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はじめに 

 

本資料は、国土技術政策総合研究所の事項立て研究課題「建築物の外装・防水層の長寿命化改修に資

する既存 RC 部材の評価技術の開発（平成 30 年度～令和 2 年度）」の一環として取りまとめた、外装塗

り仕上げの劣化調査を行う技術者にむけた解説書である。 

建築物の外装仕上げとして、特にコンクリートやセメントモルタルなどの下地に用いられている建築

用仕上塗材（以下、仕上塗材という）の劣化調査に関する技術は、1980 年度から 5 年間にわたって実施

された建設省総合技術開発プロジェクト「建築物の耐久性向上技術の開発」および 1986 年度から 3 か

年実施された建設省官民連帯共同研究「外装材の補修・改修技術の開発」で体系化され、その成果は次

の①から⑨に示すような文献・資料に反映されてきた。 

 ①外装仕上げの耐久性向上技術，技報堂出版株式会社，1987 年 

 ②塗り仕上げ外壁の補修・改修技術，財団法人経済調査会，1992 年 

 ③建築物修繕措置判定手法，財団法人経済調査会，1993 年 

 ④建築物の調査・劣化診断・修繕の考え方，社団法人日本建築学会，1993 年 

 ⑤外壁改修工事の基本的な考え方（湿式編），社団法人日本建築学会，1994 年 

 ⑥建築物の調査・診断指針（案）・同解説，社団法人日本建築学会，2008 年 

 ⑦建築研究資料 No.145「建築物の長期使用に対応した外装・防水の品質確保ならびに維持保全手法の

開発に関する研究」，独立行政法人建築研究所，2013 年 

 ⑧内外装改修工事指針（案）・同解説，一般社団法人日本建築学会，2014 年 

 ⑨建築保全標準・同解説 JAMS3-RC 調査・診断標準仕様書-鉄筋コンクリート造建築物，一般社団法

人日本建築学会，2021 年 

これらの文献・資料には、仕上塗材に要求される美観および構造体の保護性能の確保を目的として、

経年劣化した仕上塗材の調査方法、結果の判定方法などが示されている。 

仕上塗材の劣化調査は、建築物の維持保全の一環として、点検結果だけでは不十分な情報の収集およ

び改修設計のための現状把握を目的として実施され、点検から劣化調査、改修設計、改修工事、改修後

の維持保全計画にいたる技術は体系化され、運用されている。劣化調査の結果が改修後の仕上塗材の品

質に影響を及ぼすことは理解されているが、一方で、劣化調査の精度は実務を担う技術者個々の知見に

依存しており、調査精度を確保するために、技術者は実践経験を積み重ねるなどして時間をかけて知見

を獲得している。また今後、建築物ストックの増加に対して技術者の不足も予測されることから、ます

ます調査精度の担保が困難になることも考えられる。これらをふまえ、その支援の一つとして経験豊富

な技術者の知見を集約および明示し、後継者の育成等の対策として本資料を作成した。なお、本資料は

日本建築仕上材工業会技術委員会の協力を得て作成している。記して感謝申し上げる。 

 

令和 3年 12月 

 

 

国土交通省国土技術政策総合研究所 副所長   田中 敬三 
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         概要 

本資料は、セメント系外壁の塗り仕上げを対象に、改修する外装塗り仕上げ材を早

期に劣化させない改修設計のため、現地調査における情報収集のポイントをまとめた

ものである。外装塗り仕上げは適切な改修設計を行うことで、本来の耐用年数が担保

でき、建物の長寿命化につなげることができる。このため、塗り仕上げの劣化や改修

工事に精通する専門技術者が指摘する、現地調査において見逃しがちなポイントを、

早期劣化が発生した事例を示すことで理解しやすくなるよう、また調査時にも確認が

できるよう、画像を交えて示している。 

 

 

              ｷｰﾜｰﾄﾞ ： 外装塗り仕上げ、セメント系外壁、改修設計、 

長寿命化、現地調査、劣化調査ポイント 

 

 

 



 

         Synopsis 

This technical report summarizes the points for collecting information in the 

field survey for the design of renovation of cement exterior wall painted finishes 

to prevent early deterioration. Appropriate renovation design of exterior paint 

finishes can ensure the original service life and extend the service life of 

buildings. For this reason, this technical report presents the points that are often 

overlooked in field surveys, as pointed out by expert engineers who are familiar 

with the deterioration and repair work of painted finishes, with images to 

facilitate understanding by showing examples of early deterioration and to allow 

confirmation during surveys. 

 

 

              Key Words ： Finishing Materials, Cementitious Exterior Wall,  

Renovation Design, Long-Life, Field Survey, 

Deterioration Survey Points 
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１章 概要および目的 

1.1 本書の目的および構成 

本書は、建築用仕上塗材（以降、仕上塗材と記す）の適切な改修設計・工事のための劣化調査および

診断に焦点をあて、まだ経験の浅い技術者等が建物を現地調査する際に見落としがちな点について、劣

化調査に精通した専門技術者の知見を「調査時のポイント」として取りまとめた資料である。なお、本

書の作成にあたり、国土交通省総合技術開発プロジェクト「地域安全居住機能の戦略的ストックマネジ

メント技術の開発（平成 27 年度～平成 29 年度）」の外壁及び屋根防水の補修・改修部分の耐久性評価

手法のなかで検討し、後に「国土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告№62 地域安全居住機能の

戦略的ストックマネジメント技術の開発 1）」の第Ⅲ編の中の表Ⅲ.3.4～表Ⅲ.3.5(2)に納められている知見

を参考にしている。 

本書の目的は、仕上塗材の点検、劣化調査にあたる技術者が現地において確認に用いることができる

ものとするため画像を多く掲載している。構成は次のようにした。 

１章：本書が対象とする仕上塗材の劣化調査の目的、適用範囲、用語などを示す。 

２章：長寿命化改修に資する劣化調査のポイントとして、基本調査および詳細調査における、「調査 

の目的」、「調査時に確認すべき点および調査方法」、「調査上の注意点」、「選定した改修工法 

が不適切な場合に生じる早期劣化事例」の 5項目に加え、「改修設計に有用なポイント」を示 

す。 

３章：外装用仕上塗材の基礎知識などを示す。 

４章：おわりに際し実用書としてより良い使いやすさを追求し、今後の改良への期待を記している。 

付録：現場調査時に用いる標準劣化パターン写真や劣化調査に活用できる画像集等を中心に、現場

で活用できる参考資料を添付する。 

参考文献：既往の建築物の維持保全に関わる主要な書籍を中心に示す。 

 

 

1.2 劣化調査の目的 

仕上塗材の劣化調査は、既存建築物の仕上塗材に生じた劣化現象や劣化程度を把握し、劣化原因を推

定して、改修の要否判定および改修設計に活用することを目的としている。仕上塗材に要求される性能

および調査の重要性の観点から、劣化調査の項目と調査する目的の関係を表 1.2.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

表 1.2.1 仕上塗材の劣化調査項目および調査目的の関係 

調査項目 

調 査 目 的 

改修の要否判定 
改修設計 

美観の確保 躯体保護機能の保持 

種類 ― ― 〇 

層構成 ― ― 〇 

色・模様 ― ― 〇 

汚れ 〇 ― 〇 

変退色 〇 ― 〇 

光沢低下 〇 ― 〇 

白亜化（チョーキング） 〇 ― 〇 

摩耗・表面強度低下 〇 〇 〇 

膨れ・浮き 〇 〇 〇 

割れ 〇 〇 〇 

剥がれ 〇 〇 〇 

エフロレッセンス（白華） 〇 〇 〇 

付着性 ― 〇 〇 

   〇：関係性が高い   ―：関係性が低い 

 

なお、本書では、改修工事の実施が確定し、契約を前提とした工事仕様書の作成や積算のために、補

修する箇所の数量および改修工事に用いる材料等の数量を見積るために行う施工調査については、触れ

ていない。 

 

1.3 適用範囲 

本書で対象とするのは、鉄筋コンクリート造および鉄骨造等の既存建築物の外壁又は外壁に準ずる部

位において、コンクリートやセメントモルタルの外装仕上げとして用いられている仕上塗材の経年劣化

の原因推定、および改修設計のために行う劣化調査とする。表 1.3.1 に仕上塗材の劣化調査における適

用範囲または条件の例を示す。 

なお、建築用仕上塗材（JIS A 6909：2014）では標準化されていないが、石材調仕上塗材など同等の仕

上げ材とみなせるものや、マスチック塗材、建築用塗膜防水材（JIS A 6021：2011）についても準用でき

る。 
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 表 1.3.1 仕上塗材の劣化調査における概要または条件の例 

項  目 概要または条件 

目  的 
外装の塗り仕上げの経年劣化を対象とした補修・改修の要否判定、改修

設計における材料・工法選定、補修・改修工事における施工数量の把握 

下地の種類 

・コンクリート（下地調整塗材による表面処理を含む） 

・ALCパネル（下地調整塗材による表面処理を含む） 

・セメントモルタル 

既存仕上塗材の種類 
JIS A 6909：2014（建築用仕上塗材） 

薄付け仕上塗材、複層仕上塗材、厚付け仕上塗材 

調査部位 

一般外壁、塔屋壁、廊下壁、ひさし裏、段裏、軒裏、バルコニー内壁、バル

コニー軒裏、斜壁、窓回り、ひさし鼻先、階段手すり、手すり脚部、柱形、は

り形、目地、とい
・ ・

および取付金物回り、手すり、手すり壁、手すり上端、バル

コニー鼻先、開口部、出入口 

調査者の資格 

建築士、技術士、建築仕上診断技術者（BELCA）、建築仕上げリフォーム

技術研修修了者（（一財）建築保全センター）、コンクリート診断士（（公社） 

日本コンクリート工学会） 

劣化調査の方法 目視、指触、簡易器具、専用機器、化学分析 

劣化現象の種類 
汚れ、変退色、光沢度低下、白亜化、摩耗、割れ、膨れ（浮き）、剥がれ、

付着力低下、下地の劣化（ひび割れ、エフロレッセンス） 

劣化原因の推定 
・劣化外力（塵埃、生物、ガス、紫外線、水、風、飛来物、薬品など） 

・劣化作用要因（建築物使用条件・立地条件、施工、構法、材料など） 
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1.4 劣化調査の構成 

仕上塗材の劣化調査・診断の基本的な流れを、図 1.4.1 に示す。なお、同図で用いている、事前調査、

基本調査、詳細調査等の用語は、劣化調査に関わる既往の文献・資料において、調査の名称は多様であ

る。このため既往の文献等の用語との関係は、表 1.4.2 に示すとおりとする。また、調査に関連する既往

の文献等は巻末の参考文献に示すので適宜参考にされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.1 劣化の調査・診断の基本的な流れの例 

（（一社）日本建築学会 建築保全標準・同解説 JAMS3-RCの「調査・診断の基本的な

流れ」を参考に作成） 

事前調査

基本調査・診断計画書の作成

基本調査

詳細調査の要否の判定

詳細調査・診断計画書の作成

詳細調査

劣化の原因・進行の推定の要否

劣化の原因・進行の推定

補修・改修の要否の判定

点検・保守へ

否

要

否

要

要

否

補修・改修の実施の判断へ
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表 1.4.2 本書における呼称および内容と一般的な呼称との関係 

本書における呼称 本書における主な調査の内容 一般的な呼称 

事前調査 

【既存の資料・記録の調査】 

・建築物概要、設計図書、施工記録、 

点検記録、改修履歴の確認 

・管理者・使用者へのヒアリング 

・事前調査 

・書類調査 

・建物概要調査 

・ヒアリング調査 

基本調査 
【現地での既存塗膜の調査】 

種類、層構成、色、模様の確認 

・１次（劣化）調査※ 

・１次診断 

・事前調査 

・詳細調査 

・予備調査 

・現地調査 

詳細調査 
【現地での既存塗膜の調査】 

 劣化現象、劣化程度の確認 

・１次（劣化）調査※ 

・２次（劣化）調査※ 

・３次（劣化）調査※ 

・１次診断 

・２次診断 

・３次診断 

・基本調査 

・詳細調査 

・現地調査 

・本調査 

※ 1～3次調査または 1～3次劣化調査とよばれているもの。 
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1.5 用語 

本書で用いている用語は、表 1.5.1 から表 1.5.3 による。なお、本書に記載されていない用語について

は、JIS（（一財）日本産業規格）および JASS（（一社）日本建築学会 建築工事標準仕様書）ならびに

JAMS（Japanese Architectural Maintenance Standard）（（一社）日本建築学会 建築保全標準・同解説）に

準じるものとする。 

 

