｉ αi

(kN)

2 270.7 0.459

1 589.3 1.000

(kN)

63.1

117.9

地震力ＰiＡｉ

1.166

1.000

建物重量Ｗｉ

(kN)

270.7

318.5

方向 地震力 耐力壁有効断面積

（kN） （㎡）

63.1 0.72

117.9 0.82

63.1 2.16

117.9 2.58

平均せん断応力度階

（N/mm2）

0.088

0.144

0.029

0.046

Ｘ

Ｙ

2

1

2

1
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エ 浮き上がりの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ア)　建物重量

階

Ｘ方向 Ｙ方向 Ｘ＋Ｙ

2 0.72 2.16 2.88

1 0.97 2.58 3.55

(イ)　平均せん断応力度

方向 階

Ｘ 2

1

Ｙ 2

1

(ウ)　アンカー筋耐力

断面積
at

許容
耐力 T

(mm2) （kN）

71 20.9

127 37.5

199 58.7

287 99.0

142 41.9

254 74.9

(エ)　浮き上がり抵抗アンカー筋の検討

　

方向 階 通り
壁

No.
耐力壁

幅b

耐力壁
有効幅

bo

耐力壁
高さ
ho

耐力壁
軸力Ｗ

水平力
Ｐ

①
Ｐ・ｈo

②
1/2・ｂｏ

Ｗ

①-②
浮上り力

採用
鉄筋

(ｍ) (ｍ) （ｍ） （kN） （kN） （kN・ｍ） （kN・ｍ） （kN・ｍ） D10 D13 D16

Y1 ① 2.40 1.92 1.80 33.8 25.2 45.4 32.5 13.0 40.2 71.9 112.7 D10

Y3 ① 2.40 1.92 1.80 33.8 25.2 45.4 32.5 13.0 40.2 71.9 112.7 D10

① 0.95 0.76 2.40 23.7 16.4 39.3 9.0 30.3 15.9 28.5 44.6 D16※

② 1.35 1.08 2.40 33.6 23.3 55.9 18.2 37.7 22.6 40.5 63.4 D13

① 0.55 0.44 1.80 13.7 9.5 17.1 3.0 14.1 9.2 16.5 25.8 D13

② 0.80 0.64 1.80 19.9 13.8 24.8 6.4 18.4 13.4 24.0 37.6 D13

③ 0.65 0.52 2.20 16.2 11.2 24.7 4.2 20.4 10.9 19.5 30.5 D16※

① 0.55 0.44 1.80 13.7 9.5 17.1 3.0 14.1 9.2 16.5 25.8 D13

② 0.80 0.64 1.20 19.9 13.8 16.5 6.4 10.2 13.4 24.0 37.6 D10

③ 0.80 0.64 1.20 19.9 13.8 16.5 6.4 10.2 13.4 24.0 37.6 D10

X1 ① 7.20 5.76 5.00 101.5 25.2 126.2 292.4 -166.2 不要 ← ← -

X3 ① 7.20 5.76 5.00 101.5 25.2 126.2 292.4 -166.2 不要 ← ← -

X1 ① 7.20 5.76 5.00 179.4 39.5 197.3 516.7 -319.3 不要 ← ← -

X2 ① 2.80 2.24 2.40 69.8 15.3 36.8 78.1 -41.3 不要 ← ← -

X3 ① 7.20 5.76 5.00 179.4 39.5 197.3 516.7 -319.3 不要 ← ← -

ｂo＝.8b 270.75

589.28

※D13
束ね筋
も可

呼び径

D10

D13

D16

D19

2-D10

2-D13

束ね
筋

295

295

許容
応力度

（N/mm2）

295

295

295

345

平均
軸応力度

（N/mm2）

0.0940

0.1661

∑Ｗｉ

(kN)

270.7

589.3

耐力壁断面積（㎡）

備考
赤字は
2連層

2階軸力計

1階軸力計

アンカーによる抵抗力
bo・Ｔ

Ｙ

2

1

網掛けは、当該列の径のア
ンカー筋を採用することを
示す

マイナス
は浮上が
らない

建物重量
Ｗｉ

(kN)

