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【エコハウスの教科書】 第7回 どれで計算する？ 新しい「UA値」の求め方
【地盤の奥義】 良い子・悪い子・普通の子を見つける！ その3
　　　　　　 『沖積層』は普通の子から良い子、悪い子に変身する！

【住まいの素材たち】 第7回 瓦①

作品が生まれる家

住宅文化財探訪

桜木紫乃（小説家）

断熱等性能等級6・7の基準となった

HEAT20のG2・G3
が意味するものとは？

旧青木家那須別邸（栃木県那須塩原市）
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『
家
族
じ
ま
い
』
で
は
、
認
知
症
に

な
っ
た
母
を
取
り
巻
く
家
族
の
生
活
な

ど
を
描
き
ま
し
た
が
、
私
の
母
も
認
知

症
で
す
。主
人
公
た
ち
の
家
族
環
境
も
、

ほ
ぼ
私
と
同
じ
に
し
ま
し
た
。

　

こ
の
２
作
も
含
め
、
作
品
の
舞
台
は

北
海
道
内
に
す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん

ど
。
ど
の
よ
う
な
景
色
で
、
い
つ
頃
ど

ん
な
花
が
咲
く
か
知
っ
て
い
る
と
、
登

場
人
物
が
動
い
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

一
方
、
彼
ら
が
暮
ら
す
家
は
、
通
り

が
か
り
の
家
か
ら
着
想
を
得
る
こ
と
が

多
い
。外
か
ら
眺
め
て
、「
こ
の
家
に
は

ど
ん
な
人
が
暮
ら
し
て
い
る
ん
だ
ろ

う
」
と
よ
く
想
像
し
ま
す
。
廃
屋
に
な

っ
て
、
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
家
も「
昔
、
ど
ん
な
生
活
が
あ
っ

た
の
か
な
」と
思
い
を
巡
ら
せ
ま
す
。

1965年、北海道釧路市生まれ、北海道江別市在住。2002
年に「雪虫」で第82回オール読物新人賞を受賞。2013年に
『ホテルローヤル』で直木賞を受賞し、同作は2020年に映
画化された。絵本『いつかあなたをわすれても』では文を担
当。４月に週刊誌「サンデー毎日」で『ヒロイン』の連載開始。
最新刊は、５月に発売された『孤蝶の城』。

桜木紫乃（さくらぎ・しの）
小説家

撮影・原田直樹

こ
こ
に
い
れ
さ
え
す
れ
ば
、
大

丈
夫
。
今
の
家
は
そ
う
思
え

る
場
所
で
す
。
本
当
に
落
ち
着
く
こ
と

が
で
き
る
、私
の
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
で
す
。

　

で
も
、
か
つ
て
は
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
子
ど
も
の
頃
は
、
父
の

借
金
な
ど
で
北
海
道
の
釧
路
地
方
を

転
々
と
し
ま
し
た
。
家
で
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
ト
ラ
ブ
ル
も
よ
く
起
き
る
。
訳
も

な
く
落
ち
着
か
ず
、
自
分
の
家
な
の
に

そ
う
感
じ
ら
れ
な
い
場
所
で
し
た
。

　

結
婚
し
て
実
家
を
出
ま
し
た
が
、
夫

は
転
勤
族
だ
っ
た
の
で
、
ま
た
北
海
道

内
を
転
々
と
す
る
こ
と
に
。
現
在
暮
ら

し
て
い
る
の
は
、
２
人
の
子
ど
も
が
大

き
く
な
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
札
幌
市
近

郊
の
江
別
市
に
建
て
た
一
軒
家
で
す
。

　

今
は
子
ど
も
た
ち
が
独
立
し
、
夫
と

【第7回】

二
人
暮
ら
し
で
す
。
初
め
て
10
年
以
上

同
じ
家
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
が
、
本
当

に
居
心
地
が
良
く
、
家
か
ら
出
た
く
な

い
く
ら
い
。
子
ど
も
の
頃
と
は
対
照
的

で
す
。
た
だ
、
あ
の
家
で
育
っ
た
か
ら

こ
そ
、
私
は
小
説
を
書
い
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
の
両
親
を
見
て

い
る
と
、問
い
た
く
な
る
の
で
す
。

　

父
は
、
元
は
理
髪
師
で
し
た
が
、
そ

の
後
、
い
ろ
い
ろ
な
事
業
を
手
が
け
る

よ
う
に
。
私
が
15
歳
の
頃
に
は
ラ
ブ
ホ

テ
ル
の
経
営
を
始
め
ま
し
た
。
ホ
テ
ル

内
で
暮
ら
し
、仕
事
も
手
伝
い
ま
し
た
。

世
の
中
に
は
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
人
間

が
い
る
ん
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
ね
。
ラ

ブ
ホ
テ
ル
を
舞
台
に
人
間
模
様
を
描
い

た『
ホ
テ
ル
ロ
ー
ヤ
ル
』
は
、
あ
の
頃

の
経
験
が
ベ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。

　

小
説
は
、「
経
験
を
元
に
、経
験
し
て

い
な
い
こ
と
を
い
か
に
リ
ア
ル
に
書
け

る
か
」
が
勝
負
。
で
す
の
で
、
自
分
の

経
験
で
あ
る〝
ナ
マ
モ
ノ
〟
を
生
か
し

つ
つ
、
現
実
と
虚
構
の
バ
ラ
ン
ス
を
考

え
て
創
作
し
て
い
ま
す
。

　

小
説
の
ネ
タ
は
尽
き
ま
せ
ん
。
同
じ

家
で
、
同
じ
親
に
育
て
ら
れ
て
も
、
同

じ
人
間
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。
人
の

ス
ト
ー
リ
ー
は
無
限
だ
と
思
い
ま
す
。

テ
ー
マ
は
社
会
的
な
も
の
、
事
件
も
の

な
ど
あ
り
ま
す
が
、
私
が
惹
か
れ
る
の

は「
血
縁
」。謎
を
解
く
よ
う
な
気
持
ち

で
書
い
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

　

執
筆
中
は
ど
の
作
品
も「
こ
れ
が
マ

イ
ベ
ス
ト
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
後

も
マ
イ
ベ
ス
ト
を
更
新
す
る
つ
も
り
で

書
き
続
け
て
い
き
ま
す
。

家
族
を
テ
ー
マ
に
、
家
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
多
く
生
み
出
し
て
い
る
小
説

家
の
桜
木
紫
乃
さ
ん
。
か
つ
て
は
引
っ
越
し
を
重
ね
て
き
た
が
、
今
は
10
年

以
上
暮
ら
し
て
い
る
自
宅
が
「
最
も
居
心
地
が
い
い
場
所
」
と
い
う
。
そ
ん
な

桜
木
さ
ん
に
、
家
へ
の
思
い
を
尋
ね
た
。

実
家
に
い
る
時
は
な
ぜ
か
落
ち
着
か
な
か
っ
た
。

た
だ
、
あ
の
家
で
育
っ
た
か
ら
こ
そ
、

小
説
を
書
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん



500社以上の工務店を指導してきたプロフェッショナルが
省エネで快適な家づくりに役立つプランニングのコツを伝授する連載 7回目。

今回は高断熱住宅の指標に用いられる「UA値」がテーマです。

基礎形状によらない値

土間床上端と地盤面の高さの差などをもとに、表
から線熱貫流率を拾う。

定常二次元伝熱計算

線熱貫流率を表から読み取る
定常二次元伝熱計算の代表的な値を使いながら、
性能を確認する。

WEB アプリを利用する
「土間床等の外周部の線熱貫流率の算出プログラム」
を使って計算する。

変更前 変更後 どれで計算する？　
新しい「UA値」の求め方第7回

□ ⓐⓑⓒの各熱損失量の求め方（面積×熱貫流率×温度差係数）※1

□ ⓓの熱損失量の求め方（長さ×線熱貫流率×温度差係数）※1

熱損失量の合計［W/K］
（ⓐ＋ⓑ＋ⓒ＋ⓓ）※2

外皮面積の合計［㎡］

外皮平均熱貫流率（UA値）
［W/mK］

 地域区分ごとの UA 値の基準について

 土間床と基礎断熱は別々に評価する図③

図②

 UA 値（外皮平均熱貫流率）とは？ UA 値の新しい計算方法の種類 図①図④

天井または屋根側から
逃げる熱量= ⓐ

窓側から逃げる
熱量= ⓒ

壁側から逃げる
熱量= ⓑ

床側から逃げる熱量= ⓓ

断熱基準
地域区分

1 2 3 4 5 6 7 8

平成28年基準 0.46 0.46 0.56 0.56 0.75 0.87 0.87 −

ZEH 基準 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 −

HEAT20 G1 0.34 0.34 0.38 0.46 0.48 0.56 0.56 −

HEAT20 G2 0.28 0.28 0.28 0.34 0.34 0.46 0.46 −

HEAT20 G3 0.2 0.2 0.2 0.23 0.23 0.26 0.26 −

2
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基
礎
断
熱
住
宅
の
U 

A
値
の
計
算
方

法
が
変
更
に
な
り
、「
従
来
の
計
算
方

法
で
出
て
い
た
数
値
よ
り
も
悪
く
出

る
よ
う
だ
」と
不
安
を
感
じ
て
い
る
実

務
者
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

あ
る
断
熱
材
メ
ー
カ
ー
の
試
算
に

よ
る
と
、「
平
均
的
に
０
・
０
７
は
悪
化

す
る
」そ
う
で
、
そ
れ
を
聞
い
た
当
初

は
、
筆
者
も
ま
あ
ま
あ
驚
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
H
E
A
T
20
の
グ
レ
ー
ド