表 1.5.1 仕上塗材の劣化に関連する用語 

用 語 意味・内容 

塗り仕上げ外壁 塗り仕上材で仕上げられた建築物の外壁 

汚 れ 
じん埃・鉄さび・手あか・油脂類の付着、菌類・蘚苔類の繁殖などが

みられる状態 

変 色 塗膜表面の色の色相、彩度または明度が変化する現象 

退 色 
塗膜の色あせ。主として彩度が小さくなり、あるいはさらに明度が大

きくなる現象 

変退色 「変色」と「退色」の混在 

光沢低下 塗膜表面の光沢が低下すること 

白亜化（チョーキング） 塗膜表面の劣化により、表面が粉末状になる現象 

摩 耗 塗膜表面の劣化、表面の外力等により塗膜厚が減少する現象 

割れ 
塗膜が破断する現象で、上塗材の浅い割れ、主材の深い割れなどの総

称 

膨れ 
塗膜が気体、液体または腐食生成物などを含んで盛り上がる現象で、

上塗材の膨れ、主材の膨れなどの総称 

剥がれ 
塗膜が付着力を失って被塗物から離れる現象で、上塗材の剥がれ、主

材の剥がれなどの総称 

割れ、膨れ、剥がれの混在 割れ、膨れ、剥がれが混在している状態 

エフロレッセンス（白華） 

下地コンクリートやモルタルの可溶成分が塗膜表面に析出し、空気中

の二酸化炭素等との反応によって難溶性の白色物質が表面に沈着す

る現象 

 

表 1.5.2 仕上塗材の調査・診断に関連する用語 

用 語 意味・内容 

事前調査 
現地での調査を実施する前に、建築物の履歴および概況を把握するた

めに行う、設計図書、改修履歴、点検結果の調査 

基本調査 現地での仕上塗材の種類、色、模様の調査 

詳細調査 
劣化現象および劣化程度の調査（目視・指触・簡易器具・専用機器・

分析） 

既存仕上塗材 改修する前の既存外壁面に施されている仕上塗材 

改修仕上塗材 既存仕上塗材の表面に改修工事で新たに施される仕上塗材 

下 地 
仕上塗材を塗装するコンクリートやセメントモルタル、既存仕上塗材

の面および層 

塗 膜 塗布された仕上塗材が乾燥してできた固体皮膜 

活 膜 

明確な定義はないが、仕上塗材の美観（意匠性）が損なわれても割れ、

剥がれ、膨れがなく、コンクリート素地に対する付着性が確保されて

おり、保護機能を保持しているとみなせる塗膜 
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表 1.5.3 その他関連する用語 

用 語 意味・内容 

改修設計 

調査・診断結果に基づき、建築物の供用期間（使用予定期間）、改修

の目的、改修によって期待される性能、コストなどを考慮した改修

工事仕様書および維持保全計画の見直しに関する設計 

躯体保護機能 
躯体であるコンクリートの中性化、塩分による劣化等を仕上塗材が

抑制する機能 

 

1.6 劣化調査の方法 

仕上塗材の劣化調査の概要としては、表 1.6.1 および表 1.6.2 を参考にするとよい。また具体的な劣化

調査の方法は、その目的や請負条件などによって、既往の資料・文献等に準じることが基本である。 

現地調査を行う際は、調査内容を記録するための用紙がある。さらに携帯し参照するための資料等も

あるため、付録には記録紙の例、および劣化の標準パターン写真・図例を掲載しているので参考にされ

たい。 

 

表 1.6.1 仕上塗材の各段階における調査の内容 

調査の名称 調査の内容 

事前調査 

設計図書等（新築時の設計図・仕様書、施工計画書、補修・改修履歴、被災履歴、ク

レーム、過去の調査記録、補修・改修工事の記録など）から、建築年や改修年、仕様

（使用した材料の種類、所要量，品質）や施工箇所を確認する。 

併せて、建物管理者や居住者からの聞き取りにより、雨漏りや汚れの付着などに関す

る情報を収集する。 

基本調査 

現地において、目視および指触により既存仕上塗材の種類、色、模様を確認する。 

また、仕上塗材の劣化部分を切り取ることができる場合は、断面を観察して層構成を

調べ、事前調査で得られた情報を確認する。 

詳細調査 

目視、指触または簡易な器具（クラックスケールや打診用ハンマー等）によって、既

存仕上塗材の劣化現象と劣化程度を調査する。なお、劣化程度の調査においては、あ

らかじめデグリーが明示された劣化パターン写真等※との対比も手法として含まれ

る。 

また、X カット試験や引張試験器などの専用の測定機器等を用いて付着性などを確認

する。さらに、改修塗装系の選定に当たって、既存仕上塗材の種類を特定しなければ

ならない場合や、劣化現象の原因を追及する場合は、試料を採取し化学分析などを行

う。 

※ 劣化パターン写真等は、付録 4 の「仕上塗材の劣化程度（劣化デグリー）」に掲載している。 
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表 1.6.2 仕上塗材の劣化調査方法の例※ 

※ 出典：（一社）日本建築学会『JAMS3-RC 調査・診断標準仕様書 解説表 4.39調査方法（例）』 

 

分類 調査方法 調査項目 調査内容 

塗
膜
表
面
の
劣
化 

目視・指触調査 

汚れ 

標準パターン写真（雨筋）による調査 

塗り見本による調査 

グレースケールよる調査 

光沢低下 塗り見本による調査（光沢の差異） 

変退色 
色見本による調査 

カラーチャートによる調査 

白亜化 指触または払拭調査（粉状物の付着状態） 

摩耗 塗り見本による調査（塗膜厚の減少有無） 

その他 劣化の状態と範囲の記録 

機器等による非破壊検

査 

汚れ 測色色差計による測定 

変退色 測色色差計による測定 

光沢低下 光沢計による測定 

白亜化 白亜化度（JIS K 5600-8-6：2014）の測定 

試験・破壊調査 上塗りの付着力 クロスカット法 （JIS K 5600-5-6：2014） 

塗膜・付着物の分析 

建築用仕上塗材 

の分類 

シンナーによる溶解性評価 

塗り見本による調査 

指触よる硬さ調査 

材料成分 塗膜片を採取後，分析機器による成分分析 

付着物 分析機器による成分分析 

塗
膜
内
部
の
劣
化 

目視・指触調査 

膨れ 標準パターン写真による調査 

浮き 標準パターン写真による調査 

割れ 標準パターン写真による調査 

剥がれ 標準パターン写真による調査 

その他変状 劣化の状態と範囲の記録 

機器等による非破壊検

査 

浮き 打診用ハンマーによる打音検査 

割れ 
クラックスケール・光学式ひび割れ幅測定器に

よる測定 

試験・破壊調査 
建築用仕上塗材 

の付着力 
引張試験器による測定 

塗膜分析 材料成分 塗膜片を採取後，分析機器による成分分析 

下
地
に
起
因
す
る
劣
化 

目視・指触調査 

ひび割れ 標準パターン写真による調査 

エフロレッセンス 
色見本による調査 

カラーチャートによる調査 

機器等による非破壊測

定 
ひび割れ 

クラックスケール・ひび割れ幅測定器による測

定 

試験・破壊調査 下地材の付着力 引張試験器による測定 

付着物分析 付着物 分析機器による成分分析 
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２章 外装用仕上塗材の劣化調査のポイント 

 この章では、建築物の仕上塗材の現地調査を行う際に、改修設計に必要な情報を見落とさないように

するために、調査に当たる技術者が「基本調査で行うべき調査」および「収集すべき劣化情報を入手す

る際の注意点」、ならびに「詳細調査で行うべき調査」と「収集すべき劣化情報を入手する際の注意点」

を示している。 

基本調査の項目および詳細調査の項目は下記のとおりとした。 

【基本調査の項目】                          

 １）既存仕上塗材の種類の特定 

 ２）過去に改修歴がある場合の既存仕上塗材の層構成の確認 

 ３）既存仕上塗材の色・模様（テクスチャ）の確認 

 

【詳細調査の項目】 

 １）汚れの確認 

 ２）変退色の確認  

 ３）光沢低下の確認  

 ４）白亜化（チョーキング）の確認 

 ５）摩耗・表面強度低下の確認 

 ６）膨れ・浮きの確認 

 ７）割れの確認 

８）剥がれの確認 

 ９）エフロレッセンス（白華）の確認 

 10）仕上塗材の層内、層間の付着強度低下の確認 

 

2.1 基本調査 

2.1.1 基本調査の概要  

劣化調査を行うには、事前調査で適切な情報を入手しておく必要がある。設計図書などを含む保全関

係図書※などの関係図書からの情報が主となるが、これらの情報が不足する場合や現地の実態を確認す

る場合は、現地調査を行う。対象建築物の調査による情報収集が的確であれば改修設計に有用な情報と

なる。 

2.1.2 調査項目ごとの基本調査のポイント 

基本調査のポイントは、前出【基本調査の項目】の 1）～3）について、「調査の目的」、「調査時に確

認すべき点および調査方法」、「調査上の注意点」、「調査時見落としによる改修工法選定不適により生じ

る可能性のある早期劣化事例」ならびに「改修設計に有用なポイント」について、各 1 シートにまとめ

て示す。 

 

※ 保全関係図書とは、保全に関して収集しておく必要がある情報のことであり、建設時における設計図書、施工図、竣

工図（または完成図）、建物台帳などのほか、点検記録、調査・診断の報告書、補修・改修の履歴、補修・改修時の設計

図書・施工図・竣工図（または完成図）などの図書類のこと。 
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基本調査 No. １） 既存仕上塗材の種類の特定  

 

調査の目的 

 調査目的 

1 既存仕上塗材と塗り重ね適性のある改修仕上塗材の選定のため。 

2 改修仕上塗材の仕上り性の確保のため。 

 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 既存仕上塗材の上塗材の結合材種別の特定 過去の設計図書の確認（製品名・JIS 名称等）。 

目視・指触による確認。 

② 既存仕上塗材の主材層の柔軟性の特定 指触確認。 

③ 既存仕上塗材の模様の特定 目視確認。 

 

調査上の注意点 

既存仕上塗材と付着性の劣る改修仕様選定を回避するため、事前情報として既存仕上塗材の上塗材の結合

材種別の情報を入手しておく。情報がない場合は現地調査診断にて調査し推定する。 

 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

剥がれ 

膨れ・浮き 

 

既存仕上塗材と改修仕上塗材との付着性が確保でき

ていない場合、剥がれ、浮きや膨れにつながること

がある。 

割れ 

 

柔軟性のある既存仕上塗材に柔軟性のない改修仕上

塗材を塗り重ねると、短い経時で改修仕上塗材に割

れを生じることがある。 

 

改修設計に有用なポイント 

・既存仕上塗材が高弾性（柔軟性のある材料）の場合、改修仕上塗材として硬質の材料を選定すると、下

地となる既存仕上塗材の挙動に追従できずに割れが生じることがあるため注意する。 

・既存仕上塗材の上塗材と改修仕上塗材の組み合わせによっては、付着適性の悪いものがある。既存仕上

塗材の製品名などの情報はあった方が良いが（試験施工を省略できることがある）、情報がない場合は詳

細調査の際に既存仕上塗材の種類または改修仕上塗材との付着適性を確認する。 
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基本調査 No. ２） 
過去に改修歴のある既存仕上塗材の

層構成の確認 
 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 

過去に何回か改修工事を行い、下地に複数の仕上塗材層がある場合は、既存仕上塗材のどこの

層内或いは層間に劣化があるかを調査し、既存仕上塗材層の処理方法を検討する必要があるた

め。 

 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 建築物の改修工事回数の特定 建築物の設計図書の確認（新築・改修） 

② 既存仕上塗材の断面構成の確認 事前情報が不十分な場合は、既存仕上塗材を採取し、以下

の方法で断面構成を確認する。 

①断面観察（ルーペ等の活用） 

②機器分析（顕微鏡等） 

 

調査上の注意点 

事前情報として改修工事の履歴を調査しておくことは、詳細調査時の調査項目漏れを防ぐことがで

き、既存仕上塗材の各層の劣化調査等のため非常に重要である。 

 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

剥がれ 

膨れ・浮き 

 

 

脆弱な既存仕上塗材の層が残存した状態で塗り重

ね改修を行った場合、経時で脆弱層から膨れ・剥

がれに至ることがある。 

特に築古建物は、仕上塗材裏面側への水まわり等

が懸念され、改修仕上塗材で気密性が上がった場

合に水蒸気圧がかかることでこの脆弱層（塗膜強

度が低い箇所）から膨れに至ることがある。 

 

改修設計に有用なポイント 

改修工事により複数の既存仕上塗材層がある場合は、既存仕上塗材の層内或いは層間で劣化が進んで

いる場合がある。事前調査において、新築時から改修工事までの経過年数や改修履歴等の情報を入手

しておくことが有用である。また、目視調査は仕上塗材の表層部分の劣化判別が中心となるため、下

層の内部劣化は詳細調査においてきちんと把握する。特に、築古の建物外壁については、下地まで入

念に詳細調査を行い、状態を確認しておく。 
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基本調査 No. ３） 
既存仕上塗材の色・模様（テクスチ