270.7

318.5

Ｘ

2

1

Y1

Y2

Y3

平均せん断
応力度

（N/mm2）

0.088

0.144

0.029

0.046
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オ スラブの検討 

（ⅰ）2 階床スラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a.スラブ寸法

短辺 2.8 ｍ

長辺 4.15 ｍ

厚さ 0.2 ｍ

b.荷重

単位重量

（kN/㎡）

5.10

0.20

1.80

7.10

c.スラブの応力

 

Y2端モーメント

ＭY2 ＝ ｗ・Ｌ2/8

＝ 7.10 2.8 8

＝ 6.96 kN・ｍ

中間部最大モーメント

Ｍmax ＝ （9/128）w・Ｌ2

＝ （9/128）× 7.10 2.8

＝ 3.479 kN・ｍ

d.配筋

有効せい d 155 mm

応力中心間距離 ｊ 136 mm

鉄筋の許容応力度（長期） 155 N/mm2

必要鉄筋量 Y2端 6.96 1000000 155 135.625 331.0 mm2/ｍ幅

中間 3.479 1000000 155 135.625 165.5 mm2/ｍ幅

配筋 Y2端上端 D13＠200　→ 635 mm2/ｍ幅

中間下端 D13＠200　→ 635 mm2/ｍ幅

その他 D10＠200

　床スラブの応力計算にあたっては、スラブ端の支持条件
（固定・単純支持・自由）を考慮して求める必要がある。
　実際には、支持条件が中間的な場合も少なくないので、
その場合には安全側となる支持条件とする。

　このケースでは、
　短辺方向～Y3端：単純支持、Y2端：固定
の一方向スラブとして考える。

計

種別

2階床（仕上げ含む）

1階天井

積載荷重（住宅）

× ／
2

×
2

× ／（ × ）＝

× ／（ × ）＝

×
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（ⅱ）屋根スラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a.スラブ寸法

短辺 4.15 ｍ

長辺 5.6 ｍ

厚さ 0.2 ｍ

辺長比 λ 1.35

b.荷重

単位重量

（kN/㎡）

5.00

0.20

5.20

c.スラブの応力

 

短辺中央モーメント

Ｍx1 ＝ （0.071+0.03）ｗ・Ｌ2

＝ 0.101 5.20 4.15

＝ 9.05 kN・ｍ

長辺中央モーメント

Ｍy1 ＝ （0.057+0.013）w・Ｌ2

＝ 0.070 5.20 4.15

＝ 6.27 kN・ｍ

d.配筋

有効せい d 155 mm

応力中心間距離 ｊ 136 mm

鉄筋の許容応力度（長期） 155 N/mm2

必要鉄筋量 短辺中央 9.05 1000000 155 135.625 430.3 mm2/ｍ幅

長辺中央 6.27 1000000 155 135.625 298.2 mm2/ｍ幅

配筋 Y2端上端 D13＠200　→ 635 mm2/ｍ幅

中間下端 D13＠200　→ 635 mm2/ｍ幅

その他 D10＠200

計

　このケースでは、4辺単純支持として考える。
　

種別

屋根スラブ（防水含む）

2階天井

×
2

×
2

× ／（ × ）＝

× ／（ × ）＝

×

×

×
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カ 床スラブに臥梁機能を持たせることの検討 
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キ 設計例からの考察 

 

(ｱ) フィリピンの補強 CB 造に求める性能 

フィリピンはフィリピン海プレートの沈み込み

縁に位置するため、日本と同様の地震国である

とともに、毎年のように勢力の強い台風による強

風、洪水、高潮などの被害が頻発している。近

年では火山噴火もあり、世界有数の災害大国と

言える。 

また高温で多雨・湿潤な気候では、鋼材や木

材の腐食が促進されるので、建築物の耐久性

に対しても厳しい環境と言える。 

このような国土に建つ建築物は、地震や強風

に耐えることは当然であるが、洪水や噴火等の

被害を受けたとしても、使い続けられるレジリエ

ンス（回復力）が求められる。また、厳しい劣化環境でも性能低下しない高い耐久性も求められる。

一方どの国でも、建築生産においては、品質向上とともに、施工の効率化や経済性が求められる。 

本章の設計例は、本プロジェクトで提案した設計基準にもとづいて作成したものであるが、ここで

は、上記のような視点を交えて、フィリピンにおける補強 CB 造のあるべき姿を考え、今後の設計基

準のバージョンアップのための検討材料としたい。 

 