G
２
を
ギ
リ
ギ
リ
で
ク
リ
ア
し
て
い

る
住
宅
な
ら
、
G
１
と
G
２
の
中
間
く

ら
い
ま
で
格
下
げ
に
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、
自
分
で
も
詳
し
く
調
べ
て

み
た
と
こ
ろ
、
し
っ
か
り
計
算
を
す
れ

ば
、
そ
こ
ま
で
悪
化
し
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
か

説
明
し
て
い
き
ま
す
。

　

最
初
に
U　
A
値
と
は
何
か
、
簡
単
に

お
さ
ら
い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

U　
A
値
は「
外
皮
平
均
熱
貫
流
率
」

と
も
い
い
、
建
物
内
の
熱
が
ど
れ
く
ら

い
外
部
に
逃
げ
て
し
ま
う
の
か
を
表

す
指
標
で
す
。
建
物
内
外
の
温
度
差
を

１
度
と
し
た
と
き
に
、
床
、
外
壁
、
屋

根（
天
井
）、
開
口
部
な
ど
か
ら
逃
げ
て

し
ま
う
熱
の
総
量
を
、
外
皮
全
体
の
面

積
で
割
っ
て
求
め
ま
す（
図
①
）。
こ
の

値
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
、
外
皮

の
断
熱
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
ま
す
。

　

U　
A
値
は
、
日
本
の
ど
こ
に
家
を
建

て
る
か
で
守
る
べ
き
基
準
値（
図
②
）

が
あ
り
ま
す
。
基
準
値
は
北
か
ら
南
で

１
～
８
の
地
域
に
区
分
さ
れ
、
北
の
地

域
ほ
ど
数
値
は
厳
し
く
、
南
の
地
域
ほ

ど
緩
く
な
り
ま
す
。
平
成
28
年
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
基
準
を
最
低
ラ
イ
ン
と
す
る

と
、
地
域
区
分「
１
」の
北
海
道
は
、
U

　
A
値
が
0
・
４
６
以
下
。
反
対
に
、
沖
縄

県
な
ど
南
端
の「
８
」に
当
た
る
区
域

に
は
基
準
値
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

Zゼ
Eッ
Hチ（
ネ
ッ
ト
・
ゼ
ロ
エ
ネ
ル

ギ
ー
ハ
ウ
ス
）や
H
E
A
T
20
が
提
唱

す
る
G
１
～
G
３
ま
で
の
グ
レ
ー
ド

を
満
た
す
省
エ
ネ
住
宅
で
あ
れ
ば
、
こ

の
数
値
は
さ
ら
に
厳
し
く
な
り
ま
す
。

　

U　
A
値
の
計
算
方
法
は
、
先
ほ
ど
述

べ
た
よ
う
に
、
建
物
全
体
の
熱
損
失
量

と
外
皮
の
合
計
面
積
を
割
っ
て
求
め

る
の
で
す
が
、
こ
の
全
体
の
熱
損
失
量

を
求
め
る
際
に
、
天
井
や
外
壁
な
ど
、

各
部
位
ご
と
に
熱
損
失
量
を
計
算
す

る
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
の
基
礎
断
熱
と
土
間
床

の
部
位
で
、
新
し
い
計
算
ル
ー
ル
が
追

加
さ
れ
ま
し
た
。
基
礎
と
土
間
床
外
周

部
を
分
け
て
計
算
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
ま
で

は
、
基
礎
立
ち
上
が
り（
4
0
0
㎜
ま

で
）と
土
間
床
の
熱
損
失
は
合
わ
せ
て

評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
別
々

に
計
算
し
て
合
算
し
な
さ
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た 

（
図
③
）。

　

こ
こ
に
は
、
大
き
く
２
種
類
の
計
算

方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

１
つ
は「
基
礎
形
状
に
よ
ら
な
い

値
」で
求
め
る
方
法
。
も
う
１
つ
は「
定

常
二
次
元
伝
熱
計
算
」で
求
め
る
方
法

で
す（
図
④
）。
い
ず
れ
も「
線
熱
貫
流

率
」と
い
う
指
標
が
、
U　
A
値
を
決
め

る
キ
ー
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
算
方
法
の
違

い
を
紹
介
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

違
い
を
確
認
す
る
た
め
に
、
基
礎
断

熱
の
立
ち
上
が
り
を
基
礎
内
断
熱
に

し
て
い
る
住
宅
で
検
討
し
て
み
ま
す
。

　

立
ち
上
が
り
、
折
り
返
し
と
も
に
押

出
法
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー
ム
３
種

（
熱
伝
導
率
は
0
・
0
2
8
W
／
㎡
K
）

を
60
㎜
と
し
ま
す
。
ま
た
、
折
り
返
し

の
長
さ
は
6
0
0
㎜
と
し
ま
す
。

　

こ
の
状
況
で
、
国
が
採
用
し
て
い
る

モ
デ
ル
プ
ラ
ン
に
お
い
て
従
来
通
り

の
計
算
方
法
な
ら
U　
A
値
が
０
・
４
５

松尾和也
（まつお・かずや）

一級建築士、株式会社 松
尾設計室代表。「夏涼しく
冬暖かい住宅を経済的に
実現する」をモットーと
した住宅設計を多数手が
けながら、エコハウスに
関する執筆や講演、技術
指導なども積極的に行う。
著書に『ホントは安いエ
コハウス』（日経BP社）、

『エコハウス超入門』（新
建新聞社）ほか多数。

※ HEAT20、資源エネルギー庁のホームページ等をもとに作成。

※ 1 記載しているのは簡略式。　※ 2 換気及び漏気によって失われる量は含まない。

➡土間床面 ➡土間床面

➡GL

基礎
立ち上がり
400mm

外 内

➡GL

外 内

基礎の熱損失の対象範囲 土間床の熱損失の対象範囲

あ
ら
た
め
て

U
A
値
の
基
本
を

お
さ
ら
い
す
る

新
し
い
計
算
法
は

線
熱
貫
流
率
の
値
が

キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に

ど
れ
が
正
解
？

２
種
類
の
計
算
法
で

基
礎
断
熱
を
評
価



Q（mm） 300
未満 300以上450未満 450以上900未満 900以上3060以下

O（㎡ K/W）

1.0以上2.0未満 1.05 0.79 0.76 0.74 0.73 0.73 0.72 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.54 0.51 0.48 0.47

2.0以上3.0未満 1.03 0.79 0.76 0.75 0.74 0.74 0.72 0.68 0.66 0.65 0.64 0.62 0.54 0.51 0.49 0.48

3.0以上4.0未満 1.01 0.79 0.76 0.75 0.75 0.74 0.72 0.68 0.67 0.66 0.65 0.62 0.54 0.51 0.49 0.48

4.0以上5.0未満 0.98 0.79 0.76 0.75 0.75 0.74 0.72 0.68 0.67 0.66 0.65 0.61 0.54 0.51 0.49 0.48

5.0以上10.0以下 0.96 0.78 0.76 0.75 0.75 0.75 0.72 0.68 0.67 0.66 0.65 0.61 0.54 0.51 0.50 0.48

無
断
熱
お
よ
び
１
・
０
未
満

１
・
０
以
上 

２
・
０
未
満

２
・
０
以
上 

３
・
０
未
満

３
・
０
以
上 

４
・
０
未
満

４
・
０
以
上 

５
・
０
未
満

５
・
０
以
上
10
・
０
未
満

１
・
０
以
上 

２
・
０
未
満

２
・
０
以
上 

３
・
０
未
満

３
・
０
以
上 

４
・
０
未
満

４
・
０
以
上 

５
・
０
未
満

５
・
０
以
上
10
・
０
未
満

N
（

㎡
K

/W
）

 定常二次元伝熱計算では
 ３つの記号に注目する図⑤ WEBアプリで計算する方法もある図⑦

 想定年数別の費用対効果の検討例図⑧

土間床等の外周部の
線熱貫流率の
算出プログラム
基礎周辺のイメージを
自分で作図してUA値を
算出できるWEBアプリ。
作図が比較的簡単で、
直感的に操作できる。