ャ）の確認 
 

調査の目的 

 調査目的 

1 改修工事で要求される仕上り模様を確保するため。 

2 下地調整方法や改修仕上塗材の仕様選定のため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 既存仕上塗材の採用色の確認 設計図書の確認（新築・改修）。目視確認。 

② 既存仕上塗材の模様の確認 目視・指触による凹凸程度の確認 

調査上の注意点 

既存仕上塗材の模様の上から塗り重ねた場合、下地調整の程度によっては平滑面に塗装された見本板

とは仕上り模様が異なり、要求される仕上り模様が得られないことがある。部分塗り替えの場合は採

用色の検討はカラーカードなどを参考にし、見本板を用意する。既存仕上塗材の上から改修仕上塗材を塗

り重ねる場合は、改修仕上塗材の仕上り模様は、現地壁面での試験塗り等で確認する。 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

色違い 

 部分塗り替えでは、既存仕上塗材面では劣化

により変色が進行しており、塗り替え箇所と

色違いが生じる。 

 

仕上り模様の相

違 

 既存仕上塗材の上から改修仕上塗材を塗り重

ねた場合、下地調整の程度によっては平滑面

に塗装された見本板とは模様が異なり、要求

される仕上りが得られないことがある。 

 

仕上塗材選定不

備による変退色

などの耐候性低

下 

 
仕上塗材の早期白亜化、早期変退色の発現 

※早期白亜化 例（左側写真） 

※早期変退色 例（右側写真） 

改修設計に有用なポイント 

・鮮やかな色を採用する場合、変退色が進みやすいので注意する。要求される耐用年数を勘案して改修仕

上塗材を選定する。 

・改修仕上塗材の仕上りに及ぼす影響を考慮して、既存の模様を指示しておく。また、仕上りは既存模様
の影響を受けるため、見本板だけで模様を確認するのではなく、現地壁面でも試験施工を実施しておく
と良い。 



13 

 

2.2 詳細調査 

2.2.1 詳細調査の概要 

 仕上塗材の劣化現象は「塗膜表面の劣化」と「塗膜内部の劣化」に大別される。仕上塗材の塗膜表面

が劣化している場合の調査項目は次に示す 1）～5）となり、仕上塗材の塗膜内部および下地が劣化して

いる場合の調査項目は次に示す 6）～10）までとなる。 

 

【 仕上塗材の塗膜表面が劣化している場合の調査項目 】 

１）汚れ 

２）変退色 

３）光沢低下 

４）白亜化 

５）摩耗表面強度低下 

 

【 仕上塗材の塗膜内部及び下地が劣化している場合の調査項目 】 

６）膨れ・浮き 

７）割れ 

８）剥がれ 

９）エフロレッセンス（白華）の確認 

10）仕上塗材の層内、層間の付着強度低下の確認 

 

 

2.2.2 仕上塗材の劣化現象ごとの詳細調査のポイント 

 仕上塗材の劣化現象ごとの詳細調査のポイントは、「調査の目的」、「調査時に確認すべき点および調

査方法」、「調査上の注意点」、「調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期

劣化事例」ならびに「改修設計に有用なポイント」について、各 1 シートにまとめて示す。  
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詳細調査 No. １） 汚れの確認 

 

 

 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 被塗面となる既存仕上塗材の清浄方法の選定ため。 

2 改修仕上塗材の既存塗膜に対する密着性を確保し所定の性能を発現させるため。 

3 雨筋汚れ発生対策のため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 汚れの種類・成分等調査（雨筋汚れ、微生物汚れ他） 目視調査（ルーペ等の活用） 

② 雨筋汚れ・水染みの誘因箇所・原因の調査 目視・指触調査 

調査上の注意点 

汚れは、外壁の構造や周辺環境が変わらない限り改修後も同様の汚れが発生するため、汚れの種類（カ

ーボン、塵埃、手垢、かび、藻、苔、皮脂を含む油分や枯れ葉・糞など）の把握、付着状態を確認すると

共に、建物の立地環境や雨筋汚れは上部の水切り形状・勾配など構造を合わせて調査する。 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

雨筋汚れの再発 

 

雨筋状汚れのある外壁は水みちになっている

部位であり、前回改修時に天端の水切り部を改

善するなど構造的な見直しを行わなかった場

合に、同一箇所で再度雨筋汚れが生じることが

ある。 

微生物汚れの再発 

 

微生物の汚染は建物の周辺環境、日照条件の影

響を受けやすいため、塗材の種類や表面の模様

（テクスチャ）等の見直しをしないと、同じよ

うな汚れが再発する。 

剥がれ 

膨れ・浮き 

 

改修施工時の洗浄を適切に行わず表面の汚れ

が残っていると、既存仕上塗材と改修仕上塗材

との付着性が確保できず、剥がれに至る。 

ひび割れなどの発生箇所に対して適切な防水

や止水処理を施していない場合に、躯体側から

の水廻りがおき、塗膜の剥がれ、浮き、膨れに

つながることがある。 

改修設計に有用なポイント 

美観の持続性確保のためには、汚れに対する抵抗性のある改修仕上塗材の選定ならびに建物の構造上

または環境条件を変える等の検討も同時に行う。雨筋汚れ箇所の改修設計では、改修材料の選定と合わ

せて上部の水切り対策および天端の水勾配も検討する。また、屋内天井面等の水染み跡は躯体への雨水浸

入の可能性があるため、原因特定と適切な防水・止水処理の対策を検討する。 
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詳細調査 No. ２） 変退色の確認 

 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 既存仕上塗材表面の経年劣化進行程度を把握するため。 

2 改修設計の改修仕上塗材選定の際の情報として把握するため。 

 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 劣化程度の確認 目視調査（色見本やカラーチャートの使用） 

 

調査上の注意点 

・仕上塗材の変退色の劣化程度は、白亜化および光沢低下とは区別して確認する。 

・仕上塗材の光沢低下は紫外線劣化によるものであるため、直射日光の当たらない壁面との対比で調査す

ると判別しやすい。 

 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

― ― ― 

 

改修設計に有用なポイント 

・鮮やかな色を採用する場合、変退色が進みやすいので注意する。 

・変退色は仕上塗材表面の劣化現象であり、既存仕上塗材の強度低下等が認められない程度であれば、

塗り重ね適性において大きな影響を及ぼさない。しかし、現状の劣化程度を把握しておくことで、

要求される耐用年数を勘案した改修仕上塗材の選定が可能となるため確認しておくこと。 
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詳細調査 No. ３） 光沢低下の確認 

 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 既存仕上塗材表面の経年劣化進行程度を把握するため。 

2 改修設計の改修仕上塗材選定の際の情報として把握するため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 既存仕上塗材の上塗材の種類の確認 
過去の設計図書・図面の確認 

（製品名・規格名等） 

② 現状の劣化程度の確認 目視・指触調査 

 

調査上の注意点 

・仕上塗材の光沢低下の劣化程度は、白亜化および変退色とは区別して確認する。 

・既存仕上塗材の光沢低下は紫外線劣化によるものであるため、直射日光の当たらない壁面との対比で調

査すると判別しやすい。指触調査時には拭き取りしてから実施するとなお良い。 

 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

－ － － 

 

改修設計に有用なポイント 

光沢低下は仕上塗材表面（特に上塗材）の劣化であり、既存仕上塗材の強度低下等が認められない程度

であれば、塗り重ね適性において大きな影響を及ぼさない。しかし、現状の劣化程度を把握しておく

ことで、要求される耐用年数を勘案した改修仕上塗材の選定が可能となるため確認しておくこと。 
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詳細調査 No. ４） 白亜化（チョーキング）の確認 

 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 改修仕上塗材の既存仕上塗材に対する付着（密着）性を確保するため。 

2 改修仕上塗材の下地処理工法および下塗材を選定するため。 

3 既存仕上塗材表面の経年劣化進行程度を把握するため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 発生箇所と程度の確認 目視・指触調査 

 

調査上の注意点 

・発生箇所とその発生程度を十分に確認する。 

・白亜化は建物の構造や方角などにより発生程度に差が生じるので注意して調査する。 

 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

既存仕上塗材

との付着阻害

に伴う経時で

の剝離 

 

白亜化により生じた仕上塗材表面の粉化物
こなかぶつ

は改

修仕上塗材と既存仕上塗材の活膜との付着性に

影響を及ぼす。粉化物を十分に除去または適切

に処置をせずに、改修仕上塗材を塗装すると界

面剝離につながる。 

 

 

改修設計に有用なポイント 

白亜化により生じた仕上塗材表面の粉化物が付着阻害要因となるため粉化物の処理方法は改修設計上、重

要である。改修工事における粉化物の処理方法としては、既存仕上塗材表面の洗浄（高圧水洗浄）による

除去または粉体処理専用のブライマー（下塗材）塗布により固化し塗り替え材との付着性を確保する方法

があり、劣化程度や立地環境などに合わせ適切に選定する。 
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詳細調査 No. ５） 摩耗・表面強度低下の確認 

 

 

 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 既存仕上塗材と改修仕上塗材の付着（密着）性を確保するため。 

2 改修仕上塗材の種類や塗装仕様を決定するため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 
既存仕上塗材の表面劣化（脆弱化程度）状

態の確認 

・目視・指触調査 

・皮スキ等による表層の削れ易さの程度の確認 

調査上の注意点 

・仕上塗材は経時による劣化や外力の作用により表層から摩耗し、強度が低下する。改修仕上塗材と

の付着性を確保するに、既存仕上塗材の除去すべき脆弱層の深さ及び範囲を入念に確認する。 

・表面強度の低下は、引張接着試験による付着強度の数値では表面の脆弱化は判断しにくいため、指

触や皮スキ等を用いて自身の感覚で確認する。 

 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

経時における 

層間剝離・膨れ 

 

既存仕上塗材の残存した摩耗層が脆弱箇所となり、水

などの介在による膨張によって凝集力が低下し、既存

仕上塗材の層内で膨れや剝離が発生することがある。 

※写真は、脆弱層を除去した部分は膨れがなく、残存

した部分に膨れが生じたもの（脆弱部除去不足）。 

 

既存仕上塗材の摩耗部分は強度が低下しているため、

改修仕上塗材によって気密性が増すと蒸気圧によっ

て膨れを生じることがある。 

※写真は、既存仕上塗材表層部分破断による膨れ（摩

耗部分の除去不足）。 

改修設計に有用なポイント 

・既存仕上塗材の強度低下が著しい場合は、固定方法（シーラー処理や下地調整塗材処理）も検討す

る必要がある。 

・表層摩耗部分が指触で削
けず

れ落ちる程度まで劣化が進行している場合は、表面のみの固定処理では十

分な付着強度が得られない可能性があるため、既存仕上塗材表層を研磨除去する方法を検討する。 
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詳細調査 No. ６） 膨れ・浮きの確認 

 

 

 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 膨れ・浮きの再発防止のため。 

2 所定の仕上がりと性能を確保するための改修仕上塗材の材料選定のため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 膨れ箇所（発生場所と層の位置）の特定 目視、指触、打音（打診用ハンマー）による調査 

② 膨れ箇所周辺の付着性低下箇所の特定 
皮スキ等での削れ易さの確認 

引張試験機器による付着性の確認 

調査上の注意点 

・膨れの発生は、仕上塗材の上塗材の膨れと主材層の膨れに分けられるが、改修履歴が複数回ある場合は

更にその下層の塗材層内および層間で生じていることがあるため、膨れの生じた層を明確に特定してお

く。 

・下地モルタル層の浮きも含めて疑わしい箇所は打診しておく。 

・膨れ発生箇所周辺は、付着性低下の懸念があるため皮スキ等を用いて入念に付着性低下箇所を確認する。 

・仕上塗材の膨れが水膨れである場合、他部材との取り合いやジョイント部の防水・止水不良や劣化が併

発していることがあるため、原因となる浸水経路を特定しておく。 

・仕上塗材が蓄熱水蒸気膨れの場合は、膨れが発生している層を特定しておく。 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

既存仕上塗材の

処理不足による

膨れ、浮き 

 

改修仕上塗材により気密性が増すため、既存仕上

塗材の膨れ・浮き部分が残存していると、水など

の介在による膨張圧によって、改修仕上塗材を押

し出すように既存仕上塗材層の膨れがより大き

くなって生じることがある。 

水浸入による膨

れ、浮き、剝離 

 改修仕上塗材により気密性が増すため、裏面に水

が廻ると水の抜け道が無くなり、水膨れ等が生じ

やすくなる。 

 

 

