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1 ．　 は じめ に

　 RG 造壁 式 ラ
ー

メ ン 工 法 は 高層集合 住 宅 に 採 用 さ れ る こ と が多 く な っ て い る が、省 力化 と工 期

短縮 を狙 い と し て 、プ レハ ブ化 の要求 も高 ま っ て き て い る。特 に 耐震 壁 は施 工 が困難 であ リ、プ

レ キ ャ ス ト部材 とす る こ とは省 力化 の 有効 な手 段 となる 。 そ の 際 、 プ レ キ ャ ス ト耐震壁 （以下 P

Ca耐震 壁 ）と現 場打 ち柱の 鉛直接合部 では、柱主筋お よび帯筋と壁板側面か らの 差筋 （以下 コ ッ

タ ー筋）が入 リ組み 、施工 性 を阻害す る原因とな っ て い る 。こ の コ ッ タ
ー

筋 を省 略 し、そ の 分の

鉄 筋 を中 間 梁位 置 に 集 中的 に 配 筋 し た研究
D2 》3》

に よ る と、一
体打 ち架構 と同等 の 耐力を示 す こ

と、変形性能は 向上する こ と等 が報告さ れ て い る 。本研究は、こ の 鉛 直接 合部 にお ける水平 接合

筋 の 量 および配置 方法 が架構 の 耐震性能に 与え る 影響 を実験的に 検討 し た もの で あ る 。

2 ．　 実験 概要 　　　　　　　　　　　　　　　　 表一1　試験 体
一覧

2．1　 試験体

　試験体は 14階建物の 下部

3 層 を 約 1／3に 縮 尺 し た も

の で あ り、PGa 耐震壁 と現

場 打 ち柱の 接合 方法 を変え
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表
一1に 、形 状配 筋 を 図

一1に 、鉛 直接 合部詳

細 を図一2に 示す 。試験 体は、耐 震壁 を PCa

部 材 と して製作 した後 型枠 に平 置 き し、周

辺 の 柱 と ス ラ ブ の 配筋 を行な っ て コ ン ク リ8

一
トを打設 し 、

一
体化 した 。 尚 、 水平 接合

D

部の 鉄筋は ス リ
ーブ接合 と し、試験体 を起

こ した状態 で グ ラ ウ ト注 入 した。

　 No．1，No．2 試験体は 曲げ降伏先行 の 破壊

モ
ー

ドを想定 し て お リ、表
一・4中 に 示 す耐力

式 に よ り、せ ん断耐力Qsu1が曲げ耐力Qmu

を上 回 る よう に 鉛 直接合 部 の 補 強筋量 を決

定し た。No．1は 補 強筋 を 各層 の ス ラ ブ有効

幅 位置 に集 中配置 （6−D10 ）　　 表一2

し、鉛 直接合 部 は コ ッ タ
ー

の み と した。No．2はNo．1と

ほ ぼ 同量の 補強筋を 、 ス ラ

ブ位 置 と鉛 直接 合部 に 分散

配置 （2−D10 ＋10−D6） した．
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図
一1　試験体形状　　　

．’i．2　接合部詳細
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No．3は、　 PGa耐震 壁 内の 壁横筋 をせ ん断補強 筋 と して せ ん断耐 力 ＊Qsulを求 め た もの で あ り 、 ス