［公開サイト］住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム
https://house.lowenergy.jp/

 内断熱・べた基礎の場合に参考にする数表（温暖地の参考）図⑥

C

B

N

Q
O

D
A

Q：折り返し長さ
（mm）

記号 項目 図⑥の適用範囲

Ａ 根入れ深さ（mm） 300 以下

B 基礎壁の幅（mm） 120 以上

C 基礎の心から室内側の水平の長さ（mm） 問わない

D 基礎壁の高さ（mm） 問わない

N 室内壁の内側に設置する断熱材の
熱抵抗（㎡ K/W） 問わない

O 土間床上端の上に設置する断熱材の
熱抵抗（㎡ K/W） 問わない

Q 土間床上端の上に設置する断熱材の
壁から室内側の水平長さ（mm） 問わない

G2基準

築後年数

G1基準

H25基準

約10年 約30年

H25基準が最安 G1基準が最安 G2基準が最安

トータルコスト
（工事費＋冷暖房費）

冷暖房費を含むトータルコストを見れば、
長く住む家ほど断熱性は高くした方がいい。

１
・
０
以
上 

２
・
０
未
満

２
・
０
以
上 

３
・
０
未
満

３
・
０
以
上 

４
・
０
未
満

４
・
０
以
上 

５
・
０
未
満

５
・
０
以
上
10
・
０
未
満

Q値2.7
UA値0.87

Q値1.9
UA値0.57

Q値1.6
UA値0.46

a

b
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（
ⓒ
）が
、
U　
A
値
を
求
め
る
と
き
に
使

う
線
熱
貫
流
率
で
す
。
こ
の
数
値
で
U

　
A
値
を
求
め
る
と
０
・
４
８
W
／
㎡
K

と
な
り
、「
基
礎
形
状
に
よ
ら
な
い
値
」

よ
り
も
良
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
従

来
の
計
算
方
法
と
比
べ
て
０
・
０
３
の

悪
化
に
な
り
ま
し
た
。

　

定
常
二
次
元
伝
熱
計
算
で
Ｕ
A
値

を
求
め
る
方
法
と
し
て
、
も
う
１
つ

「
W
E
B
ア
プ
リ
を
利
用
す
る
方
法
」

も
あ
る
の
で
紹
介
し
ま
す
。

 

「
土
間
床
等
の
外
周
部
の
線
熱
貫
流

率
の
算
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
図
⑦
）と
い

（
地
域
区
分
６
で
H
E
A
T
20
の
グ
レ

ー
ド
G
２
）の
住
宅
を
、
計
算
ソ
フ
ト

『
ホ
ー
ム
ズ
君「
省
エ
ネ
診
断
エ
キ
ス

パ
ー
ト
」』上
で
構
築
し
て
み
ま
し
た
。

　

最
初
に
、「
基
礎
形
状
に
よ
ら
な
い

値
」に
よ
る
計
算
方
法
で
考
え
て
み
ま

し
た
。
計
算
方
法
と
し
て
は
、
こ
れ
が

一
番
簡
単
な
の
で
す
が
、
線
熱
貫
流
率

が
１
・
５
７
で
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
問

題
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
の
数
値
は
従

来
の
方
法
で
計
算
す
る
と
、
０
・
４
１

に
な
る
の
で
、４
倍
近
い
悪
化
で
す
。

　

U　
A
値
も
悪
く
０
・
５
７
W
／
㎡
K

と
い
う
結
果
で
し
た
。
当
初
の
値
で
は

G
２
だ
っ
た
の
が
、
G
１
に
満
た
な
い

と
こ
ろ
ま
で
転
落
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
の
計
算
方
法
で
は
、
U　
A
値
は

確
実
に
悪
く
出
る
と
判
断
し
て
い
い
で

し
ょ
う
。

　

次
に「
定
常
二
次
元
伝
熱
計
算
」で

検
討
し
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
公
開
さ

れ
て
い
る
数
表
か
ら
、
計
算
し
た
熱
抵

抗
値
に
合
致
す
る
線
熱
貫
流
率
を
見

つ
け
て
代
入
す
る
と
い
う
方
法
で
す
。

「
基
礎
形
状
に
よ
ら
な
い
値
」よ
り
や

や
複
雑
で
す
が
、
手
計
算
で
も
答
え
に

た
ど
り
着
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

図
⑤
と
⑥
で
説
明
し
ま
す
。
図
⑤
よ

り
、
立
ち
上
が
り
部
分
の
断
熱
材
の
熱

抵
抗
値
を
N
、
折
り
返
し
部
分
の
熱
抵

抗
値
を
O
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
折
り

返
し
の
長
さ
6
0
0㎜
は
Ｑ
と
し
ま
す
。

　

最
初
に
N
と
O
の
熱
抵
抗
値
を
求

め
ま
す
。
計
算
方
法
は「
断
熱
材
の
厚

さ（
m
）÷
熱
伝
導
率（
W
／
m
Ｋ
）」で
、

0
・
０
６（
ｍ
）÷
0
・
0
２
８（
W
／
m

Ｋ
）≒
２
・
１
４（
㎡
K
／
W
）で
す
。
こ

の
値
を
も
と
に
、
図
⑥
の
数
表
よ
り
、

N
の「
2
・
0
以
上
3
・
0
未
満
」を
見

て
く
だ
さ
い（
ⓐ
）。

　

次
に
、Ｑ
の
値（
6
0
0
㎜
）を
も
と

に
、
Q
の「
4
5
0
以
上
9
0
0
未
満
」

の
範
囲
内
に
あ
る
O
の「
2
・
0
以
上

3
・
0
未
満
」（
ⓑ
）を
見
ま
す
。

　

ⓐ
と
ⓑ
の
交
点
に
あ
る
０
・
６
８

松尾設計室YouTubeチャンネル

人生100年時代の家づくりに役立つ「夏
涼しくて、冬暖かい住宅を安い冷暖房
費で実現するプランニング」のノウハ
ウを動画でも公開中。本連載と一緒に
チェックすると、エコハウス設計の理
解が深まります。

工務店さんから
よく受ける質問

TOP3
https://matsuosekkei.com/

実例紹介

　　　

こ
こ
ま
で
U
Ａ
値
の
新
し
い
計
算

方
法
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
筆
者

が
一
番
楽
だ
と
思
っ
た
の
は
、
定
常
二

次
元
伝
熱
計
算
で
線
熱
貫
流
率
を
数

表
か
ら
読
み
取
る
方
法
で
す
。
従
来
の

計
算
方
法
と
比
較
す
る
と
数
値
の
悪

化
は
避
け
ら
れ
ず
、
Ｇ
２
の
グ
レ
ー
ド

を
ギ
リ
ギ
リ
で
保
っ
て
い
る
住
宅
な

ら
痛
手
に
な
り
ま
す
が
、
対
策
が
立
て

ら
れ
る
範
囲
内
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
断
熱
材
を
使
っ
た
断
熱
性

能
の
向
上
は
、
地
域
性
も
加
味
し
つ

つ
、
コ
ス
ト
意
識
と
セ
ッ
ト
で
考
え
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
大
半

の
工
務
店
や
設
計
事
務
所
は
、
こ
の
視

点
が
抜
け
落
ち
て
い
ま
す
。

　

一
般
に
、
工
務
店
が
断
熱
材
を
採
用

す
る
き
っ
か
け
は
、
①
営
業
マ
ン
の
熱

心
さ
と
説
得
力
、
②
カ
タ
ロ
グ
の
出
来

栄
え
、
③
断
熱
材
購
入
時
の
掛
け
率
、

④
そ
の
ほ
か
全
般
の
イ
メ
ー
ジ（
製
品

名
の
言
葉
の
響
き
を
含
む
）の
４
つ
で

す
。
施
主
が
知
っ
た
ら
悲
し
む
で
し
ょ

う
が
、
素
人
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い

よ
う
な
不
勉
強
さ
で
断
熱
材
が
選
ば

れ
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
紹
介
し
た
計
算
方
法
以
外
に

も
、
有
料
ソ
フ
ト
を
使
う
方
法
な
ど
、

数
値
の
求
め
方
は
い
く
つ
か
あ
る
の

で
、
各
部
位
に
用
い
る
断
熱
材
の
種
類

や
厚
み
を
変
え
る
と
断
熱
性
能
が
ど

れ
だ
け
変
化
す
る
の
か
調
べ
て
み
て

く
だ
さ
い
。
そ
の
結
果
に
加
え
て
、
計

算
に
用
い
た
各
断
熱
材
の
材
工
共
を

見
積
っ
て
み
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

　

で
き
れ
ば
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
も
比
較
・
検
討
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
高
断
熱
で
高
気
密
な
住
宅
は
、
長

い
時
間
住
む
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
、
ト

ー
タ
ル
の
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

は
良
く
な
り
ま
す（
図
⑧
）。

　