改修設計に有用なポイント 

・調査結果を基に、膨れ発生面積とその分布を総合的に判断し、既存仕上塗材の部分除去か全面除去

かの判断をしておく。 

・膨れ等の発生が水浸入による場合には、浸水経路（水みち）に対して止水処理方法を検討しておく。 

・部分的な模様合わせや止水処理等に用いる仕上塗材の選定には、改修仕上塗材との適合性を確認し

ておく。 
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詳細調査 No. ７） 割れの確認 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 仕上塗材の所定の仕上がりと性能を確保するため。 

2 改修仕上塗材の材料選定および仕様を決定するため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 割れの発生箇所の確認 目視・指触による調査 

② 割れの幅、深度の確認（浅割れ・深割れ等） 目視・指触、クラックスケール、クラック針ゲージペ

ン等による調査 

③ 深割れ箇所周辺の強度低下有無の確認 引張試験機器による付着性の確認 

調査上の注意点 

一般的に仕上塗材の割れは、上塗材に生じる浅割れと主材層に生じる深割れに分けられる。深割れについ

ては、主材層よりも下層のモルタル層や躯体コンクリートのひび割れに起因する場合があるため、下地と

塗膜のどちらの層で割れているかを確認する。また、深割れの場合は、その周辺を含め付着強度が低下し

ている可能性があるため付着性も合わせて調査する。 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

仕上り不良 

（割れ充填不良） 

（ひび割れ補修跡） 

 下地ひび割れの補修箇所は、補修跡が残り

やすくパターンが異なって見えるため、仕

上り不良の指摘になることがある。 

 

 

既存仕上塗材の付着

力が低下した層から

の経時における膨

れ・剝離 

 
既存仕上塗材の付着強度が低下した深割

れの場合は、裏面へ水廻りが生じた場合に

改修仕上塗材で気密性が上がることによ

り水蒸気圧がかかって、塗膜内部で膨れが

生じることがある。 

 

改修設計に有用なポイント 

・躯体コンクリートやモルタル層、既存仕上塗材が原因のひび割れと表面の仕上塗材の割れは分けて考え

る。 

・深割れは仕上塗材の主材層まで到達する割れのため、吸水により仕上塗材等の強度が低下している場合

がある。割れ部分の仕上塗材の強度がない場合は除去する方策を立てる。 

・躯体コンクリートやモルタル層のひび割れの補修箇所は段差が生じるため、下地調整塗材や主材等を用

いて段差修正し必要に応じて模様合わせを行う。 

・既存仕上塗材層の割れは充填性を考慮した改修仕上塗材を選定すると良い。 

・模様合わせは、改修仕上塗材の施工前に既存パターンに合わせておくと良い。 
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詳細調査 No. ８） 剥がれの確認 

 

 

 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 剥がれの原因を特定し下地の処理方法を選定し所定の仕上がりと性能を確保するため。 

2 改修仕上塗材の材料選定および仕様を決定するため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 剥がれの程度（デグリー）、発生範囲の確認 目視・指触による調査 

② 
層間剝離の有無および下地の劣化状況の確

認 

目視・指触による調査 

引張試験、打診調査（打音検査） 

調査上の注意点 

・剥がれの程度、発生箇所により処理方法が異なるため、剥がれの程度（デグリー）、層間剝離の有無およ

び下地の躯体コンクリートやモルタル層の劣化程度も調査する。 

・剥がれの周辺箇所では既存仕上塗材等との付着力が低下している可能性が高いため、その周辺箇所を中

心に引張試験を実施し付着力を確認する。 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

既存仕上塗材の

浮き箇所からの

経時における膨

れ・剝離  

既存仕上塗材の剥がれ箇所の除去不足により

改修仕上塗材の膨れが発生する。 

築古建物の場合は、複数回の改修履歴による下

地層（既存仕上塗材）の劣化や躯体コンクリー

トやモルタル層からの水廻りも懸念される。 

仕上り不良 

 

部分的に塗膜を除去した場合、除去跡が残るた

め模様が異なった仕上りになる。  

 

改修設計に有用なポイント 

・剥がれ箇所周辺等の付着力が低下している既存仕上塗材は、改修仕上塗材を塗り重ねることで早期の膨

れや範囲の拡大が起こるため、不良箇所は必ず除去する。 

・調査結果に基づき、発生箇所の分布状態等を総合的に判断し、既存仕上塗材の除去範囲を明確にし、適

切な方法で除去するようにする。 

・美観の観点から改修仕上塗材の施工前に既存模様合わせを検討する。 
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詳細調査 No. ９） エフロレッセンスの確認 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 
エフロレッセンスは下地の躯体コンクリートやモルタル層に水が廻って生じる劣化現象であり、水

みちと水浸入の原因を確認するため。 

2 下地調整方法および改修仕上塗材の仕様選定のため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① エフロレッセンスの有無 目視・指触による調査 

② ひび割れの有無 目視・指触による調査 

調査上の注意点 

ひび割れ幅が広く、セメント系下地（モルタル層や躯体コンクリート）までひび割れが貫通している場合、

雨水などの浸入によりエフロレッセンスと呼ばれる白色のセメント成分の溶融物が仕上げ表面に析出す

ることがある。エフロレッセンス発生箇所は下地の水分が表面に染み出てきた箇所であるため、既存仕上

塗材および下地調整塗材の強度低下などが懸念される。また、下地が含水状態である場合もあるため、調

査時に強度も合わせて確認する。 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

剥がれ 

 

エフロレッセンスの除去が不十分であると

接着性が確保できず、剥がれや浮き（膨れ）

につながることがある。 

膨れ・浮き 

 

エフロレッセンスが生じている箇所は含水

状態になっている可能性が高く、水みちや水

浸入箇所に対処せずに塗装すると、内部の膨

張圧により改修仕上塗材或いは既存仕上塗

材層から膨れ・浮きが生じることがある。 

ひび割れからの

エフロ再析出 

 
ひび割れの防水・止水が不十分である場合、

ひび割れ箇所でのエフロレッセンスが再発

することがある。 

改修設計に有用なポイント 

・ひび割れなど水の浸入経路を特定し、適切な防水・止水処理を施すよう対策を検討する。 

・改修仕上塗材の仕上げ色が濃色であると、エフロレッセンスは目立ちやすい。 
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詳細調査 No. １０） 
既存仕上塗材層内、層間の付着

強度低下の確認 

 

 

 

 

調査の目的 

 調査目的 

1 改修仕上塗材と既存仕上塗材または下地のモルタルとの付着性を確保するため。 

2 下地調整方法および改修仕上塗材の仕様選定のため。 

調査時に確認すべき点および調査方法 

 調査時に確認すべき点 調査方法 

① 建築物の改修工事回数と種類の特定 
建築物の設計図書の確認（新築・改修） 

既存仕上塗材の採取と断面観察評価 

② 既存仕上塗材の強度不足部分の特定 
クロスカット試験（上塗材） 

引張試験器による付着力試験（仕上塗材） 

調査上の注意点 

改修履歴により複数の既存仕上塗材層がある場合には、各仕上塗材の層内或いは層間で劣化が進行してい

る可能性がある。下地（既存仕上塗材）内部の劣化は目視・指触判断では困難なため、引張試験など JIS 

A6909 に準じた付着力試験などの調査方法を適用する。特に築古建物の外壁調査では、下地モルタル等も

含めた下層の状態を確認すると良い。 

調査時見落としによる改修工法選定不適により生じる可能性のある早期劣化事例 

早期劣化の事例 不具合発生の原因 

経時における 

層間剝離・膨れ 

 
既存仕上塗材の層内或いは層間において付着強度が低い

箇所があると、新規塗膜で覆われたことにより、躯体側か

ら水が廻った場合に塗膜の内圧（気体または液体による圧

力）が高まり、脆弱部を基点として浮きや膨れが生じる。 

※写真は、残存した脆弱層を起点に膨れおよび剥がれが生

じたもの  

改修設計に有用なポイント 

・既存仕上塗材の脆弱部分をもらさず除去できるよう、除去方法・工法は入念に検討する。 

・過去に改修履歴がある場合は、既存仕上塗材の層間あるいは層内だけではなく、各仕上塗材の界面にも

局所的に強度の低い箇所が存在することがあるため、層間・層内の付着強度のほかに、界面破壊にも注意

する必要がある。 
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３章 仕上塗材の基本事項 

 この章では、現場調査に関わる者が、まず仕上塗材として知っておきたい材料の基本的な知識、材料

劣化に関わる初歩的な知識を示す。より詳細な知識を得たい場合は、専門書によるとよい。 

 

3.1 仕上塗材の性能および機能 

 コンクリートの外装用仕上塗材は、外壁の美観（意匠性）の確保を目的として用いられていたが、昭

和 50 年代にコンクリートの早期劣化問題が顕在化したことから、躯体保護機能も求められるようにな

り、防水形仕上塗材が開発された。防水形仕上塗材はゴムのような柔軟性があり、コンクリートにひび

割れが生じても塗膜が容易に割れないため、雨水浸入防止のほか、中性化抑制効果や塩化物イオンの浸

透抑制効果が期待されている。 

 これ以降、外装用仕上塗材は、環境等への配慮から溶剤系下塗材・上塗材を水系の塗材に代替するい

わゆる水系化が推進されるとともに、塗材の種類に応じて、耐候性（長持ちする塗材）、耐汚染性（汚れ

にくい塗材、カビや藻が付きにくい塗材）、意匠性（石材やタイルなどを模した塗材ほか）、遮熱性など、

多様な機能を付加した材料の開発が行われている。 

 

3.2 仕上塗材の種類および形状の特徴 

表 3.2.1 に、JIS A 6909（建築用仕上塗材）に分類されている主な外装用の仕上塗材の種類を示す。 

仕上塗材は、鉄筋コンクリート造建築物の代表的な外装の塗り仕上げ材で、塗膜の厚さは仕上塗材の

種類によって数 mm～10mm 程度である。品質は JIS A 6909 に規格化されており、施工は吹付け、ロー

ラー塗り、またはこて塗りで行われる。 

工事仕様は、（一社）日本建築学会の JASS 15（左官工事：こて塗りの場合）および JASS 23（吹付け

工事：吹付け・ローラー塗りの場合）に定められているほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公

共建築工事標準仕様書 2）等では、施工方法の違いに関わらず左官工事の章に分類されている。 

図 3.2.1 に代表的な仕上塗材の形状と断面図を、また表 3.2.2 に代表的な仕上塗材の形状と施工方法を

示す。さらに、表 3.2.3 に現地での調査において比較的簡便に既存塗膜を判定する例を示すが、表 3.2.1

～表 3.2.3 および図 3.2.1 の情報は、仕上塗材のおおよその種類を推定するのに有効である。 
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表 3.2.1 外装用仕上塗材の種類および呼び名（JIS A 690913）から一部抜粋し引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a）複層仕上塗材及び可とう形改修用仕上塗材で、耐候性を区分する場合は、耐候形 1種、耐候形 2種又は耐候形 3種とする。 

b）防水形複層塗材で耐疲労性の特性を付加したものについては、耐疲労形と表記する。 

 

主たる仕上げの
形状

①層構成
②塗り厚

通称（例）

外装けい酸質系薄付け仕上塗材 外装薄塗材Si 砂壁状 シリカリシン

可とう形外装けい酸質系薄付け仕上塗材 可とう形外装薄塗材Si ゆず肌状

外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 外装薄塗材E 砂壁状
樹脂リシン、アクリルリシ
ン、陶石リシン

可とう形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕
上塗材

可とう形外装薄塗材E 砂壁状、ゆず肌状 弾性リシン

防水形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上
塗材

防水形外装薄塗材E
ゆず肌状、さざ波状、
凹凸状

単層弾性

外装合成樹脂溶液系薄付け仕上塗材 外装薄塗材S 砂壁状 溶液リシン

外装セメント系厚付け仕上塗材 外装厚塗材C

外装けい酸質系厚付け仕上塗材 外装厚塗材Si

外装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材 外装厚塗材E

ポリマーセメント系複層仕上塗材 複層塗材CE セメント系吹付タイル

可とう形ポリマーセメント系複層仕上塗材 可とう形複層塗材CE
セメント系吹付タイル（可
とう形、微弾性、柔軟形）

防水形ポリマーセメント系複層仕上塗材b) 防水形複層塗材CE

けい酸質系複層仕上塗材 複層塗材Si シリカタイル

合成樹脂エマルション系複層仕上塗材 複層塗材E アクリルタイル

防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材b) 防水形複層塗材E
ダンセイタイル（複層弾
性）

反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上塗
材

複層塗材RE 水系エポキシタイル

防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系複層
仕上塗材b)