ラ ブ位置に 頭 つ な ぎ筋 （2−DIO ） を配 置 し た 。 な お 、鉛直接合部以外 の 試験体諸元は共通 と した。

鉄 筋材料 試験結果 を 表
一2に、コ ン ク リー

ト材 料試験 結果 を 表
一3に 示す。

　 ちな み に、一
般の 耐震壁架構で 、ひ び割れ 後 の 壁板の 抵抗 を コ ン ク リ ートの 圧縮ブ レー

ス と壁

筋の 引張 ブ レー
ス に よ る と 仮 定 し、壁 板 ス トラ ッ トの 三 角形 フ リ ーボヂィ

ーに お い て 力の 釣合 い

を考え る と、せ ん 断応力 （τ ）は架構の 拘束力 （σ r）　 と壁筋引張力 （PS σ y）　の和 で 表 わ さ れ

る
4 ）。鉛直接合部に コ ッ タ

ー
筋 がな い PCa耐震壁 架構 では、壁筋は柱に定着 され ない た め 引 張力

を低減 し て 考 え る 必 要があ り、こ の 低減係数を α
3）5 ）

と す る と、No．1は α
＝O．5 （ 6−DIO ）、No．3

は α
＝1．O （2−D10） と した こ と に 相 当 す る 。

2．2　 実験 方法

　 図
一3に加力装 置 を示 す。上部

の 油圧 ジ ャ ッ キ で 定軸 力 （Oe ；

25kglcm2） を 加 え 、左 右 の 油圧

ジ ャ ッ キ に よ り正負 交番 の 繰返

し水平加力 を行 っ た。加力 は 、

基礎上 面に対す る 加 力位置 の 水

平変位 を基準 と した変形制御 と

し、図
一4に 示 す加力サ イ ク ル に

従 っ た 。
［閃
一3　　カ［1プ」装 置

OrOOFD211

、
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図 辺 　加力 サ イ ク ル

　変形 の 計測 は各層の 水平 変形 を計測 した ほ 力丶 軸 方向変形 、接合 部近傍の 局部変形等を測定 し

た 。ま た、W．　S．　G．に よ り 主 要 な 鉄 筋 お よ び コ ン ク リート表 面 の ひ ず み を 計測 し た 。

3 ．　 実験結 果

3．1　 破壊経 過

　図
一5に 各 試験体 の 最終ひ び割れ 状況 を 示す。各試験体 とも柱 脚 の 曲 げひび割れ、一

階壁 と基礎

の 打継 ぎ部 の ひ び割れ、 PCa 耐震 壁 の せ ん 断 ひ び割 れ の 順 に 発 生 し、そ の 後 上部 へ 伸展 した。ひ

び割 れ発生荷重 （表一4参照）は No．1 ，No．2で ほ ぼ同 じで あ っ たが、　 No．　3で は 他 の 2 体に 比 べ 曲げ

ひ び割れ はやや早 く、せ ん断ひ び割れ は遅れ る 傾向 を示 し た。No．1で は ま ず水平接合部 の 浮 き上

が り が 目立 ち始め、最大耐 力 を示 し た 後 10サ イ クル R・15／1000rad よ り鉛直接合部の 目開 き、す

べ りが目視 出来 るよ うにな り、柱脚や壁板隅角部の 圧壊 も始 ま っ たが耐力 の 低 下はほ とん どな く、

13サ イ ク ル R・ 30／1000rad の 変形時 に お い て も最大荷重の 90％耐力 を保 持 した。

　　　 No ．1　（6−−DIO ）　　　　　 No ．2
「

（2−1）10＋10−D6）　　　　 No ．3 　（2−DlO）

図
一5 　最終 ひ び罰 れ 状 況
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　 No．2も No．1と ほ ぼ同様の 傾 向を示 したが、13サイ ク ル R・22！1000rad 時に圧縮側 の 2 階柱脚 部