こ
れ
ら
の
資
料
が
あ
れ
ば
、
数
値
を

0
・
1
改
善
す
る
の
に
必
要
な
コ
ス
ト

の
比
較
に
使
え
ま
す
し
、
断
熱
材
メ
ー

カ
ー
と
の
交
渉
は
も
ち
ろ
ん
、
施
主
に

対
し
て
も
、
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
た

高
断
熱
住
宅
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ

ト
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

い
、
基
礎
断
熱
の
立
ち
上
が
り
部
分
な

ど
の
モ
デ
ル
を
設
計
す
れ
ば
、
自
動
で

計
算
し
て
く
れ
る
ア
プ
リ
で
す
。

　

W
E
B
サ
イ
ト「
住
宅
に
関
す
る
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
に
準
拠
し
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
」で
無
料
公
開
さ
れ
て
い
て
、

誰
で
も
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
ア
プ
リ
で
計
算
し
た
と
こ
ろ
、

線
熱
貫
流
率
は
０
・
６
１
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
数
値
を
ベ
ー
ス
に
U　
A
値
を

計
算
す
る
と
０
・
４
７
W
／
㎡
K
に
な

り
、
従
来
の
計
算
方
法
と
比
較
す
る

と
、０
・
０
２
の
悪
化
で
済
み
ま
し
た
。

出典：定常二次元伝熱計算による土間床等の外周部の基礎の線熱貫流率の算定方法

出典：定常二次元伝熱計算による土間床等の外周部の基礎の線熱貫流率の算定方法

c

出典：松尾和也著『エコハウス超入門　84 の法則ですぐ分かる』（新建新聞社）

断
熱
性
能
は

費
用
対
効
果
と

セ
ッ
ト
で
考
え
る

O：折り返し部分の
熱抵抗（㎡K/W）

N：立ち上りの熱抵抗
（㎡K/W）
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ジャパンホームシールド顧問
技術士（建設部門）　工学博士

大和 眞一（やまと・しんいち）

1946年福岡県生ま
れ。71年九州工業大
学工学部開発土木専
攻修了。旭化成（建材
部門）を経て、2005
年JIO技師長。2010
年 よ り JHS 兼 務。
2022年 よ り 現 職。
1985年 SC 杭 の 発
明で発明協会東京支

部長賞受賞。2005年杭先端袋付杭の開発、2017
年SDS試験法の開発で地盤工学会技術開発賞受
賞。趣味は音楽鑑賞、ゴルフ、（甘い）トマト作り。

帝
国
は
ト
ル
コ
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル（
現

在
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
）に
遷
都
し
東
ロ
ー
マ
帝
国

の
首
都
と
し
ま
し
た
。  

こ
れ
で
ロ
ー
マ
帝
国
は
東
西
に
分
か
れ
ま
す
。

東
ロ
ー
マ
帝
国
は
キ
リ
ス
ト
教
正
教
会
の
総
本
山

と
し
て
当
時
世
界
最
大
級
の
宗
教
建
築
物『
ア
ヤ

ソ
フ
ィ
ア
』を
建
立
し
ま
し
た
。
西
ロ
ー
マ
帝
国
は

衰
退
し
ま
し
た
が
、東
ロ
ー
マ
帝
国
は
そ
の
後
約

千
年
繫
栄
し
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
帝
国
も
終
焉

の
時
を
迎
え
ま
す
。

二
回
目
は
西
暦
1
4
5
3
年
。
東
の
ア
ジ
ア
側

か
ら
海
峡
を
越
え
て
攻
め
て
き
た
オ
ス
マ
ン
帝
国

軍
に
包
囲
さ
れ
ま
し
た
。
小
説
に
も
な
っ
た『
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
陥
落
』で
す
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
は
イ
ス
ラ
ム
教
だ
っ
た
の
で
、キ

リ
ス
ト
教
寺
院
だ
っ
た
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ヤ
を
壊
す
こ

と
な
く
イ
ス
ラ
ム
教
の
モ
ス
ク
に
リ
フ
ォ
ー
ム
し

ま
し
た
。
庭
に
は
シ
ン
ボ
ル
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト（
尖
塔
）

を
建
て
、内
部
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
モ
ザ
イ
ク

壁
画
は
1
の
様
に
今
は
少
し
剝
が
さ
れ
て
い
ま
す

が
、し
っ
く
い
を
塗
っ
て
隠
さ
れ
ま
し
た
。
イ
ス
ラ

ム
教
が
偶
像
崇
拝
を
禁
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
は
そ
の
後
、
2
の
世
界
最
大
級

の
イ
ス
ラ
ム
寺
院
ス
ル
タ
ン
ア
フ
メ
ド
モ
ス
ク（
ブ

ル
ー
モ
ス
ク
）を
建
設
し
ま
し
た
。ま
た
地
中
海
沿

岸
に
領
地
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
欧
州
中
部
ま
で

遠
征
し
ま
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
は

オ
ス
マ
ン
帝
国
軍
に
二
度
包
囲
さ
れ
ま
す
。

 

オ
ス
マ
ン
帝
国
軍
の
強
さ
の
秘
訣
は
軍
楽
隊
を
連

れ
て
進
軍
し
、遠
く
か
ら
敵
を
威
嚇
す
る
と
と
も
に

自
軍
の
士
気
向
上
を
図
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

当
時
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
も
影
響
を
与
え
ま
し

た
。ウ
ィ
ー
ン
に
も
住
ん
で
い
た
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
と

ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
は
、我
々
が
一
度
は
耳
に
し
た
こ
と

が
あ
る『
ト
ル
コ
行
進
曲
』を
作
曲
し
て
い
ま
す
。

我
が
国
の
沖
積
地
盤
は
相
対
的
に
普
通
の
子
で

す
。
し
か
し
、い
つ
ま
で
も
同
じ
で
は
な
く
、ア
ヤ

ソ
フ
ィ
ヤ
の
様
に
人
手
で
変
身
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

を
紹
介
し
ま
す
。

3
に
、 

A
：
良
い
子『
洪
積
層
』、B
：
悪
い
子『
腐

植
土
層
』、及
び
〇
印
で
示
す
C
：
普
通
の
子『
沖
積

層
』の
3
人
が
ど
の
よ
う
な
場
所
に
居
る
か
を
示

し
ま
す
。

4
に
、我
が
国
各
地
の
沖
積
層
の
名
称
の
例
を
示

し
ま
す
。
東
京
湾
か
ら
続
く
関
東
の
沖
積
層
は『
有

楽
町
層
』と
呼
ば
れ
ま
す
。
有
楽
町
層
は
海
成
粘
土

で
す
。
海
成
粘
土
と
は
、縄
文
海
進
で
水
没
し
た
場

所
に
上
流
か
ら
流
れ
込
ん
だ
土
砂
に
よ
り
で
き
た

海
中
の
粘
性
土
で
す
。
従
っ
て
有
楽
町
層
で
採
取

し
た
土
質
サ
ン
プ
ル
か
ら
は
5
に
示
す
様
に
多
数

ば
れ
ま
す
。で
は
、現
地
で
採
取
し
た
沖
積
粘
性
土

が
良
い
子
か
悪
い
子
か
、ど
の
様
な
試
験
を
し
て
判

定
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

【
そ
の
❶ 

圧
密
試
験
装
置
】

  

沖
積
粘
性
土
の
強
さ
と
硬
さ
は
一
軸
圧
縮
試
験

や
圧
密
試
験
な
ど
の
室
内
土
質
試
験
を
行
っ
て
判

断
し
ま
す
。
圧
密
試
験
は
7
に
示
す
装
置
を
用
い

て
行
い
ま
す
。
7
に
示
す
直
径
60
㎜
、高
さ
20
㎜
の

大
判
焼
き
の
よ
う
な
試
験
体
を
装
置
に
設
置
し
て

上
下
か
ら
荷
重
を
か
け
圧
縮
し
ま
す
。
荷
重
を
順

次
増
す
と
粘
性
土
中
の
水
分
が
脱
水
し
て
収
縮
し

ま
す
。
荷
重
を
毎
日
少
し
ず
つ
増
や
し
ま
す
か
ら
、

試
験
に
は
1
週
間
程
度
要
し
ま
す
。
冬
場
の
白
菜

漬
け
で
は
重
石
は
10
㎏
程
度
で
一
定
で
す
が
脱
水

さ
せ
る
原
理
は
同
じ
で
す
。

『沖積層』は普通の子から
良い子、悪い子に変身する！

良い子・悪い子・普通の子を見つける！  その 3　

の
ア
サ
リ
や
カ
キ
な
ど
の
貝
殻
が
出
て
き
ま
す
。

各
地
域
で
呼
び
名
が
異
な
る
の
は
、そ
の
地
域

ご
と
に
堆
積
し
て
い
た
表
土
の
種
類
が
異
な
る
か

ら
で
す
。
例
え
ば
関
東
平
野
で
は
富
士
山
、箱
根
の

火
山
灰
で
あ
る
関
東
ロ
ー
ム
な
ど
が
主
体
に
な
り
、

関
西
以
西
で
は
風
化
花
崗
岩
で
あ
る
真
砂
土
が
、

鹿
児
島
で
は
シ
ラ
ス
な
ど
が
材
料
に
な
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。