防水形複層塗材RE

防水形合成樹脂溶液系複層仕上塗材b) 防水形複層塗材RS

可とう形合成樹脂エマルション系改修用仕上塗
材

可とう形改修塗材E

可とう形反応硬化形合成樹脂エマルション系改
修用仕上塗材

可とう形改修塗材RE

可とう形ポリマーセメント系改修用仕上塗材 可とう形改修塗材CE

①下塗材および主
材、または主材のみ
②3㎜程度以下

①下塗材および主材
②4～10㎜程度

①下塗材、主材およ
び上塗材
②3～5㎜程度

①主材および上塗材
②0.5～1㎜程度

特徴（参考）

複層仕上塗材a)

可とう形改修用仕
上塗材a)

凹凸状、
ゆず肌状、
月面状（クレーター
状）、
平たん状

凹凸状、
ゆず肌状、
月面状（クレーター
状）、
平たん状

種    類

薄付け仕上塗材

厚付け仕上塗材 スタッコ状

呼び名
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※ マスチック A（薄塗材 E と同等）及びマスチック C（複層塗材 CE：ポリマーセメント系複層塗材と同等）は、国土交通省 

大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）6）等で標準化されている塗材。 

図 3.2.1 代表的な仕上塗材の形状と断面図 

 

 

 

 

複層仕上塗材（凸部処理） 

※ 

※ 
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表 3.2.2 仕上塗材の形状と施工方法 

 

 

  

仕上の形状 形状画像例 形状の説明 主な施工方法

平たん状 平滑で平らな面の仕上り
刷毛、エアレス、ウールローラー、ス
プレー

さざ波状
なみがた・さざ波状の山立ち仕げ

多孔質ローラー

砂壁状 砂状の形状が露出した粗い仕上げ リシンガン吹付

ゆず肌状 ゆずの表面肌状の仕上げ リシンガン、タイルガン吹付

月面状 クレーター状の仕上げ タイルガン吹付

凹凸状
大小の玉を散らした山・谷のはっきりした
仕上げ

タイルガン吹付

凹凸状

ヘッド押さえ
凹凸の凸部をローラーで押えた仕上げ タイルガン吹付後凸部押え

スタッコ状

吹放し
粗く山・谷の差を強調した仕上げ スタッコガン吹付け

スタッコ状

ヘッド押さえ

スタッコの山部をコテ・ローラーで平らに押
さえたり、カットした仕上げ

スタッコガン吹付け後ヘッド押え

ホーロー調
ゆるく大きな波を打ち艶やかで金属ホー
ローのような滑らかな仕上げ

タイルガン吹付け
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表 3.2.3 現地での調査において比較的簡便に既存塗膜を判定する例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  建築外装塗替えマニュアル 14）（社団法人（現一般社団法人）日本塗料工業会，1988 年）を引用 
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薄 塗 材  （ シ リ カ 系 リ シ ン ）

マ ス チ ッ ク 塗 材 A

マ ス チ ッ ク 塗 材 C

マ ス チ ッ ク 塗 材 B

厚 塗 材 C （ セ メ ン ト ス タ ッ コ ）

厚 塗 材 　 （ シ リ カ ス タ ッ コ ）

厚 塗 材 E ( 樹 脂 ス タ ッ コ ）

複 層 塗 材 C （ セ メ ン ト 系 吹 付 タ イ ル ）

複 層 塗 材 E ( ア ク リ ル 系 吹 付 タ イ ル ）

複 層 塗 材 　 （ エ ポ キ シ 水 系 吹 付 タ イ ル ）

複 層 塗 材 　 （ エ ポ キ シ 溶 液 系 吹 付 タ イ ル ）

複 層 塗 材 　 （ シ リ カ 系 吹 付 タ イ ル ）

可 と う 形 外 装 薄 塗 材 E

防 水 形 外 装 薄 塗 材 E

防 水 形 複 層 塗 材 E

防 水 形 複 層 塗 材 　 （ ウ レ タ ン ゴ ム ）

防 水 形 複 層 塗 材 　 （ ク ロ ロ プ レ ン ゴ ム ）

―
―

―
―
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3.3 仕上塗材の劣化現象 

外装用仕上塗材に生じる劣化は、主に紫外線、水分、二酸化炭素、じん埃などの劣化外力によって、

塗膜に期待される本来の機能が失われる現象で、その進行は主に以下の第 1 段階から第 3 段階のように

分類できる。 

［第１段階：塗膜表面の劣化現象］ 

汚れ、変退色、光沢低下、白亜化（チョーキング）、摩耗 

  →美観性が損なわれ、外観の機能が失われた段階 

［第２段階：塗膜内部の劣化現象］ 

膨れ（浮き）、割れ、剥がれ 

  →下地に対する保護機能（中性化抑制）が低下し始めた段階 

［第３段階：下地に起因する劣化現象］ 

ひび割れ、剝離、損傷、エフロレッセンス、さび汚れなど 

  →下地の保護機能（中性化抑制、遮塩性、雨水浸入）が損なわれた段階 

3.4 仕上塗材の劣化の進行モデル 

標準パターン写真の活用にあたって、劣化進行を把握しておくことは重要である。仕上塗材の劣化進行は種

類によって異なり、大きくは、薄付け仕上塗材、複層仕上塗材、厚付け仕上塗材の上塗材のある場合とない場

合とに分類することができる。新築時の各仕上塗材について、劣化進行パターンの例を図 3.4.1 から図 3.4.3

に示す。 

薄付け仕上塗材の劣化進行の特徴： 

通常上塗材を塗布しないため主材が直接外気に晒される。このた

め劣化現象は、白亜化（チョーキング）や摩耗から始まり、割れ、

浮き、剝がれへと進行する。 

＜主 材＞ ＜主 材＞ ＜主 材＞ ＜主 材＞
白 亜 化 白 亜 化 白 亜 化 白 亜 化

摩 耗 摩 耗 摩 耗 摩 耗
健全 割 れ 割 れ 割 れ

浮 き 剝 が れ

薄 付 仕 上 塗 材 の 劣 化 進 行 パ タ ー ン 図

コ
ン
ク
リ
ー
ト

下地調整材

下塗材

主材

図 3.4.1 薄付け仕上塗材の劣化進行パターン（例） 

健全な状態の薄付け仕上塗材の画像例 
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図 3.4.2 複層仕上塗材の劣化進行パターン（例） 

＜上塗材＞ ＜上塗材＞ ＜上塗材＞ ＜上塗材＞
白 亜 化 白 亜 化 白 亜 化 白 亜 化

健全 割 れ 割 れ 割 れ
剝 が れ 剝 が れ 剝 が れ

摩 耗 摩 耗

＜主材＞ ＜主材＞
割 れ 割 れ
浮 き 剝 が れ

複 層 仕 上 塗 材 の 劣 化 進 行 パ タ ー ン 図

上塗

コ
ン
ク
リ
ー
ト

下地調整材

下塗材

主材

健全な状態の複層仕上塗材の画像例 

複層仕上塗材の劣化進行の特徴： 

上塗材が塗布される仕様が一般的。このため劣化は上塗材の

種類によって異なる。例えば、合成樹脂溶液系は表面割れか

ら、反応硬化形合成樹脂溶液系は白亜化から、合成樹脂エマル

ション系は光沢低下から劣化が生じ進行する傾向がある。 

厚付け仕上塗材の劣化進行の特徴： 

上塗材「なし」と「あり」の場合とがある。上塗材なしは主材が直接外

気に晒されるため表層の粉化
こ な か

や白亜化が生じ、骨材が露出・脱落し主材

が摩耗・消失する。上塗材ありは上塗材の種類により初期劣化が異なる

が、上塗材が消失すると上塗材なしと同様に劣化が進行する。 

健全な状態の厚付け仕上塗材の画像例 

図 3.4.3 厚付け仕上塗材の劣化進行パターン（例） 

（上塗材ありの場合） 

上塗材の白亜

化・割れ 

上塗材の剝がれ

主材の露出 

主材・表層

骨材の露出 
表層骨材の 

脱落 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

主材層を含む

脱落 

主材層 

下塗材 

上塗材 

<上塗材> 

白亜化 

割れ 

<上塗材> 

白亜化 

剝がれ 

摩耗 

<主材> 

表層露出 

粉化 

汚れ 

<主材> 

露出 

粉化 

割れ 

摩耗 

骨材露出 

<上塗材> 

白亜化 

剝がれ 

摩耗 

消失 

<上塗材> 

白亜化 

剝がれ 

摩耗 

消失 

<主材> 

露出 

摩耗 

割れ 

骨材脱落 
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3.5 仕上塗材の劣化原因 

塗膜が劣化する原因としては、自然現象の繰り返し作用を受けるなどの外的要因と材料自体の特徴、

あるいは施工条件等による内的要因があり、これらが単独に影響を与える場合もあるが、むしろこれら

の劣化要因が重なりあって劣化を促進している場合が多い。したがって劣化診断においては、施工時の

設計図書、施工環境、建物の立地、周囲の環境、材料の特徴など、広範囲にわたる調査結果により劣化

の原因を推論していくことが肝要である。すなわち、いくつかの考えられる要因を推測し、さらにその

中でも特に大きく影響を与えている要因を掘り下げて、検討診断することが大切である。表 3.5.1 に劣

化作用要因と劣化外力および劣化現象の関係を示す。 
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水 蒸 気 （ 気 体 ）
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水 分
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エフロレッセンス

下
地
特
性

塵 埃

昆 虫 類

ガ ス （ SO2 、 CO2 ）

紫 外 線
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風

飛 来 物

水 （ 雨 水 、 結 露 水 ）

氷 （ 固 体 ）
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用

要

因
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化

現
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汚

れ

変

退

色

光

沢

低

下

材料 構法 使用

内的要因 外的要因

立地施工

表 3.5.1 劣化作用要因と劣化外力および劣化現象 

（注） ●：関連が深い、 ○：関連がある 

※ 出典：参考文献 3） 『外装仕上げの耐久性向上技術』 
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4章 おわりに 

本書は、RC 造建築物等のコンクリートやセメント系外壁を下地とする外装用の仕上塗材を対象とし

た、ごく限られた部材の劣化調査について示している。しかしながら、建築物には内装や鉄鋼面、木部

など様々な部材や部位があり、改修設計のためには個々に劣化調査の注意点がある。そういった意味で

本書は、建築物の現場調査で使用するには不足する情報があるため一例としていただき、使用される方

には、今後はより現場調査に沿った内容に作りかえ、活用していただけたらと考えている。 

最後に、劣化調査はその後に続く改修設計や改修施工の重要な基盤となるものである。仕上塗材に関

する材料の情報や、専門技術者がこれまで現場で習熟した知識を目に見える形で残し、伝えることも重

要なことである。このため本書は、日本建築仕上材工業会の技術委員会委員各位に、仕上塗材の劣化調

査および診断に関する知見を、まだ経験の浅い技術者が見落としがちな劣化等調査ポイントとして、意

見を出して頂いたほか、本書の構成、付録 5 を中心に掲載した画像の提供・掲載許可、図表の転載許可

など、多大なる協力をいただいた。記して感謝申し上げる。 



 

 

 

 

 

 

付  録 
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付録 

付録１ 既存仕上塗材の種類の推定 

性能および機能を確保する改修を行うためには、既存仕上塗材の種類を正しく把握する必要がある。

調査の際には、既存仕上塗材の塗膜層が複数の層構成となっているため、その層構成を確認する必要が

ある。建設年代から使われていた外装に使用されている材料を推測することも有効である。参考までに、

付表 1.1 に 1960 年代から 2015 年までの建築用仕上塗材の変遷を掲載する。 

付表 1.1 建築用仕上塗材の変遷 

 

 

 

 

 

出典：参考文献 5）「建築用仕上塗材ハンドブック」 

西暦 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年

和暦 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年

■セメントリシン ■セメントスタッコ

■セメント系吹付けタイル
（複層塗材C)

■スキン類 ■樹脂リシン 　　　■マスチック塗料ABC

■合成樹脂エマルションペ
　イント

■合成樹脂エマルション模
　様塗料

■複層塗材RS
■防水形外装薄塗材E
（単層弾性）

　　■複層塗材E
■弾性仕上塗材
（防水形複層塗材E,RE,RS)