に お い て、 コ ン クリー トの 剥 落が生 じ．変形 の 急 激な伸び と 同時に 耐力 の低下 が見ら れ た。こ の

際、軸力用の 加力治具 が滑 り軸力の 保持が不安定 に な り加力 を終了 した 。壁板の ひび割れ は全 試

験 体 中最 も密 で あ り、隅 角部 の 圧 壊 お よ びせ ん 断 ひ び割 れ に よ る コ ン ク リート剥落 も著 し か っ た 。

　No．3で は 3サ イ ク ル R・511000radに お い て す で に 、 2 階引張側柱 と PCa壁板 の 鉛直接合部下部

で コ ン ク リート圧壊 （PCa耐震壁の 回転に よ る と 思われ る ）が激 しくな り、最大耐力を呈 した後、

目開 きす べ り共増大 して急激な耐力低 下 に っ な が っ た。そ の 後 、鉛直接合部 の 破壊 は加 力梁 へ と

っ な が り、柱 と PCa 耐震壁 の 分離に っ なが っ た．

3．2　 荷重 一変形関係

　 図
一6に各試験体の 包絡線 の 比 較 を 示 す 。図 申

の 記 号 は各 々 、▼ ： 柱脚曲 げ ひ び割れ 、▽ ： P

Ca耐震壁 せ ん 断ひ び割れ の 発生 時期 で あ る 。 接

合部に ほ ぼ 同量の せ ん 断補強筋 を有する No．1と

No．2の 荷重履歴 は ほ ぼ同様 で あ り、補 強筋 の 集

中配置 、分 散配置 に よ る 最大耐 力、変 形 能 等 へ

の 影響 は見 られ なか っ た。両者 とも、柱主筋 の

引張 降伏時 （R＝5／1000rad ） に は鉛 直接合 部 の

鉄 筋 は降伏 して お らず、最大荷 重以後 、降伏 を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図
一6　荷 重

一
変形 関係

開 始 し始め た。鉛直接合部 の 破壊 は部材 角 R＝ 1511000rad よ り顕著 に始ま っ たが耐力低下もあ ま

り な く 良好な 変形性状 を示 し た．一
方、No．3で は 初期ひ び割れ 以 降の 剛性 が低 く．最大荷重 を示

す と同 時に頭 っ な ぎ筋 も降伏 し部材 角 R＝1011000rad 以降加 力用 の 梁 に 接 合部 の ひび割れ が伸展

しせ ん 断ひ び割れ も発生 し て 、急激 に耐力が低下 し た。

3．3　 諸耐 力 の 計算値 との 比 較

　表一4に実験に よ る最大荷重 と計算値 と の 比較 を示す。　Qsu1，Qsu2式に お い て は せ ん 断補強筋比

を表一1中の （pv）と し 、　 ＊ Qsul，
＊ Qsu2式で は 架構に 定着さ れ な い PCa耐震壁横筋の壁筋比 （ps）と し

た。柱 に定 着 した せ ん 断補強 筋 の 量 がほ ぼ等 しい No，1、No．2試験体 では 曲げ主筋 降伏後 も鉛 直接

合部 の せ ん 断破壊は 発生 せ ず 耐力 は 上 昇 し て お り、最大荷重 は Qsul ，
＊Qsul式 に よ る計算値 と ほ ぼ

等 しく、 Qsu2 ，
＊Qs2式 の 70〜80％ の 値 とな っ た。表 中 に は示 して い な い が、ひ び割 れ荷重 および

そ の 部材角も大差な く、集中配筋、分散配筋 に よ る 顕著な違 い は表 れなか っ た。No．3では、　 PCa

耐震壁横 筋 を捕強 筋 と した せ ん断耐 力 を求 め る 設 計、即 ち周辺 架構 に 定着 され な い 壁筋 をせ ん断

力 に抵抗す る と評価 したが、柱主筋の 降伏 とほ ぼ 同時に鉛直接合部の せん断破壊が生 じ、最大荷

表一4　最大荷重の 計算値と の 比較

計算値（ton） 実験値 実験値1計算値

曲げ耐力 せ ん断耐力 最大耐力 Q 凪axQ 皿a区 Q 皿a瓦 Q 田ax

Q 皿uQsu1 ＊Qsu1Qsu2 寒 Qsu2Qmax
一
Qsu1

一
富 Qsu1

一
Qsu2

一
家 Qsu2

No．1 41．638 ．854 ．351 ．542 ．O1 ．011 ．08O ．770 ．82

No．237 ．947 ．243 ．163 ．459 ．343 ．60 ．921 ．01O ．690 ．74

No．3 34．340 ．148 ．354 ．138 ．81 ．13O ．970 ，80O 。72

曲げ耐力　 ； Q 匣 u ＝（at ・σ y＋0．5・a皿
・

σ y＋e．5・N）・lw／he
せ ん断耐力 ： Qsu1＝｛O．053・Ptee・2e ・

（Fc＋180）／（HIQD＋o．12）＋2。7屑 マ＋o．1・σ e ｝・be・j

　　　　　 Qsu2＝ ｛O．068・Ptee・23 ・（Fe＋180）〃H7  ＋2．7両 ＋o．1・σ e ｝・be・j
　　　　　 ＊ は 、せ ん 断補 強 筋 比 pv を PCa耐 震 壁 内壁 筋比 p