【
変
身
す
る
沖
積
層
！
】

『
洪
積
層
：
良
い
子
、腐
植
土
層
：
悪
い
子
』と
す
れ

ば
沖
積
層
は
相
対
的
に『
普
通
の
子
』で
す
。
し
か

し
、時
を
経
て
良
い
子
や
悪
い
子
に
変
身
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、6
に
示
す
様
に
、地
下

水
が
く
み
上
げ
ら
れ
て
地
盤
沈
下
す
る
と
地
盤
は

強
化
さ
れ
る
の
で『
良
い
子
』に
な
り
ま
す
。一
方
、

盛
り
土
さ
れ
る
と
こ
れ
か
ら
地
盤
沈
下
が
始
ま
る

の
で『
悪
い
子
』に
な
り
ま
す
。
普
通
の
子
が『
正
規

圧
密
粘
土
』と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、良
い
子
は

『
過
圧
密
粘
土
』、悪
い
子
は『
未
圧
密
粘
土
』と
呼

しっくいが塗られたキリストの
モザイク画　　

1

スルタンアフメドモスク
（ブルーモスク）　　

2

住宅地盤の地形断面と土質3

北
の
黒
海
と
南
の
エ
ー
ゲ
海（
地
中
海
）を
結
ぶ

ト
ル
コ
・
ボ
ス
ポ
ラ
ス
海
峡
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
は

海
峡
西
岸
に
あ
り
、海
峡
を
挟
ん
で
西
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、東
は
ア
ジ
ア
と
呼
ば
れ
ま
す
。

こ
の
地
は
二
度
、世
界
史
の
大
き
な
舞
台
に
な

り
ま
し
た
。
最
初
は
西
暦
3
9
5
年
。
神
聖
ロ
ー
マ

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
：

東
西
の
接
点
！

普
通
の
子
が
住
む
土
地

圧
密
試
験
で
判
定
す
る

沖
積
層
の
特
性
！

東ローマ帝国のキリスト教正教会の総本山として建てられたが、オスマ
ン帝国によってイスラム教のモスクに変えられた。

トルコ・イスタンブール：アヤソフィア大聖堂

各地区沖積層の層序と名称　　4

有楽町層の土質サンプルと大量の貝殻　5

沖積層の圧密度の相違　6

埼玉県幸手市で採取。
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を
予
め
強
化
し
て
お
く
方
法
で
す
。こ
れ
を『
載
荷

盛
り
土
』と
言
い
ま
す
。

9
に
示
す
様
に
高
さ
５
ｍ
く
ら
い
の
盛
り
土
し

て
地
盤
を
圧
密
し
ま
す
。
軟
弱
地
盤
の
層
厚
が
10

ｍ
程
度
の
場
合
、圧
密
沈
下
が
収
束
す
る
の
に
6

年
位
要
し
ま
す
。
盛
り
土
し
て
か
ら
6
年
く
ら
い

経
っ
て
か
ら
盛
り
土
を
２
ｍ
く
ら
い
残
し
て
取
り

去
り
、新
設
の
道
路
を
建
設
し
ま
す
。
盛
土
さ
れ
る

前
は
6
の
普
通
の
子（
正
規
圧
密
）で
し
た
が
、盛

土
さ
れ
る
と
圧
密
沈
下
が
始
ま
る
の
で
悪
い
子（
未

圧
密
地
盤
）に
変
わ
り
ま
す
。そ
し
て
圧
密
沈
下
が

ほ
ぼ
終
了
し
て
盛
り
土
の
多
く
を
除
去
す
る
と
地

盤
は
強
化
さ
れ
た
良
い
子（
過
圧
密
地
盤
）に
変
身

し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、6
年
間
に
普
通
の
子
➡
い
っ
た
ん
は
悪

い
子
➡
最
終
的
に
は
良
い
子
に
変
身
し
た
の
で
す
。 

【
都
市
部
で
良
い
子
悪
い
子
が
住
む
場
所
！
】

10
は
関
東
平
野
の
沖
積
低
地
の
例
で
す
。
こ
の

【
そ
の
❷ 

圧
密
試
験
か
ら

良
い
子
悪
い
子
を
判
定
す
る
】

圧
密
試
験
結
果
は
、8
に
示
す『
間
隙
比
e
』と

『
圧
密
圧
力
ｐ
』の
関
係
図
に
表
示
さ
れ
ま
す
。
間

隙
比
e
と
は
、土
の
中
の『（
水
分
＋
空
気
量
）の
土

の
体
積
に
対
す
る
比
』で
す
。
8
に
は
三
本
の
ｅ
―

ｐ
関
係
線
を
併
記
し
て
い
ま
す
。
三
本
の
線
の
う

ち
先
ず
中
央
の
黒
の
実
線
か
ら
説
明
し
ま
す
。

横
軸
の
圧
密
圧
力
ｐ
が
増
大
す
る
と
、縦
軸
の

間
隙
比
が
少
し
小
さ
く
な
り
ま
す
。
間
隙
比
が
小

さ
く
な
る
と
は
、水
分
が
減
っ
て
土
の
体
積
が
減

少
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
体
積
の
減
少
は
土

の
収
縮
で
す
か
ら
、沈
下
量
が
増
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。つ
ま
り
圧
密
沈
下
量
が
増
え
る
の
で
す
。

横
軸
が
Pc
に
達
し
た
C
点
で
こ
の
実
線
は
急
に

折
れ
曲
が
り
ま
す
。
こ
の
Pc
を『
圧
密
降
伏
応
力
』

と
言
い
ま
す
。『
降
伏
応
力
』と
は
、そ
れ
ま
で
の
応

力
と
変
形
量
と
が
比
例
関
係
に
あ
っ
た
も
の
が
崩

れ
て
、変
形
量
が
急
増
し
始
め
る
応
力
で
す
。

一
方
、こ
の
試
験
体
が
こ
れ
ま
で
地
下
深
く
で
受

け
て
い
た
荷
重（
こ
れ
を『
有
効
応
力
σv
』と
言
い

ま
す
）を
計
算
に
よ
っ
て
求
め
ま
す
。
有
効
応
力
σv

は
土
の
単
位
重
量
×
深
さ
で
計
算
で
き
ま
す
。
水

中
に
深
く
潜
る
と
水
圧
が
高
く
な
る
よ
う
に
σv
も

深
さ
に
比
例
し
て
大
き
く
な
り
ま
す
。

前
述
の
圧
密
試
験
で
求
め
た
Pc
と
計
算
で
求
め

た
σv
が
ほ
ぼ
等
し
い
と
き
、こ
れ
を『
正
規
圧
密
粘

土
』と
言
い
、良
い
子
悪
い
子
で
言
え
ば
普
通
の
子

で
す
。
C
点
で
折
れ
曲
が
る
の
は
昨
日
ま
で
受
け

て
い
た
地
盤
中
の
応
力
Pc
ま
で
は
耐
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
以
上
の
応
力
が
付
加
さ
れ
る
と
降
伏
す
る
と

い
う
意
味
で
す
。

次
に
赤
線
を
説
明
し
ま
す
。
赤
線
で
は
降
伏
応

力
Pc
は
少
し
右
に
ず
れ
て
よ
り
大
き
い
圧
密
圧
力

の
A
点
で
降
伏
し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、現
在
ま
で

に
地
下
水
位
低
下
な
ど
で
大
き
い
ス
ト
レ
ス
を
受

け
た
経
験
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

を『
過
圧
密
粘
土
』と
言
い
ま
す
。
過
圧
密
粘
土
は

普
通
の
子
が
良
い
子
に
変
身
し
た
証
拠
で
す
。

最
後
に
青
線
で
す
。
青
線
は
赤
線
と
は
逆
に

沖
積
低
地
の
ど
の
よ
う
な
場
所
に
良
い
子
悪
い
子

が
住
ん
で
い
る
か
示
し
ま
す
。
10
の
左
端
の
A
の

住
宅
が
密
集
し
て
い
る
場
所
は
昔
か
ら
人
が
住

ん
で
い
た
の
で
こ
れ
ま
で
に
地
盤
沈
下
が
進
ん
で

A：
良
い
子
に
変
身
し
て
い
ま
す
。

一
方
、こ
の
都
市
部
か
ら
少
し
離
れ
た
水
田
地
帯

は
昔
か
ら
全
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
C
：
普
通

の
子
の
ま
ま
で
す
。こ
れ
に
対
し
て
、水
田
を
盛
り

土
し
て
大
規
模
分
譲
地
を
造
成
し
た
場
所
は
、こ

れ
か
ら
沈
下
が
始
ま
る
の
で
、B
：
悪
い
子
に
変
身

し
ま
し
た
。

【
現
地
で
見
つ
け
る
良
い
子
と
悪
い
子
の
証
拠
】

11
は
良
い
子
に
変
身
し
た
証
拠
で
す
。
数
十
年

経
っ
た
古
い
ビ
ル
は
建
物
周
辺
が
地
盤
沈
下
し
て

浮
き
上
が
り
、階
段
が
増
え
て
い
ま
す
。
浮
き
上
が

り
量
が
大
き
い
ほ
ど
圧
密
沈
下
量
は
大
き
い
の
で

過
圧
密
度
は
増
し
て
よ
り
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、悪
い
子
に
変
身
し
た
例
を
12
に
示
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
水
田
だ
っ
た
普
通
の
子
の
場
所
に
擁
壁