　　■複層塗材RE （可とう形外装薄塗材E) ■透湿性仕上塗材

　　■つや有合成樹脂エマ
　　　ルションペイント

■じゅらく仕上げ ■結露防止塗材

　　　■クロス用塗材

■アクリル樹脂エナメル
　■アリルウレタン樹脂エナ
　　メル

　　　■ふっ素樹脂エナメル

　　　■アクリルシリコン樹脂
　　　　エナメル

下地調整
改修用関係

■下地調整塗材C-1 ■下地調整塗材E

●中性化リフレッシュ工法
●アルカリ骨材反応問題深

　刻化

●各種厚付けデザインロー

　ラー工法
　　　●アスベスト問題

西暦 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

和暦 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

無機質系仕上塗材

有機質系仕上塗材 ■各種こて塗り仕上塗材 ■貼り付ける塗材

■FC関係 ■けい藻土塗材
　■耐汚染性、汚染除却性

　塗料

■調湿形内装仕上塗材 　■照度向上塗料

■弱溶剤系エナメル

下地調整
改修用関係

■微弾性フィラー
　　　　■可とう形改修塗材
　　　　　E,RE,CE

■断熱フィラー

●製造物責任（PL)法の施
　行

●水系上塗材の生産数量
　が溶剤系と逆転

●JASS18に弱溶剤系塗料
　仕様追加

　　●国土交通省標準仕様
　　　書DP塗りに弱溶剤系
　　　の規格追加

　　　　●建築基準法の大幅

　　　　　改正
★グリーン購入法

★特化則にエチレンベンゼ

　ンなどが追加

●鉛含有塗料の廃止に向け

　ての（一社）日本塗料工業
　会宣言の改定の発表

　　　　★住宅の品質確保の
　　　　　促進に関する法律
　　　　　（品確法）

★PRTR法（環境汚染物質
排出移動登録）

★大気汚染防止法改正（揮
　発性有機化合物かい出規
　制）

　　　　★2003年7月改正建

　　　　　築基準法施行（ホル
　　　　　ムアルデヒド関係）

●アスベスト問題

内装用仕上塗材

上塗材

建築関係

■シリカ系仕上塗材
（複層塗材Si)

■高日射反射率塗料　　■有機無機ハイブリッド塗料

■光触媒塗料　　■サイディング改修用クリヤー

無機質系仕上塗材

有機質系仕上塗材

内装用仕上塗材

上塗材

建築関係
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付録２ 仕上塗材の調査表の例 

付表 2.1 事前調査表の例（建築物概要について） 

※ 出典：参考文献 3）『外装仕上げの耐久性向上技術』 

温度

主材 上塗

1

2

3

4

5

施工業者

1．RC造　　2．S造
3．SRC造　4．PC造

規　　模

風向

調査者

東 西 南 北

1．大気汚染　　2．海辺　　3．田園　　4．山間　　5．都市（市街地）　　6．都市（郊
外）　　7．温泉地　　8．振動地区　　9．工業　　10．その他（
）

建物概要（平面、立面、
　　　　工法詳細、写真等）

調査日

降雨（雪）

1．戸建住宅　　2．アパート　　3．マンション　　4．集合住宅　　5．商業ビル　　6．
ホテル
7．独立店舗　　8．借用住宅　　9．学校　　10．体育館　　11．公民館　　12．病院
13．官公庁舎　　14．図書館　　15．工場　　16．その他（　　　　　　　　）

外装材 下塗プライマー下地調整下地パターン

管理形態

商 品 名

補修・
塗り替え
歴

1．コンクリート打放し
2．PCパネル
3．モルタル
4．ALC
5．コンクリートブロッ
ク
6．石綿スレート
7．その他
（　　　　　　　）

1．モルタル
2．ポリマー入ペースト
3．ポリマー入モルタル
4．既調合モルタル
5．既調合モルタル
　（樹脂入り）
6．セメント系下地調整塗材
　（セメントフィラー）
7．エマルションパテ
8．エポキシパテ
9．その他
　（　　　　　　　）

1．砂壁状
2．ゆず肌状
3．凹凸状
4．凸部処理模様
5．クレーター状
6．スタッコ状
7．スタッコ状凸部処理
8．その他
（　　　　　　　）

外

装

の

仕

様

建築名称

所在地

気象条件

地域環境

周辺状況

用　　　途

構　　　造

施工時期

3．複層仕上塗材
3.1　複層塗材C（吹付材C）
3.2　複層塗材E（吹付材E)
3.3　複層塗材RE，RS
3.4　伸長形複層塗材（弾性タイル）
3.5　マスチックB，C
3.6　その他の複層仕上塗材

4．厚付け仕上塗材
4.1　厚塗材C（セメントスタッコ）
4.2　厚塗材E(アクリルスタッコ）
4.3　その他の厚塗材

外

装

塗

り

仕

上

材

の

種

類

パ

タ

ー

ン

下

地

の

種

類

敷

地

条

件

建

物

条

件

外

装

施

工

1．塗料
1.1　アクリルエナメル塗料
1.2　その他の塗料

2．薄付け仕上塗材
2.1　薄塗材C（セメントリシン）
2.2　薄塗材E（樹脂リシン）
2.3　その他のリシン

下

地

調

整

材

の

種

類

その他の建物特性
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付表 2.2 現地での既存仕上塗材の劣化調査表の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典：参考文献 3）『外装仕上げの耐久性向上技術』 

方 位
部 位

№

Ｅ
－
1

Ｅ
－
2

Ｅ
－
3

Ｅ
－
4

Ｅ
－
5

Ｗ
－
1

Ｗ
－
2

Ｗ
－
3

Ｗ
－
4

Ｗ
－
5

Ｓ
－
1

Ｓ
－
2

Ｓ
－
3

Ｓ
－
4

Ｓ
－
5

Ｎ
－
1

Ｎ
－
2

Ｎ
－
3

Ｎ
－
4

Ｎ
－
5

C
0

C
0

C
0

C
0

C
0

C
0

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
2

C
2

C
2

C
2

C
2

C
2

C
3

C
3

C
3

C
3

C
3

C
3

部 位 記 号

1．
一
般
外
壁

2．
塔
屋
壁

3．
斜
壁

4．
廊
下
壁

5．
窓
ま
わ
り

6．
ひ
さ
し
鼻
先

7．
ひ
さ
し
裏

8．
段
裏

9．
階
段
手
す
り

10
．
手
す
り
脚
部

11
．
柱
形

12
．
は
り
形

13
．
垂
直
目
地

14
．
水
平
目
地

15
．
と
い
お
よ
び
取
付
金

物
ま
わ
り

16
．
パ
ラ
ペ
ッ
ト

17
．
軒
鼻
先

18
．
軒
裏

(6
)躯
体
、
下
地
の
挙
動

(7
)環
境
条
件

(8
)建
物
使
用
状
況
と
適
否

(9
)部
位
の
状
況

(1
0)
そ
の
他

(2
)材
料
選
定
時
の
状
況
と
適
否

(1
)経
時
に
伴
う
劣
化
発
生
状
況

(3
)施
工
時
の
下
地
、
下
地
調
整
の
適
否

(4
)施
工
時
の
状
況
と
適
否

(5
)維
持
管
理
の
状
況
と
適
否

東 西 南 北

顕
著
に
認
め
ら
れ
る

19
．
換
気
扇
ま
わ
り

20
．
バ
ル
コ
ニ
ー
内
壁

21
．
手
す
り

22
．
手
す
り
壁

23
．
手
す
り
壁
上
端

24
．
バ
ル
コ
ニ
ー
鼻
先

25
．
バ
ル
コ
ニ
ー
軒
裏

26
．
開
口
部

27
．
出
入
口

劣 化 現 象 の 評 価

汚
れ
な
し

ほ
と
ん
ど
な
い

認
め
ら
れ
る

顕
著
に
認
め
ら
れ
る

な
い

ほ
と
ん
ど
な
い

認
め
ら
れ
る

顕
著
に
認
め
ら
れ
る

割
れ

診
断
基
準

光
沢
度
低
下

診
断
基
準

デ
グ
リ
ー

な
し

G
D

0

ほ
と
ん
ど
な
い

G
D

1

認
め
ら
れ
る

G
D

3

C
D

0

ほ
と
ん
ど
な
い

C
D

1

認
め
ら
れ
る

C
D

3

顕
著
に
認
め
ら
れ
る

C
D

5

汚
れ

デ
グ
リ
ー

C
T

0

C
T

1

C
T

3

ふ
く
れ

な
い

ほ
と
ん
ど
な
い

認
め
ら
れ
る

顕
著
に
認
め
ら
れ
る

W
5

発 生 層

G
D

5

白
亜
化

診
断
基
準

デ
グ
リ
ー

つ
か
な
い

C
K

0

粉
状
物
ほ
と
ん
ど
な
い

C
K

1

粉
状
物
が
つ
く

C
K

3

粉
状
物
が
顕
著
に
つ
く

C
K

5
C

T
5

変
退
色

診
断
基
準

デ
グ
リ
ー

変
退
色
な
し

ふ
く
れ
,割
れ
,剥
が
れ
等
の
混
在

な
い

ほ
と
ん
ど
な
い

認
め
ら
れ
る

顕
著
に
認
め
ら
れ
る

剥
が
れ

な
い

ほ
と
ん
ど
な
い

認
め
ら
れ
る

顕
著
に
認
め
ら
れ
る

1．
下
地

2．
下
地
調
整
材
層

3．
シ
ー
ラ
ー

4．
下
塗
材

5．
主
材

6．
上
塗
材

界
面
の
場
合
は
2/
3の
よ
う
に
表
示

な
い

ほ
と
ん
ど
な
い

認
め
ら
れ
る

顕
著
に
認
め
ら
れ
る

エ
フ
ロ
レ
ッ
セ
ン
ス

下
地
ク
ラ
ッ
ク

な
い

ほ
と
ん
ど
な
い

認
め
ら
れ
る

顕
著
に
認
め
ら
れ
る

下
地
の
露
出
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る

摩
耗

デ
グ
リ
ー

W
0

W
1

診
断
基
準

下
地
の
露
出
が
な
い

下
地
の
露
出
が
ほ
と
ん
ど
な
い

下
地
の
露
出
が
認
め
ら
れ
る

W
3

使
用
材
料

種 類

パ タ ー ン

色 調

汚 れ

変 退 色

光 沢 度

白 亜 化

（ チ ョ ー キ ン グ ）

　
　
　
備
　
　
考

・当
該
部
分
の
特
記
事
項

　
（周
辺
の
状
況
等
）

・性
能
試
験
結
果

推
定
原
因

外
装
全
般
に
関
す
る
特
記
事
項

エ フ ロ レ ッ セ ン ス

わ ず か

目 立 つ

大 部 分

種 類

劣
化
現
象
と
そ
の
度
合

摩 耗

ひ び わ れ

ふ く れ （ 浮 き ）

剥 離

ふ く れ ・ 割 れ ・

剥 が れ の 混 在

ク ラ ッ ク

範
囲

下
地 調 整 方 法

施 工 時 期 （ 季 節 ）

発 生 層
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付録３ 劣化調査結果の改修設計への応用例 

 改修設計では劣化現象・劣化程度に応じて適切な下地処理方法、改修材料・工法の選定が重要である

が、改修下地である既存仕上塗材の処理方法は劣化現象・劣化程度によっても異なることがある。付表

3.1 および付表 3.2 に塗膜の劣化に対する措置の例を示す。 

 また、改修工事を計画するときの改修仕上塗材については、意匠変更の有無、性能、経済性などを踏

まえて選定すると同時に、改修に用いる材料の種類によっては既存塗膜との組み合わせにより不具合が

生じることがあるため、既存仕上塗材と改修仕上塗材の適合性についても確認する。付表 3.1 に耐久性

からみた仕上塗材の選び方例、および付表 3.2 の既存塗膜と改修仕上塗材の適合表を参考にされたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕上塗材表面

汚れ 変退色 光
沢
度
低
下

アルカリ塩
の析出

仕上塗材表面
の処理・清掃

ラッカーシン
ナー中性洗
剤等による洗
浄及び水洗
または手工
具、による処
理及び水洗

仕上塗材表面の処理・清掃

水洗（高圧水洗
を含む）

劣化部分

白

亜

化

摩

耗手

油
脂

鉄

錆

水

洗

手工具、電

動工具に

よる処理

及び水洗

塩素系漂白剤
等による洗浄
及び水洗また
は手工具、電
動工具による
下地処理及び
水洗

無処理 下地処理

シーラー処理 下地調整塗材処理

選択された仕上塗材塗り

有

無

NO

YES

下地調整
のレベル

下地調整

下地処理
の方法

付図 3.1 塗膜表面のみの劣化に対する措置 
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付図 3.2 塗膜内部からの劣化に対する措置 

仕上塗材層内部

ふくれ・はがれ 主材のふくれ

・はがれ
主材の割れ

劣化塗材の除去
（塗材の部分除去）

手工具、電動工具、
ブラスト、はく離剤等
による除去及び水洗

塗材の全面除去

手工具、電動工具に
よる除去及び水洗

下地調整塗材処理

シーラー
の適用

シーラー処理

選択された塗り仕上げ材塗り

YES

NO

NO

YES

単 層 複 層

割れ トップコートの

ふくれ・はがれ

トップコートの割れ

劣化塗材の除去（塗
材の部分除去）

手工具、電動工具、
ブラスト、はく離剤等
による除去及び水洗

塗材の全面除去

手工具、電動工具に
よる除去及び水洗

劣化塗材の除去
（塗材の部分除去）

手工具、電動工具に
よる除去及び水洗

下地調整塗
材の適用

下地調整
のレベル

下地調整
の方法

※ 付図 3.1 及び図 3.2 は、参考文献 15）を参考にして一部修正し、引用している。 
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付表 3.1 耐久性からみた外装用の仕上塗材の選び方（例） 