’
s と し て 計算 し た値 を示 す
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重以 降の 耐力低下 が著 し か っ た 。 こ れ ら の こ とよ リ 、 ス ラブ位置の 集中せ ん 断補強筋量は 少な く

と も PCa酎震壁 内 の 壁 筋 で 求めたせ ん断耐力 （＊Qsu1 ，
＊Qsu2）　 を上回 る程度に Qsul ，Qsu2式 を用

い て 決定す る 必 要があ る と考え ら れ る 。

　 以上 の こ と を前述 の 拘束 力 か ら考 え て み る と、No．1で 集 中補強 筋 （ 6−DIO ） を拘束 筋 と し て 考

え た場合 低減係 数 α の 値 は O，5 とな っ て お り、架構に 定着 さ れ な い PC6耐震壁 内壁筋が せ ん 断力

に 50％抵抗する と仮定 して い る こ とにな る。また、No．3で は α
・1．0 （100％） となる。　 No．1 ，No．　3

試 験体 に っ い て 2 階 ス ラ ブ位置集中鉄筋 （No．1：6−DIO ，
　 No．　3：2−DlO）が引張 降伏 し た 時の せ ん 断

応力 （τ　＝Qexp／t ・lw）を 求 め 、 α の 値 を仮 定 して 求 め た引張力 （Nb＝（τ
一

α
・ps ・

σ y）・t・h）と、鉄

筋 が 同時 に 降伏 す る も の と し て 求 め た 引 張力 （Nbcal＝ as ・
σ y） と の 比較 を表一5に 示 す。壁筋の 抵

抗 を 100％期待 した場合 （α
・1．0）、Nb＜Nbcal とな り危険側 の 評価 とな る。また、壁筋 を50 ％

期 待 した場合 （α
＝0．5）、Nb＞ Nbcal で 安全側 と な る。こ れ ら の 値 の よ り詳 し い 定量 的把 握 は今

後検討す る必要 が あるが、周 辺 の 柱 に 定着 されな い PCa耐震壁内の 壁筋 引張ブ レース カは 50％以

下 （0≦ α ≦ 0．5）で 評 価 し、集中補 強筋量 を 決定 す る の が妥当 と考え られ る。

　　　　　　　　　　　　　表一5　 ス ラ ブ位置鉄筋 の 引張力比較

壁筋拘 束力 ps σ y 拘束筋引張 力Nb Nb ／ Nbca1

驪篝
耐 　　 力

3セ歪1鰡 α 冨0．5 α
＝1．0 α

曽0．5 α
＝1．0

騒髣
Nbcal α

20 ．5 α 零 1．O

No。16 −D104
．28

40．129
．9

18。610 ．316 ．71 ．110 ．62

No．32 −D101
．43

30．422
．7

9．25 18．5
12。23 ．785 ．592 ．180 。67

τ　・Qexplt・lw　 Nb＝（τ
一

α
・ps σ v）・t・h　 Nbcal・as ・

σ y　 t：壁厚 　　h ：階高

ps＝0．0043　　　 Dlo：　 σ y＝3911kglc皿
2 　 D6 ：　 σ y 冨4300kg ／c 皿

2

4 ．　 局 部性状

4．1　 目開き、す べ り量変化

　 図
一7に 、各試験体 の PCa 耐震

壁 と現場打 ち柱 の 水平方向 目開

きお よ び鉛直方向すべ り量の 変

化 を示す 。

　 No．1、　 No．2とも 2 階 中央 に お

い て は R＝10／leOOrad 即 ち、ほ