を
作
っ
て
大
規
模
な
住
宅
分
譲
地
を
造
成
し
て
い

ま
す
。
盛
り
土
荷
重
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
圧
密
沈

下
が
始
ま
る
の
で
未
圧
密
地
盤
と
な
り
悪
い
子
に

変
身
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

『
洪
積
台
地
』に
対
し
て『
沖
積
低
地
』と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
、沖
積
層
は
相
対
的
に
低
地
で
す
。
沖
積

層
の
生
い
立
ち
を
み
る
と
水
没
す
る
宿
命
を
背
負

っ
て
い
ま
す
。
東
京
、名
古
屋
、大
阪
な
ど
太
平
洋

沿
岸
の
平
野
部
は
、5
5
0
0
年
前
の
縄
文
海
進

で
海
抜
が
２
ｍ
上
昇
し
た
た
め
に
水
没
し
て
で
き

ま
し
た
。
海
退
後
は
大
河
川
の
洪
水
が
数
年
～
数

十
年
に
一
度
は
あ
り
、こ
れ
ま
で
数
え
き
れ
な
い
く

ら
い
の
水
害
を
経
験
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
関
東

で
は
利
根
川
が
氾
濫
し
た
1
9
4
7
年
カ
ス
リ
ー

ン
台
風
の
大
洪
水
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
平
成
に

入
っ
て
か
ら
も
小
貝
川
や
鬼
怒
川
の
洪
水
で
た
く

さ
ん
の
住
宅
が
流
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
他
の
地
域

で
も
岡
山
県
倉
敷
市
真
備
町
、長
野
県
の
千
曲
川

洪
水
に
よ
る
北
陸
新
幹
線
車
両
基
地
の
水
没
な
ど
、

記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

沖
積
層
の
水
没
は
世
界
共
通
で
す
。
10
年
に
は

タ
イ
の
首
都
バ
ン
コ
ク
は
水
没
し
て
半
年
間
水
が

引
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
バ
ン
コ
ク
郊
外
の
工
業
団

地
に
以
前
か
ら
あ
っ
た
工
場
も
水
没
し
ま
し
た
。

い
ま
で
は
13
に
示
す
様
に
工
場
の
周
囲
を
取
り
囲

む
高
さ
３
ｍ
の『
現
代
版
万
里
の
長
城
』と
も
言
え

る
防
水
壁
を
築
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、『
水
没
す
る
世
界
遺
産
』と
言
わ
れ
る
イ

タ
リ
ア
の
ベ
ニ
ス
で
は
、冬
場
に
シ
ロ
ッ
コ
と
い
う

季
節
風
が
く
る
度
に
水
没
し
ま
す
。
冬
に
ベ
ニ
ス

に
旅
行
し
て
も
イ
ラ
ス
ト
に
示
す
様
に
水

没
し
た
サ
ン
マ
ル
コ
広
場
で
は
長
靴
を
借

り
て
ラ
ン
チ
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 
こ
れ
ま
で
本
誌
で
は
洪
積
台
地
、沖
積
低
地
な

ど
と
と
も
に『
洪
積
層
』『
沖
積
層
』と
い
う
用
語
を

使
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
今
後
は
国
際
的
な
名

称
に
変
わ
り
ま
す
。『
洪
積
層
』は『
更
新
統
』に
、

『
沖
積
層
』は『
完
新
統
』に
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
古
来
の
尺
貫
法
が
無
く

な
っ
て
国
際
基
準
に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。

今
後
、地
方
自
治
体
な
ど
が
発
行
す
る
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
な
ど
公
的
な
地
盤
関
連
資
料
は
、順
次

『
完
新
統
』、『
更
新
統
』と
言
う
名
称
に
変
わ
る
と

思
い
ま
す
。

Pc
点
が
左
に
ず
れ
て
、C
点
よ
り
も
小
さ
な
圧
密

圧
力
の
B
点
で
折
れ
曲
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

『
未
圧
密
地
盤
』と
言
い
ま
す
。一
見
す
る
と
Pc
が

左
に
ず
れ
て
小
さ
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

そ
う
で
は
な
く
6
で
示
す
よ
う
に
盛
土
荷
重
が

加
わ
っ
て
地
盤
に
か
か
る
有
効
応
力
σv
が
増
え

た
の
で
、σv
が
右
に
ず
れ
て
B
点
が
σv
よ
り
も

小
さ
く
な
っ
た
の
で
す
。
正
規
圧
密
粘
土
だ
っ
た

地
盤
が
未
圧
密
の
状
態
に
変
わ
っ
た
の
で
す
。
未

圧
密
地
盤
は
、普
通
の
子
が
悪
い
子
に
変
身
し
た

も
の
で
す
。

普
通
の
子
は
人
手
に
よ
っ
て
良
い
子
に
変
身
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

9
は
茨
城
県
内
の
国
道
4
号
線
バ
イ
パ
ス
拡
幅

工
事
の
例
で
す
。
軟
弱
地
盤
上
に
盛
り
土
し
て
国

道
バ
イ
パ
ス
を
新
設
ま
た
は
拡
幅
す
る
と
き
地
盤

良
い
子
を
人
工
的
に

作
る
方
法
！

お
わ
り
に

沖
積
層 
➡ 
完
新
統
に
な
る

沖
積
層
の
宿
命

…
…
…
水
没
す
る
！

ベニス・サンマルコ広場：長ぐつはいてランチ！

イラスト：Ⓒうさぎスタジオ

圧密試験装置と試験体　7

圧密試験結果8

新設道路の載荷盛土9

茨城県古河市：新4号バイパスの拡幅工事

沖積低地の航空写真10

11 地盤沈下で浮上した古いビル　

埼玉県春日部市内の公共建築物

12 水田に盛り土された大規模分譲地

13 水害から工場を守る高い防水壁　

タイ・バンコク郊外の工業団地



日
本
瓦
の
三
大
産
地

熱することで調理器具に！
山口県の郷土料理「瓦そば」

　

桟
瓦
葺
き
と
は
、本
瓦
葺
き
に
使
用

さ
れ
る
２
種
類
を
一
体
化
し
た
瓦
を
、

屋
根
に
設
置
す
る「
桟
木
」と
い
う
細
い

木
材
に
引
っ
掛
け
て
固
定
し
て
い
く
工

法
で
す
。

　

そ
の
後
、桟
瓦
葺
き
は
日
本
の
主
流

と
な
り
、明
治
時
代
に
な
る
と
、そ
れ
ま

で
は
藁
葺
き
や
板
葺
き
屋
根
が
多
か
っ

た
一
般
民
家
も
瓦
で
葺
か
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

国
産
の
粘
土
で
つ
く
ら
れ
た
瓦
は

「
日
本
瓦
」「
和
瓦
」と
呼
ば
れ
、主
な
製

　　　

瓦
が
伝
来
す
る
以
前
の
日
本
で
は
、

茅
や
藁
、杮こ

け
ら
、檜ひ

皮わ
だ

な
ど
、植
物
由
来
の

も
の
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。た

だ
雨
風
に
弱
く
、耐
火
性
も
低
い
と
い

う
欠
点
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
頑
丈
な
瓦
が
伝
わ
る
と
、

高
価
だ
っ
た
も
の
の
、寺
社
に
採
用
さ

れ
始
め
ま
す
。安
土
・
桃
山
時
代
に
な
る

と
、全
国
各
地
の
城
の
屋
根
が
瓦
で
葺

か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
、住
宅
に
も
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
。当
初
は
武
家
屋
敷
か
ら

始
ま
り
、城
下
町
の
商
人
な
ど
に
徐
々

に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

瓦
で
屋
根
を
葺
く
工
法
は
複
数
あ
り

ま
す
が
、一
般
的
な
の
は「
本ほ

ん

瓦
か
わ
ら

葺ぶ

き
」

と「
桟さ

ん

瓦
か
わ
ら

葺ぶ

き
」で
す
。

　