注） 耐久性指数：Ⅰ（劣る） ←→ Ⅴ（優れている） 

   グレードが高級であるほど、コストは高価となる傾向がある。 

グレード
耐久性能

指数
代表的な使用例

耐候形1種防水形 RE仕上げ

複層塗材 RS仕上げ

高耐候性 超高級 耐候形1種複層塗材 RE仕上げ Ⅴ 厳しい環境下において、長期耐久性などが要求される外壁等に用いる。

耐候形2種防水形 E仕上げ

複層塗材 RE仕上げ

E仕上げ

RE仕上げ

耐候形3種防水形 E仕上げ

複層塗材 CE仕上げ

E仕上げ

CE仕上げ

Ⅲ

Ⅲ

高級 Ⅱ 比較的簡易な防水性が要求される外壁等や塗り替えで適用される。

汎用 Ⅱ 主として凹凸模様・ゆず肌模様仕上げ。

汎用 Ⅱ 防水性が要求される外壁等や、比較的塗り替えでの適用が多い。

Ⅰ 軒裏や外壁等の一般的な砂壁状（リシン）仕上げに用いる。

Ⅰ 軽量モルタル仕上げ外壁等の砂壁状（リシン）仕上げに用いる。

Ⅰ 砂壁状仕上げで低温時の乾燥性が要求される場合等に用いる。

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

超高級
高耐候性
防水性

耐候性
防水性

耐候性
防水性

耐候性
特殊模様

耐候性

耐候性

防水性

―

外壁等の一般的な凹凸模様、ゆず肌模様の仕上げに用いる。

スタッコ状模様による豪華な仕上がり感が要求される外壁・柱等に用い
る。

汎用

高　 度
美装性

美装性

要求性能

高級

高級

中級

中級

中級

厳しい環境下において、長期耐久性、防水性などが要求される外壁等に
用いる。

防水性や耐久性が要求される外壁等に用いる。比較的塗り替えでの適用
が多い。

一般的な環境下で、長期耐久性が要求される外壁等に用いる。

防水性や耐久性が要求される外壁等に用いる。比較的塗り替えでの適用
が多い。

一般的な環境下で、長期耐久性が要求される外壁等に用いる。

耐候形2種複層塗材

耐候形3種複層塗材

Ⅴ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

複層塗材CE仕上げ

複層塗材Si仕上げ

仕上げの種類

外装厚塗材C仕上げ

外装厚塗材E仕上げ

外装薄塗材S仕上げ

可とう形複層塗材CE仕上げ

防水形外装薄塗材E仕上げ

防水形複層塗材E仕上げ

外装薄塗材E仕上げ

可とう形薄塗材E仕上げ

複層塗材E仕上げ

※ 本表は、参考文献 12）の付表を参考にして作成している。 
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可とう形
改修塗材

水
系
上
塗
材

弱
溶
剤
系
上
塗
剤

外
装
薄
塗
材
E

外
装
薄
塗
材
S

可
と
う
形
外
装
薄
塗
材
E

防
水
形
外
装
薄
塗
材
E

外
装
厚
塗
材
C

外
装
厚
塗
材
C
E

外
装
厚
塗
材
E

複
層
塗
材
S
i

複
層
塗
材
E

複
層
塗
材
R
E

防
水
形
複
層
塗
材
E

防
水
形
複
層
塗
材
R
E

可
と
う
形
改
修
塗
材
E

可
と
う
形
改
修
塗
材
R
E

石
材
調
仕
上
塗
材

石
材
調
張
り
仕
上
材

外装薄塗材E ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ― ○ ― ○ ○ ◎ ○ ○

外装薄塗材S ○ △ ― ― ○ ○ ― ○ ― ○ ― ○ ○ ◎ ○ ○

可とう形外装薄塗材Si ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ○ ◎ ○ ○

可とう形外装薄塗材E ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ◎ ○ ○

防水形外装薄塗材E ▲ ▲ × × ― ○ × × × × × ○ ○ ◎ × ×

外装厚塗材C
（上塗材なし）

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

外装厚塗材C
（上塗材：アクリル系）

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ◎ ○ ○

外装厚塗材E
（上塗材なし）

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ◎ ○ ○

外装厚塗材E
（上塗材：アクリル系）

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ◎ ○ ○

複層塗材C,CE
（上塗材：アクリル系）

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ○ ◎ ○ ○

複層塗材Si
（上塗材：アクリル系）

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ― ○ ○ ◎ ○ ○

複層塗材Si
（上塗材：シリカ系）

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ◎ ○ ○

複層塗材E
（上塗材：アクリル系、ウレタン系）

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ○ ― ○ ○ ◎ ○ ○

複層塗材RE
（上塗：アクリル系、ウレタン系）

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

防水形複層塗材E
（上塗：アクリル系、ウレタン系）

▲ ▲ × × ― ○ × × × × × × ○ ○ ◎ × ×

マスチックAE,AS
（上塗材あり）

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ◎ ○ ○

マスチックCE,CS
（上塗材あり）

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ◎ ○ ○

石材調仕上塗材 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ― ― ○ ― ○ ― ○ ○ ◎ ○ ○

石材調張り仕上材 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ― ― ○ ― ○ ― ○ ○ ◎ ○ ×

上塗剤 薄塗材 厚塗材 複層塗材 特殊仕上塗材
改修塗材

既存塗膜

付表 3.2 既存塗膜と改修塗材の適合表 

◎：適用可（下塗材なしで可） 

○：適用可（下塗材を要する） 

△：条件付き適用可（試し塗りの確認） 

▲：条件付き適用可（改修塗材の上塗材が硬質系の場合は不可、軟質系の場合は可） 

×：不適 

―：一般に適用しない 

※ 出典：参考文献 5）日本建築仕上材工業会 建築用仕上塗材ハンドブック 2016 年版 
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付録４ 仕上塗材の劣化程度（劣化デグリー） 

 本節に掲載した付図は、外装仕上塗材の現場調査の際に活用されることを念頭に掲載している。なお、

本付図は参考文献 9）建築研究資料から引用し編集したものである。 

 

［汚れ］の評価パターン 

劣化デグリー 汚れの明度差の状態イメージ 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

 

             

 

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

 

             

 

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

 

             

 

デグリー４ 

 

かなり認められる 

 

             

 

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

 

             

 

 

付図 4.1 雨だれによる汚れの劣化デグリー（例） 

  



41 

 

［変退色］の評価パターン 

 

劣化デグリー 変退色の彩度・明度の状態イメージ 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

  

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

  

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

  

デグリー４ 

 

かなり認められる 

  

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

  

 

付図 4.2 変退色の劣化デグリー（例） 
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［摩耗］の評価パターン 

 

劣化デグリー 摩耗の密度の状態イメージ（薄付け仕上塗材Ｃ：セメントリシンの場合） 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

  

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

  

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

  

デグリー４ 

 

かなり認められる 

  

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

  

 

付図 4.3 薄付け仕上塗材Ｃ（セメントリシン）の摩耗の劣化デグリー（例） 
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［白亜化（チョーキング）］の評価パターン 

 

劣化デグリー 白亜化の程度のイメージ 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

  

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

  

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

  

デグリー４ 

 

かなり認められる 

  

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

  

 

付図 4.4 白亜化の劣化デグリー（例） 
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［割れ］の評価パターン 

 

劣化デグリー 割れの密度のイメージ（複層仕上塗材の場合） 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

  

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

  

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

  

デグリー４ 

 

かなり認められる 

  

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

  

 

付図 4.5 複層仕上塗材の割れの劣化デグリー（例） 
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［膨れ］の評価パターン 

 

劣化デグリー 膨れの密度の状態イメージ 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

 

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

 

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

 

デグリー４ 

 

かなり認められる 

 

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

 

付図 4.6 膨れの劣化デグリー（例） 
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［剥がれ］の評価パターン（複層仕上塗材の場合） 

 

劣化デグリー 剥がれの密度の状態イメージ（複層仕上塗材の場合） 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

  

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

  

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

  

デグリー４ 

 

かなり認められる 

  

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

  

 

付図 4.7 複層仕上塗材の剥がれの劣化デグリー（例）  
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［剥がれ］の評価パターン（薄付け仕上塗材の場合） 

 

劣化デグリー 
剥がれの密度の状態イメージ 

（薄付け仕上塗材の場合） 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

 

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

 

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

 

デグリー４ 

 

かなり認められる 

 

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

 

 

付図 4.8 薄付け仕上塗材Ｃ（セメントリシン）の剥がれの劣化デグリー（例） 
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［剥がれ］の評価パターン（塗料の場合） 

 

劣化デグリー 
剥がれの密度の状態イメージ 

（複層仕上塗材の上塗材の場合） 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

 

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

 

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

 

デグリー４ 

 

かなり認められる 

 

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

 

 

付図 4.9 上塗材の剥がれの劣化デグリー（例） 
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［付着性］の評価パターン（塗料の場合）JIS K 5400－8．5：1990 付着性－碁盤目試験 

 

劣化デグリー 碁盤目試験 

デグリー１ 

 

ほとんど認められない 

 

デグリー２ 

 

わずかに認められる 

 

デグリー３ 

 

はっきり認められる 

 

デグリー４ 

 

かなり認められる 

 

デグリー５ 

 

顕著に認められる 

 

 

付図 4.10 塗膜付着性のイメージ（例） 
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付録５ 劣化調査に活用できる画像集  

劣化調査に活用できる画像集（１／３） 

劣化事例 

不具合

事例写

真等№ 

詳細 調査時のポイント 

1）汚れ ① 雨筋状の汚れ 極端に水みちになっている部分は構造

が変わらない限り同一の汚れを招く危

険性があるので注意。 

② 雨筋状の汚れ 

③ 雨筋状の汚れ 

④ 微生物汚染（藻） 植栽が多く、高湿度が高く、且つ空気の

流れがない環境条件下は注意。 ⑤ 微生物汚染（藻） 

⑥ 微生物汚染（カビ） 

⑦ 錆汁の汚れ（1） 周辺部材や環境からの貰い錆事例。 

⑧ 錆汁の汚れ（2） 内部鉄筋腐食の錆流出例。 

⑨ 錆汁の汚れ（3） 主材層の充填材からの錆事例。 

⑩ 目地部周辺の汚れ シーリングの油膜汚れ 

2）変退色 ① 事例①（顔料劣化） 白亜化（チョーキング）とは区別して劣

化程度を確認しておくと良い。 

顔料劣化による変色であるため、太陽光

の当たる部分と当たらない部分とで比較

して観察すると良い。 

② 事例② 

③ 事例③ 

④ 事例④ 

⑤ 事例⑤ 

3）光沢低下 ① 事例①  

② 事例②  

③ 事例③  

4）白亜化 ① 事例①  

② 事例②  

③ 事例③  

④ 事例④  

⑤ 事例⑤  

5）摩耗・表

面強度低下 

① 主材層表層の強度低下事

例 

手で擦ると骨材等がこぼれ落ちる程度

の劣化は表層側が強度低下しているこ

とが多いので注意。 ② 事例② 

③ 主材層表層の骨材摩耗事

例 

④ 石材調仕上塗材のクリヤ

ー層劣化事例 

6）膨れ・浮

き 

① 蓄熱水蒸気膨れ事例 既存仕上塗材層内・層間からの膨れ事

例が多いので入念に調査しておく。 

② 蓄熱水蒸気膨れの事例② 膨れ発生内部は蜂の巣状になってい

る。 

③ 蓄熱水蒸気膨れの事例③ 膨れ発生層は強度不足の箇所である。 

④ 蓄熱水蒸気膨れの事例④ 既存仕上塗材の脆弱層残存部のみ膨れ

が発生しており、除去した部分は膨れ

ない事例。 

⑤ 蓄熱水蒸気膨れの事例⑤ 

⑥ 蓄熱水蒸気膨れの事例⑥ 
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劣化調査に活用できる画像集（２／３） 