ぼ最 大荷重 を示 す部材角 まで は

lmm以下 の 小 さな 目開 き、す べ

りに とど ま っ た。以降は どち ら

も急激に増大 し た もの の 、 架構

全体 の 耐 力低 下 は小 さ く集 中配

筋 と分散配 筋の 違 い は見 られ な

か っ た。こ の 傾向は 1 階中央部

（  ）

2 階
、

、

　 丶

52

一20 −10210 ’2Q

5　　 R（

1 階

”｛、
、

5
、

2
一20 −IO 　 10　　　　 20

2　 　丶

5　
’
退（

No ．1

、

一20 −10

R（x10
−3rad

）

1 階

、
s

　 　 一・20 −IO　　1

’
退（xl 。

−Srad
）

No ．2

計

図
一7　 rl開 き 、す べ り量 の 変化

に お い て も 同 様 で あ リ、周 辺架構 を持 たな い PCa 耐震壁 どう し の 鉛 直接合 部 に 関 す る 既往 の 研 究

結果
6 ，

と は 異な り、　PCa耐震壁 が周辺 架構 に よ り囲ま れ 、鉛直接合部の せ ん 断補強筋が既往の 計

算 式 で必要 とされ る程度配 置 して あ る 場 合 は、鉛 直接 合部 の 目開 きお よび す べ りは抑制 され、せ
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ん 断補強筋の集中配置 の 可能性 を示唆 す るも の で ある。

　
一

方、鉛直接合部の 補強筋が頭 っ なぎ筋の み で 拘束程度が十分 で な い と考え られ るNo．3で は 、

最 大荷重 時 に頭 っ なぎ筋も降伏 し目開 き 、 すべ り量が急激に 増大す る ととも に 加力梁 に もひび割

れ が貫通 し、柱 と PCa 耐震壁 が分離 し て 架構の 耐力が低下 し た。

4．2　ス ラ ブ位置集申鉄筋の ひ ず み 分布　　　　　N 　　　　　　　 　　　　 璽。。

　図
一8に、No．1試験 体 の 2 階 ス ラブ位 置 の 鉄 筋 ひず

み 分布 を示す。試験体中央部で は ス ラ ブ有効 幅域 内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撒
で 同様 の ひずみ変化 を示 し 、 そ の 最大ひ ずみ は 1500　 　 跏

一・・。… あ… 終加力時・ お ・・て も降伏・ ず・ 　 篇
に は達 し なか っ た。左右 の 鉛直接合部 位置 で は、 R　　 部

＝ 15／1000rad か らス ラ ブ の 外側 よ り順 に 降伏が始 ま　

っ たが架構の 耐力低下は緩や か で あ り、最終時 にお
3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
い て も 3 階ス ラ ブ位置 で は降伏 には至 らなか っ た。 2
　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　
　No．2は 、 ス ラ ブ位置に 頭っ な ぎ筋の み と な る が、 1
　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　 　 　　 を 降伏 ひ ずみ
ひず み の 傾向 と して はNo．1と ほ と ん ど 同様 で あ り、