(ｲ) 組積パターンの比較（芋目地と破れ目地） 

日本の補強CB造では芋目地が基本であるが、フィリピ゛ンをはじめとする海外では、破れ目地が

多い。その違いは、鉄筋量（縦筋）とその施工方法によると考えられる。日本では、あらかじめ基礎

または臥梁から、途中で重ね継ぎせずに立上げた@400mm ないし＠800mm の縦筋の間に、ブロッ

クをはめ込むように積むため、芋目地でなければ施工が難しい。 

一方、無筋や短い縦筋を継ぎながら組積する場合には、破れ目地で施工できる。鉄筋量が少な

い場合には、むしろ縦目地位置が揃わない破れ目地の方が壁体の一体性を確保する上で有利と

いえる。 

次頁の表 6-4-1 に組積パターンの特徴を整理した。 

CB 造壁体に高い強度性能を求めるとすれば、自ずと鉄筋量が多くなり、縦筋の間にブロックを

はめ込むことが出来る方法でなければ施工が難しくなる。したがって、表 6-4-1 に示す芋目地、ま

たは 1/4 破れ目地のような組積方法が基本となる。 

1/4 破れ目地のように、左右非対称のブロックは、まだ一般的とは言えないが、壁体の一体性と

施工性を両立できる工法として今後期待できる。 

 