本
瓦
葺
き
は
百
済
か
ら
伝
わ
っ
た
工

法
で
、形
の
異
な
る
２
種
類
の
瓦
を
組

み
合
わ
せ
ま
す
。元
興
寺
の
屋
根
も
、こ

の
方
法
で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
瓦
葺
き
の
屋
根
は
丈
夫
で
す
が
、

重
量
が
あ
る
上
、手
間
も
費
用
も
か
か

り
ま
す
。瓦
が
住
宅
に
広
ま
っ
た
の
は
、

江
戸
時
代
に
よ
り
軽
量
で
、施
工
も
簡

単
な
桟
瓦
葺
き
が
生
ま
れ
た
の
が
き
っ

か
け
と
な
り
ま
し
た
。

い
よ
う
に
重
ね
て
つ
く
り
ま
す
。外
と

遮
断
さ
れ
た
空
気
層
が
生
ま
れ
、外
の

熱
が
伝
わ
り
に
く
く
、湿
気
を
逃
し
や

す
く
な
り
、高
温
多
湿
な
日
本
の
気
候

に
向
い
て
い
る
の
で
す
。

　

瓦
の
誕
生
に
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、ギ
リ
シ
ャ
で
発
掘
さ
れ
た
紀
元
前

１
２
０
０
年
頃
の
も
の
が
最
古
と
さ
れ

て
い
ま
す
。ギ
リ
シ
ャ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
地
に
広
が
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
で

進
化
し
て
い
き
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
瓦

は
日
本
で
は「
洋
瓦
」と
呼
ば
れ
て
い
ま

す（
洋
瓦
に
つ
い
て
は
次
回
、詳
し
く
紹

介
し
ま
す
）。

　

ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、中
国
で
発
掘

さ
れ
た
紀
元
前
１
０
０
０
年
頃
の
瓦
が

最
古
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
が
日

本
の
瓦
の
ル
ー
ツ
で
、中
国
か
ら
百
済

を
経
て
、６
世
紀
の
飛
鳥
時
代
に
伝
来

　

日
本
の
伝
統
的
な
住
宅
に
お
い
て
、

瓦
は
屋
根
材
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の

で
し
た
。
瓦
の
屋
根
は
、
住
宅
内
を
夏

は
涼
し
く
、
冬
は
暖
か
く
す
る
性
質
が

あ
る
上
に
耐
久
性
も
高
い
こ
と
か
ら
、

重
宝
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
土
地
ご
と
に

発
展
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
今
回
か
ら
２
回
に
わ
た
り
、

瓦
を
特
集
し
ま
す
。
初
回
は
、
主
に
伝

統
的
な
日
本
の
瓦
の
種
類
や
特
徴
を
取

り
上
げ
ま
す
。

　

瓦
は
、粘
土
を
成
形
し
、焼
い
て
つ
く

り
ま
す
。厚
み
が
あ
り
、断
熱
性
や
耐
久

性
に
優
れ
て
い
る
の
が
特
徴
。さ
ら
に

防
水
性
も
高
い
の
で
雨
や
雪
に
強
く
、

防
音
性
も
あ
る
た
め
、屋
根
材
に
適
し

て
い
ま
す
。

　

屋
根
は
、瓦
の
端
を
隙
間
が
で
き
な

法
に「
釉ゆ

う

薬や
く

瓦
」と「
い
ぶ
し
瓦
」が
あ
り

ま
す
。

　

釉
薬
瓦
は
、粘
土
に
釉
薬
を
塗
布
し

て
高
温
で
焼
成
し
た
も
の
。釉
薬
を
塗

る
こ
と
で
耐
水
性
が
高
ま
り
、長
持
ち

す
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

い
ぶ
し
瓦
は
、釉
薬
を
塗
ら
な
い「
無

釉
薬
瓦
」の
代
表
的
な
も
の
。焼
成
し
た

瓦
を
、ブ
タ
ン
ガ
ス
な
ど
を
使
っ
て
い

ぶ
し
ま
す
。落
ち
着
い
た
渋
い
色
合
い

に
な
り
、高
級
感
も
あ
る
た
め
、お
寺
や

神
社
で
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
ま
し
た
。

　

日
本
で
最
初
に
瓦
屋
根
を
取
り
入
れ

た
建
造
物
は
、７
１
８
年
に
建
立
さ
れ

た
奈
良
県
の
元が

ん

興ご
う

寺じ

で
す
。世
界
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、飛
鳥
寺
、法

興
寺
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
。元
興
寺
の

屋
根
は
、百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
瓦
職

人
の
指
導
で
葺
か
れ
、当
時
の
瓦
は
今

で
も
現
存
し
て
い
ま
す
。

　

瓦
の
材
料
と
な
る
粘
土
は
、日
本
各

地
で
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
が
、中
で
も

愛
知
県
三
河
地
方
の「
三さ

ん

州
し
ゅ
う

瓦
」、島
根

県
石
見
地
方
の「
石せ

き

州
し
ゅ
う

瓦
」、兵
庫
県
淡

路
島
の「
淡あ

わ

路じ

瓦
」が
有
名
。三
地
域
で

は
質
の
良
い
土
を
採
取
で
き
、瓦
産
業

が
発
展
し
て
き
ま
し
た
。現
在
も
国
内

生
産
量
の
約
８
割
を
占
め
て
お
り
、「
日

本
三
大
産
地
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

三
河
地
方
は
、塩
を
混
ぜ
て
焼
成
す

る「
塩
焼
き
瓦
」が
生
ま
れ
た
地
。塩
を

混
ぜ
る
こ
と
に
よ
り
、三
州
瓦
は
丈
夫

に
な
り
、美
し
い
光
沢
も
出
ま
す
。

　

石
見
地
方
で
採
取
さ
れ
る
粘
土
は
高

温
で
焼
く
こ
と
が
で
き
、よ
り
水
分
量

を
減
ら
せ
ま
す
。そ
の
た
め
石
州
瓦
は
、

耐
水
性
が
高
く
、冷
害
や
塩
害
に
強
く

な
り
ま
す
。

　

淡
路
島
は
、い
ぶ
し
瓦
の
代
表
的
な

産
地
。京
都
や
奈
良
に
近
い
こ
と
も
あ

り
、淡
路
瓦
は
関
西
の
寺
社
な
ど
に
多

く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　　

瓦
は
、そ
の
形
状
や
用
途
、使
用
箇
所

な
ど
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
主
な
も
の
を
見
て
い
き
ま
し

ょ
う（
図
１
参
照
）。

　

古
く
か
ら
あ
る
の
は
、本
瓦
葺
き
に

用
い
ら
れ
る「
平ひ

ら

瓦が
わ
ら」と「
丸ま

る

瓦が
わ
ら」。平
瓦

は
長
方
形
の
ほ
ぼ
平
ら
な
形
状
を
し
て

い
ま
す
が
、両
側
が
少
し
だ
け
反
っ
て

い
ま
す
。丸
瓦
は
半
円
形
で
、平
瓦
と
交

互
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

桟
瓦
葺
き
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、「
桟

瓦
」。平
瓦
と
丸
瓦
を
波
型
に
一
体
化
し

た
、波
型
の
形
状
を
し
て
い
ま
す
。

　

本
瓦
葺
き
で
は
、丸
瓦
の
先
端
を
止

め
る
必
要
が
あ
り
、そ
の
際
な
ど
に
用

い
ら
れ
る
の
が「
巴

と
も
え

瓦が
わ
ら」で
す
。か
ま
ぼ

こ
の
よ
う
な
半
円
筒
形
で
、中
心
部
に

巴
紋
様
が
彫
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

の
が
名
前
の
由
来
。次
第
に
装
飾
の
要

素
が
増
し
て
い
き
、植
物
や
動
物
な
ど

も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

同
じ
く
装
飾
性
の
高
い
瓦
に
、「
鬼お

に

瓦が
わ
ら」が
あ
り
ま
す
。と
は
い
え
鬼
瓦
は
た

だ
の
飾
り
で
は
な
く
、屋
根
の
中
に
雨

が
侵
入
し
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
る
も

の
。鬼
の
顔
に
す
る
の
は
、邪
気
払
い
の

意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。か
つ
て
は
板

状
の
レ
リ
ー
フ
で
し
た
が
、次
第
に
立

体
化
し
、雲
形
に
し
た
り
、波
模
様
に
し

た
り
と
、凝
っ
た
も
の
も
増
え
て
い
き

ま
し
た
。現
在
も「
鬼
師
」と
呼
ば
れ
る

職
人
が
こ
だ
わ
り
の
鬼
瓦
を
つ
く
り
続

け
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

◇　
　
　

◇

　