劣化事例 

不具合

事例写

真等№ 

詳細 調査時のポイント 

6）膨れ・浮

き 

⑦ 水廻りによる膨れ事例① 止水不良による仕上塗材裏面側への水

廻り ⑧ 水廻りによる膨れ事例② 

⑨ 水廻りによる膨れ事例③ 開口部廻りのひび割れからの水流出 

⑩ 微細膨れ 見落としやすいので注意する。 

⑪ 模様塗り層の膨れ①  

⑫ 模様塗り層の膨れ②  

⑬ 仕上塗材層の浮き事例 打診調査必須。下地浮きも含めて調

査。 

7）割れ ① 浅割れ（上塗り層の割れ）  

② 深割れ（主材層の割れ） 主材層の強度低下の可能性がある。 

③ 改修仕上塗材のひび割れ 新旧仕上塗材の硬度差に伴うひび割れ 

④ 造膜性低下によるひび割れ 初期乾燥時の割れ、造膜不良による割

れ 

⑤ シーリング上の割れ事例 ワーキングジョイント上での割れ 

⑥ ひび割れ事例①（下地）  

⑦ ひび割れ事例②（下地） 開口部廻りのひび割れ 

8）剥がれ ① 新旧仕上塗材の付着不良① 仕上塗材との相性、付着阻害因子の介

在等に起因する付着性低下 ② 新旧仕上塗材の付着不良② 

③ 新旧仕上塗材の付着不良③ 

④ 既存下地からの剥がれ① 既存仕上塗材、若しくは既存下地調整

塗材層の付着性低下部分の残存に注

意。 

⑤ 既存下地からの剥がれ② 

⑥ 既存下地からの剥がれ③ 

⑦ 既存下地からの剥がれ④ 軒天上層階からの水廻り等の剥がれ 

⑧ 下地ひび割れからの剥がれ ひび割れからの水浸入による強度低下 

⑨ ひび割れ補修箇所の剥がれ  

⑩ 既存仕上塗材の強度低下箇

所からの剥がれ 

深割れ周辺箇所の既存仕上塗材の強度

低下に注意。 

⑪ 既存仕上塗材層内の剥がれ 経年劣化による摩耗劣化 

⑫ 錆の再発 既存塗膜の残存部分からの剥がれ 

9）エフロレ

ッセンス 

① ひび割れからのエフロ析出

① 

 

② ひび割れからのエフロ析出

② 

 

③ 軒裏からのエフロ析出  

④ 軒裏からのエフロ（漏水痕

跡） 

 

⑤ 下地巣穴、仕上薄層部分か

らの白華染み 

 

10）既存仕

上塗材層

内、層間

の付着強

度低下の

確認 

① 付着力試験実施状況例 破断箇所・付着強度確認 

② 付着力試験実施状況例 

③ 既存仕上塗材層の断面観察

事例 

改修履歴がある場合は、どの層間、層

内に劣化があるのか特定しておく。 
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劣化調査に活用できる画像集（３／３） 

 事例 

不具合

事例写

真等№ 

詳細 

仕上り不良例 ① 初期乾燥ひび割れ、造膜不良 

② 部分的な造膜不良、硬化不良、光沢低下 

③ 水分接触箇所の色むら、光沢低下① 

④ 水分接触箇所の色むら、光沢低下② 

⑤ 乾燥過程の水接触による仕上り不良（模様不良） 

⑥ 乾燥過程の水接触による仕上り不良（水膨れ①） 

⑦ 乾燥過程の水接触による仕上り不良（水膨れ②） 

⑧ 仕上り模様の差（ローラー転がし方向不良） 

⑨ 仕上り模様の差（希釈率） 

⑩ 仕上り模様の差（足場むら） 

⑪ 主材層の過剰ピンホール（美観低下） 

⑫ 既存仕上塗材の除去跡残存 

⑬ 部分補修塗り箇所の色違い 

⑭ 改修下塗り塗装時のはじき 

⑮ ちぢみ（リフティング） 

⑯ ひび割れ補修跡（シーリング充填箇所） 

⑰ ひび割れ補修箇所のブリード汚染 

⑱ 板間シーリングのブリード汚染 

⑲ ワーキングジョイントのシーリング材の破断（図解） 

⑳ ノンワーキングジョイントのシーリング材の破断（図解） 

㉑ ワーキングジョイントのシーリング破断① 

㉒ ワーキングジョイントのシーリング破断② 

㉓ シーリング材の硬化不良（薄層未硬化） 

㉔ シーリング材の表面劣化状態 

㉕ シーリング材上の仕上塗材の割れ 

㉖ シーリング材上の仕上塗材の剥がれ 

 

※ 付録 5 の図・画像は、日本建築仕上材工業会より提供いただき許諾を受け、本書に掲載してい

る。 
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1）汚れ（１／２） 

不具合事例① 不具合事例② 

  

雨筋状の汚れ 

※見附部分等の下勾配側は注意 

雨筋状の汚れ 

手すり壁の天端の水勾配（下側）は注意 

不具合事例③ 不具合事例④ 

  

雨筋状の汚れ 

※同一箇所の集中的な水みちは作らない

ように改修設計を行う。 

微生物汚染（カビ・藻） 

※植栽が多い。湿度が高い。大気の流れが

ない条件下は注意。 

不具合事例⑤ 不具合事例⑥ 

  

微生物汚染（カビ・藻） 

※植栽が多い。湿度が高い。大気の流れ

がない条件下は注意。 

微生物汚れ（カビ） 

※高含水箇所、高湿度環境下は注意 
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1）汚れ（２／２） 

不具合事例⑦ 不具合事例⑧ 

  

錆汁の汚れ①（貰い錆） 

※周辺部材の貰い錆に注意。 

錆汁の汚れ② 

※内部鉄筋腐食の確認必要 

不具合事例⑨ 不具合事例⑩ 

 

 

錆汁の汚れ③（主材層の充填材の発錆） 

※内部鉄筋腐食がない場合もあるので注

意。 

目地部周辺の汚れ 

※シーリング材の油膜汚れ。水平目地の凹

部汚れ溜まりによる助長。 
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2）変退色 

不具合事例① 不具合事例② 

  

紫外線による顔料劣化（変退色） 

※太陽光の当たる部分と当たらない部分

とで 比較すると良い。 

白亜化とは区別して劣化程度を確認す

る。 

不具合事例③ 不具合事例④ 

  

  

不具合事例⑤  
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3）光沢低下 

不具合事例① 不具合事例② 

  

経年劣化に伴う光沢低下（紫外線劣化） 光沢低下事例 

不具合事例③ 

 

 

光沢低下事例 
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4）白亜化（チョーキング） 

不具合事例① 不具合事例② 

  

  

不具合事例③ 不具合事例④ 

  

  

不具合事例⑤  
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5）摩耗・表面強度低下 

不具合事例① 不具合事例② 

  

経年劣化による主材層表層の強度低下 経年劣化による主材層表層の強度低下 

不具合事例③ 不具合事例④ 

  

石材調仕上塗材の主材層表層劣化（摩耗） 
石材調仕上塗材の上塗りクリヤー表層劣

化（摩耗） 
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6）膨れ・浮き（１／２） 

不具合事例① 不具合事例② 

  

膨れ層内部で水蒸気圧がかかり大きな膨

れになる  
既存仕上塗材内の蓄熱水蒸気ふくれ 

不具合事例③ 不具合事例④ 

  

膨れ発生箇所は多くは改修仕上塗材層で

はなく、既存仕上塗材層内若しくは層間 

既存仕上塗材の脆弱部分を除去した部分

は膨れがないが、残存部分に膨れがある 

不具合事例⑤ 不具合事例⑥ 

  

既存仕上塗材脆弱部残存箇所からの 

膨れ再発事例 

既存仕上塗材脆弱部残存箇所からの 

膨れ再発事例 
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6）膨れ・浮き（２／２） 

不具合事例⑦ 不具合事例⑧ 

 
 

明らかな既存仕上塗材の裏面側に廻った

水膨れ 

明らかな既存仕上塗材の裏面側に廻った

水膨れ 

不具合事例⑨ 不具合事例⑩ 

  

開口部廻りの下地ひび割れ箇所からの水

廻りによる仕上塗材の膨れ・浮き 

既存仕上塗材のブリスター（微細気泡） 

は見落としやすいので注意 

 →改修後に大きな膨れになる 

不具合事例⑪ 不具合事例⑫ 

  

吹付け模様の内部が膨れて空隙になって

いる場合があるので指触評価しておくと

良い。 

吹付け模様の内部が膨れて空隙になって

いる場合があるので指触評価しておくと

良い。 
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7）割れ（１／２） 

不具合事例① 不具合事例② 

  

浅割れ（上塗材の割れ…checking） 深割れ（主材層の割れ…cracking） 

不具合事例③ 不具合事例④ 

  

新旧仕上塗材の硬度差に伴う改修仕上塗

材の割れ 
初期乾燥時の割れ、造膜不良による割れ 

不具合事例⑤ 不具合事例⑥ 

  

目地部（シーリング）上の割れ 下地のひび割れに起因する割れ事例 
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7）割れ（２／２） 

不具合事例⑦ 

 

下地のひび割れに起因する割れ 

（開口部廻り） 
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8）剥がれ（１／２） 

不具合事例① 不具合事例② 

  

既存仕上塗材と改修仕上塗材との付着

性不良に伴う界面剥がれ 

既存仕上塗材と改修仕上塗材との付着性

不良に伴う界面剥がれ 

不具合事例③ 不具合事例④ 

  

軒天の既存仕上塗材若しくは既存下地調

整塗材層からの剥がれ 

既存仕上塗材と改修仕上塗材との付着性

不良に伴う界面剥がれ 

不具合事例⑤ 不具合事例⑥ 

  

ピーリング（連続的な剥がれ） 既存仕上塗材若しくは既存下地調整塗

材層からの剥がれ 
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8）剥がれ（２／２） 

不具合事例⑦ 不具合事例⑧ 

  

軒天上層階からの水廻りに伴う改修仕上

塗材の膨れ・浮き 

下地のひび割れから仕上塗材も割れて、層

内に水が浸入し、部分的な剥がれに至る 

不具合事例⑨ 不具合事例⑩ 

  

ひび割れ補修箇所の不具合再発 例 深割れ後の部分的な剥がれ 

不具合事例⑪ 不具合事例⑫ 

 

 

経年劣化による仕上塗材層内の摩耗劣化 
さびの再発（既存塗膜残存部分からの剥が

れ） 
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9）エフロレッセンス 

不具合事例① 不具合事例② 

  

下地ひび割れからのセメント水可溶分溶

出に伴う白華 
ひび割れからのエフロ再発 

不具合事例③ 不具合事例④ 

  

軒裏からのエフロレッセンス 軒裏からのエフロレッセンス（漏水痕跡） 

不具合事例⑤  

 

塗膜薄層部分、下地巣穴部分からのセメ

ント水可溶分溶出に伴う白華 
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10）既存仕上塗材層内、層間の付着強度低下の確認 

実施例 破断箇所 

  

既存仕上塗材の付着力試験実施状況 
既存仕上塗材の付着力試験 

（破断箇所と付着強度の数値） 

断面写真（例） 

 

 

既存仕上塗材片採取による断面観察事例 
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仕上り不良例（１／５） 

不具合事例① 不具合事例② 

  

初期乾燥ひび割れ（造膜不良） 部分的な造膜不良・硬化不良・光沢低下 

不具合事例③ 不具合事例④ 

  

最終養生期間中の水分接触による 

色むら、光沢低下 

最終養生期間中の水分接触による 

色むら、光沢低下 

不具合事例⑤ 不具合事例⑥ 

  

模様不良（乾燥被膜過程での水分接触） 水膨れ（乾燥被膜化過程での水分接触） 
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仕上り不良例（２／５） 

不具合事例⑦ 不具合事例⑧ 

  

仕上り模様の差（温湿度の影響） 
仕上り模様の差 

（ローラー転がし方向不良） 

不具合事例⑨ 不具合事例⑩ 

  

仕上り模様の差 

（希釈率） 

仕上り模様の差 

（足場むら） 

不具合事例⑪ 不具合事例⑫ 

  

過剰ピンホール（美観低下） 既存仕上塗材除去跡 
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仕上り不良例（３／５） 

不具合事例⑬ 不具合事例⑭ 

  

部分補修塗り箇所の色違い 改修下塗り塗装時のハジキ 

不具合事例⑮ 不具合事例⑯ 

  

ちぢみ現象（リフティング） 下地のひび割れ補修跡 

不具合事例⑰ 不具合事例⑱ 

  

シーリング補修跡、ブリード汚染跡 シーリング箇所のブリード汚染跡 
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仕上り不良例（４／５） 

不具合事例⑲ 不具合事例⑳ 

 

 

ワーキングジョイントのシーリング材の

破断（図解） 

ノンワーキングジョイントの止水処理 

（図解） 

不具合事例㉑ 不具合事例㉒ 

  

ワーキングジョイントのシーリング破断 ワーキングシーリントのシーリング破断 

不具合事例㉓ 不具合事例㉔ 

  

シーリング材の打ちしろ確保 

 → 薄層未硬化 
シーリング材の表面劣化状態 
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仕上り不良例（５／５） 

不具合事例㉕ 不具合事例㉖ 

  

シーリング上の仕上塗材の割れ シーリング上の仕上塗材の剥がれ 
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