図 6-4-2 フィリピン海プレート 
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芋
目

地
破

れ
目

地
1

/
4

破
れ

目
地

組
積

パ
タ

ー
ン

長
所

・
縦

配
筋

が
容

易
。

あ
ら

か
じ

め
セ

ッ
ト

し
た

縦
筋

の
間

に
組

積
で

き
る

。
・
充

填
モ

ル
タ

ル
量

が
最

少
。

・
縦

目
地

が
通

ら
な

い
の

で
、

強
度

上
の

弱
点

が
生

じ
に

く
い

。
・
縦

目
地

が
通

ら
な

い
の

で
、

強
度

上
の

弱
点

が
生

じ
に

く
い

。
・
縦

配
筋

が
容

易
。

あ
ら

か
じ

め
セ

ッ
ト

し
た

縦
筋

の
間

に
組

積
で

き
る

。

短
所

・
縦

目
地

が
位

置
が

揃
う
の

で
、

強
度

上
の

弱
点

に
な

り
や

す
い

。
・
1
段

お
き

に
ブ

ロ
ッ

ク
の

中
央

空
洞

に
鉄

筋
を

通
す

必
要

が
あ

る
。

縦
筋

頂
部

か
ら

ブ
ロ

ッ
ク

を
落

と
し

込
む

よ
う
に

施
工

す
る

必
要

が
あ

る
。

・
縦

空
洞

へ
の

充
填

モ
ル

タ
ル

量
が

多
く

な
る

。

・
フ

ェ
イ

ス
シ

ェ
ル

の
張

り
出

し
長

さ
が

大
き

く
な

る
の

で
、

製
造

難
度

が
上

が
る

。
・
コ

ー
ナ

ー
部

の
役

物
ブ

ロ
ッ

ク
が

必
要

。
・
縦

空
洞

の
断

面
が

大
き

く
な

る
の

で
、

充
填

モ
ル

タ
ル

量
が

多
い

。

実
績

等
日

本
の

補
強

C
B

造
。

無
筋

あ
る

い
は

鉄
筋

量
が

少
な

い
場

合
に

多
い

。
試

験
的

な
事

例
は

あ
る

が
、

広
く

普
及

し
て

い
な

い
。

表
6-

4-
1 

組
積
パ
タ
ー
ン
の
特

徴
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(ｳ) 開口まわりの納め方 

窓やドア開口まわりには、開口補強筋を配置する必要があるが、補強 CB 造では、所定の位置

に適正なかぶり厚を確保した状態で納めるためには、若干の工夫が必要である。 

次頁の図 6-4-3 に開口補強筋の納め方の例を示した。 

役物ブロックを使う方法と現場打ちとする方法に大別されるが、現場での工種が増えると施工性

と経済性が低下する原因となるので、極力ブロック工が施工する割合を多くする意味で、役物ブロ

ックによる方法を推奨したい。但し、役物ブロックの種類が増えると、ブロックの生産性低下やコスト

増の原因になるので、種類を抑える工夫が求められる。 

あるいは、開口上部の垂れ壁を CB ではなく、木製パネル等とすることで、まぐさを不要とする方

法も考えられる。 

 

(ｴ) 壁体性能の向上と見せる
．．．

ブロック造 

現在フィリピンで建築されている CB 造は、次の仕様が一般的と聞く。 

・破れ目地 

・鉄筋を挿入しない空洞にもモルタル充填する全充填 

・外部にはモルタル塗り仕上げ 

これらは、次の理由と考えられる。 

・使用されてている CB が低強度で水密性が低いため、全充填とすることでこれを補う。 

・ブロックの寸法精度や組積精度が良くないため、モルタル仕上げで外観を整える（ブロック面

を隠す）。 

・CB 壁体の水密性が低いので、仕上げモルタルに防水性を期待する。 

このために、モルタル使用量や施工手間が相当に多くなっていることが推察される。 

この現況と改良提案を図 6-4-4 に整理した。 

CB の高品質化により、部分充填でも強度と防水性を確保しつつ、見せる
．．．

CB 造とするための提

案である。 
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図 6-4-3 開口補強筋の納め方 
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図 6-4-4 壁体性能向上のための改良提案 



338 
 

(ｵ) 一層の工法合理化のために 

いずれの国でも、経済成長とともに、人件費が高くなるため、施工費における施工手間の割合

が大きくなる。そのため、コスト増を抑えるためには、工法の合理化や現場での省力化が不可欠

である。 

施工合理化の手段として考えられる方法の一例を以下に挙げる。 

 

(a) 束ね筋 

一般に、耐力壁端部の開口補強筋には、

太径の鉄筋が使われるが、D16 以上の鉄

筋を手作業で曲げ加工することは難しい。 

これを束ね筋とすることで、使用する鉄筋

の種類を少なくして、現場で折り曲げ加工

できるようになる。 

3 本の束ね筋は、束ねた中心の三角形

部にモルタルが回らないので不適であるが、

2 本の束ね筋については問題ないと考え

る。 

 

(b) 床施工の合理化 

床スラブと屋根スラブは基本的に RC 造であるが、できれば型枠工を必要とせず、工種の削減

と工程の簡略化を図りたいところである。 

その方法として、写真 6-4-1 と写真 6-4-2 に示す、フラットデッキやハーフ PCa 床板がある。但

し、これらの方法は、コスト増になることも多いので、工種・工期の削減によるメリットと比較検討し

た上で採用すべきものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6-4-1 床型枠用フラットデッキの例 
（SF デッキ 日鉄建材(株)） 

写真 6-4-2 ハーフ PCa 床板の例 
（ボイド付ハーフ PCa スラブ (株)三晄プレコンシ

 

図 6-4-5 束ね筋の断面積 
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(c) 型枠ブロック基礎 

補強 CB 造でも、布基礎はＲＣ造とする必要があるが、

写真 6-4-3 に示すよう型枠ブロックを使用することで、上部

構造と同様の作業で基礎の施工ができる。 

ここで、型枠ブロックのフェイシェルを構造体の一部とし

てみなすか、単に型枠材として構造体とはしない 2 つの考

え方があるが、実験の結果では、フェイスシェル部分を構

造体として見ても、ブロック厚に等しいＲＣ造として考えた

場合の強度とほとんど差がない。 

この扱いが整理されれば、十分に現実的な方法と言え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6-4-3 型枠ブロックの施工例 
（パネコンブロック よねざわ工業(株)） 
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