今
回
紹
介
し
た
よ
う
に
、日
本
の
住

宅
で
は
従
来
、粘
土
で
つ
く
る
瓦
が
一

般
的
で
し
た
。た
だ
、瓦
屋
根
は
重
く
、

価
格
も
高
く
な
り
や
す
い
た
め
、現
在

は
金
属
製
や
セ
メ
ン
ト
系
の
も
の
も
増

え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
今
回
紹
介
し
た
日
本
瓦
は
中
国

か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
が
、明
治
時

代
頃
か
ら
洋
瓦
の
国
内
生
産
が
始
ま

り
、徐
々
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。次

回
は
こ
れ
ら
の
瓦
を
紹
介
し
ま
す
。

瓦は、高い耐熱性能を生かし、調理器具として使われ
ることもあります。特に有名なのが「瓦そば」。山口県
下関市の川棚温泉で生まれた郷土料理で、熱した瓦に
茶そばや錦糸卵などをのせて焦げ目をつけ、つゆをつ
けて味わいます。焼くことで香ばしさが増し、独特の
風味や味わいを楽しめるのが特徴。また瓦は、キャン
プ場などでも人気です。鉄板のように使い、バーベキ
ューに使う人も増えています。

建築や住まい、インテリアに
詳しいライター・エディター。
東京造形大デザイン学科卒業
後、建築設計事務所、建築雑
誌編集部を経て独立。著書に

『建築材料が一番わかる』（技
術評論社）など。All Aboutイ
ンテリア・建築デザイン担当
ガイドとしても活躍中。

喜入時生
（きいれ・ときお）

瓦
①

第
７
回

百済から伝わった本瓦葺きの屋根。丸
い瓦、平らな瓦の２種類の瓦でつくら
れる。

江戸時代に考案された桟瓦葺きの屋
根。１種類の瓦で葺かれる。

日本で最古の瓦屋根が葺かれた元興寺。現在も当時の瓦を見
ることができ、足場を組んで見学会が開かれたこともある。

デザインや模様が凝ったものも多い鬼瓦。

名称 形 特徴・用途

平瓦 長方形でほぼ平らな瓦で、本瓦葺きに用い
られる。

丸瓦 半円の形状をしており、本瓦葺きで平瓦と
一緒に使用される。

桟瓦
平瓦と丸瓦を一体化した、波型の形状が特
徴。桟瓦葺き用に開発された。

巴瓦 半円筒形の瓦で、本瓦葺きの丸瓦の先端を
とめる際などに使われる。

鬼瓦 ものによって
さまざま

屋根の中に雨が侵入しないように設置され
る。装飾性が高く、形状は幅広い。

【図1】	 主な瓦の形状と特徴・用途
瓦
と
は

古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
誕
生

日
本
に
は
中
国
か
ら
伝
来

江
戸
時
代
に
住
宅
に
採
用

桟
瓦
葺
き
が
誕
生
し

民
家
に
普
及

用
途
ご
と
に
異
な
る
形
状
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【
栃
木
県
那
須
塩
原
市
】
旧
青
木
家
那
須
別
邸

　

明
治
期
に
活
躍
し
た
外
交
官
、青
木

周
蔵
は
、「
国
家
の
指
導
層
た
る
貴
族

は
広
大
な
土
地
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
重
要
」と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
て
、

ド
イ
ツ
公
使
在
任
中
の
１
８
８
１（
明

治
14
）年
に
那
須
野
が
原
の
開
拓
に
の

り
出
し
青
木
農
場
を
開
設
し
ま
し
た
。

そ
の
青
木
農
場
に
１
８
８
８
年
に
建
て

た
別
荘
が
、「
旧
青
木
家
那
須
別
邸
」で

す
。
前
年
、
子
爵
に
列
せ
ら
れ
た
青
木

に
と
っ
て
大
農
場
に
立
つ
別
荘
は
、ユ

ン
カ
ー（
ド
イ
ツ
東
部
の
地
主
貴
族
）に

対
す
る
憧
れ
を
投
影
す
る
も
の
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

設
計
し
た
の
は
、13
歳
で
岩
倉
使
節

団
の
一
員
と
し
て
渡
欧
し
、
そ
の
後

ベ
ル
リ
ン
に
残
り
ベ
ル
リ
ン
工
科
大

学
で
建
築
学
を
学
ん
だ
松ま

つ

ヶが

崎さ
き

萬つ
む
な
が長

男
爵
で
す
。青
木
と
松
ヶ
崎
は
ド
イ
ツ

時
代
か
ら
親
交
が
あ
り
、青
木
は
私
邸

（
１
８
８
６
年
）に
続
い
て
別
荘
も
松
ヶ

崎
に
設
計
を
依
頼
し
ま
し
た
。創
建
時

は
中
央
の
２
階
建
て
部
分（
中
央
棟
）の

み
で
し
た
が
、１
９
０
９
年
に
平
屋
の

東
棟・
西
棟
、
中
央
棟
に
付
属
す
る
２

階
建
て
部
分（
付
属
棟
）、屋
上
の
物
見

建物全体は、自然石の玉石を積んだ高さ約1.2メー
トルの基礎の上に建つ高床に。建築面積は96.6坪
で、床面積（小屋裏部屋を除く）が146.9坪。

日
本
建
築
史「
ド
イ
ツ
派
」の
祖

松
ヶ
崎
萬
長
が
手
掛
け
た
洋
風
別
荘（写真）空間設計に優れた、２階の階段ホール。（写真

右下）中央棟２階の寝室。（写真左下）中央棟１階の
大食堂。内部の意匠は全般的に質素ですが、入口枠
や階段の親柱・手すり子などに洋風建築特有のデザ
インを散りばめ、洋館ならではの雰囲気を醸し出し
ています。青木は、建築に関する論文を専門誌に発
表するほど建築に関心があり、別荘の建築に当たっ
ては、それまでの欧米の生活の中で見聞してきた印
象的な意匠を松ヶ崎に提示したようです。この階段
の手すりの意匠も、その一つです。
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台
が
増
築
さ
れ
、ほ
ぼ
現
在
の
姿
に
な

り
ま
し
た
。外
壁
を
覆
う
蔦
型
と
鱗
型

の
２
種
類
の
白
色
ス
レ
ー
ト
も
、こ
の

増
築
時
に
貼
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。上
部
を
急
勾
配
に
し
た
変
則
的

な
腰
折
れ
の
中
央
棟
の
屋
根
や
、破
風

か
ら
縣け

魚ぎ
ょ

風
の
３
枚
の
飾
り
板
を
下

げ
て
い
る
ド
ー
マ
ー
窓（
屋
根
窓
）は
、

松
ヶ
崎
が
好
ん
だ
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

　

松
ヶ
崎
は
日
本
の
建
築
史
上
で「
ド

イ
ツ
派
」と
呼
ば
れ
る
建
築
家
の
始
祖

で
、旧
青
木
家
那
須
別
邸
に
は
ド
イ
ツ

建
築
の
影
響
が
強
く
現
れ
て
い
ま
す
。

国
内
に
唯
一
現
存
す
る
松
ヶ
崎
の
作
品

と
し
て
、
ま
た
、
開
拓
農
場
を
経
営
し

た
明
治
の
華
族
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
も

の
と
し
て
、貴
重
な
建
築
物
で
す
。

西棟の裏側の壁。西棟と東棟には小さ
な地下室が設けられていて、玉石の部
分に地下室用の小窓が切られています。

小屋裏部屋の空間をうがって作られた屋
根窓。建物正面と裏側に2つずつ、東西
方向に１つずつの屋根窓があります。

現在、1階居室の壁を一部ガラス張りにし、軸組を公開。柱
の間隔が狭く、多くの筋交いを入れているのがわかります。

住所／栃木県那須塩原市青木27（道の駅「明治の森・黒磯」内）
交通／JR宇都宮線黒磯駅、または東北道那須ICより車で約20分
開館時間／9：00〜17：30（4〜9月）、〜16：30（10〜3月）
休館日／毎週月曜日（祝日、5〜10月は開館）、7
月4日・9月5日（2022年）、年末年始
入館料／大人200円、小中学生100円（毎月第3日
曜日無料）、6月11・12・15日入場無料
お問い合わせ／0287-37-5419（那須塩原市）

昭和40年代まで使用され、1995年栃木県に寄贈。
1996〜98年にかけて解体調査され、約50m先に
移築して復元・改修。1999年には国の重要文化財
に指定され、現在は道の駅の一施設として公開中。

栃木県那須塩原市
旧青木家那須別邸

前頁の写真の階段を上ると、この中央棟の「小
屋裏部屋」に出ます。外壁を約１メートルほど
立ち上げ、その先端に小屋組を載せて、使いや
すい空間を生み出しています。この小屋組は、
二重梁、母屋、斜め受け束などで補強するヨー
ロッパの伝統的な架構法に、松ヶ崎が独自の工
法を加えて造られています。（小屋裏部屋は安
全上の理由で非公開）

※新型コロナウイルス感染症の影響で変更の場合あり