・ ラ ブ位 置 ・ ・張 応力 t… ．1・ 比 ・ て 少 ・ 1・ ・ と を
 

示 しだ。即ち、ス ラブ位 置以外 （ PCa耐震壁 、周 辺　　　　 図
一8　集 中筋 の ひず み 分 布

架構 ）の せん断 力負担 が No．1に比 べ て 大き い こ と に な る 。

　 No．　3の 頭 っ なぎ筋は R＝ 7．511000radよ り降伏が始ま っ て お リ、 3 階に お い て も R＝ 15／1000rad

よ り降伏 が始 ま り鉛直 接合部 の せ ん断破壊 が進 行 して急 激 な耐力低 下 に っ な が っ た。

4．3　 側柱の 応力

　図
一9は、柱主筋の ひずみ よ り、 平面保持を仮定 し て 曲　　　　　 No ．1

げ モ ー
メ ン トを算定 し 、 そ の 分布 よ りせ ん 断力を求め 、

− R＝1！1000

圧縮 側柱 の 3 階柱脚 ま で の モ
ーメ ン ト、せ ん 断力 の 変化

一一一R・2・511000

を表 し た も の で あ る 。　　　　　　　　　　　　　
一一一・− R ・5／1eOO

N。．1ei． ・駐 中央 よ リ上 部で vよほ と ん ど せ ん 断力 を 　 ／ ク
ダ

負担 し て お らず、 1 階柱脚部に集中 して い る の が わかる 。
400　 200

R＝511000rad で の 最 大荷 重が約 40ton 、そ の 際 の 柱脚 負

担せ ん 断力 が7．3tonで あ る こ と か ら、約 20％ を圧縮側 柱

脚が負担 して お り、柱 1 本 の 全 断面積 に対 する割合 （27

％）に近 い値で あ る 。

　No．2は、 1 階柱脚 部 で の 負担 が大 き い も の の 、上 部に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 400
お い て も 1ton前後の せ ん 断力 の 負担 が見られ る 。こ れは、

コ ッ タ ー
筋 が 存在 す る こ と に よ っ て 、せ ん 断力が上 部 に

お い て も柱に伝達 さ れ て い る こ とを示 す も の で あ る。

　No．3は、鉛直接合部の 破壊が始 ま っ た R＝ 5／1000radで

2 階柱脚部 に逆向き の モ ーメ ン トが作用 し始め 、せ ん 断

力 の 値 も負で 生 じ た 。こ れ は 、ス ラ ブ 位 置 の 補 強 筋量 が

十分で な か っ たた め 、変形 が進 む に っ れ ス ラ ブ位置 で も

柱 の は らみ だ しが増 大 し、柱主筋 の ひ ずみ 匂配 が逆向き

3

2

の

一10084 　 −2

200 一10084 　 −2
3 階柱脚 ．

、 1
No ，3 戛畠

丶
「

＼ 2 階柱脚6 」
．1
凸 ，
　 　 　 1

H（むom ）
　 　 　 1 　’

　 　 　 　 ，

　 ／ づ
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図一9　モ
ー

メ ン ト、せ ん 断力の 負担
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に な っ た た め と考え られ る 。

5 ．　 PCa耐震壁 の 抵抗機構

　以 上 の こ と よ り PCa耐震壁の 抵抗機構 は、せ ん 断補強筋が従来の よ う に 鉛直接合部に 分散配置

され て い る 場合 、お よ び 同 程度 の 補強 筋が集 中配置 さ れ て い る 場 合 は 、ひ び割 れ後 も PCa耐震壁

と 現場打ち柱 と は 分離せ ずに 一体性が保 たれ 、加力位置と柱脚の 問で 全体と し て トラ ス を形成 し

て外力に 抵抗する も の と考えられ る。一方、補強筋の 量が十分で な い場合に は鉛直接合部の せ ん

断破壊 が先行 し、　 PCa耐 震壁 と現場打 ち柱 が別 々 の 挙動 を呈 し、柱の 曲げお よび連層 PCa耐震壁

の 曲げ に よ っ て 抵抗す る と考 え られ る 。

　 こ れ ら の 抵抗機構 の よ り詳細 な 把握 に つ い て は、接合部 を 適切 に モ デ ル 化 し た 有 限要素法 等 に

よ る 解析も含め て 今後検 討 し て 行 く予 定 で あ る。

6 ．　 ま とめ

　RC 造 壁式 ラ ーメ ン プ レハ ブ 工 法に おけ る PGa耐震壁 と 現場打 ち柱の 鉛直接合部配筋方法に着

目した水 平加力 実験を行 っ た結果、以 下 の事項が明らか に な っ た 。

（D 　PCa 耐震壁 が周 辺 架構に よ っ て 拘 束 さ れ る 場合 ．鉛 直接合部 せ ん 断補強筋 の 集 申配置 、分散

　　配置 に か かわ らず同等 の 耐 力、変 形能 を得 る こ と が で き る。即 ち、従来の コ ッ ター筋 を省略

　　し、そ の 分の 鉄筋 を ス ラ ブ 有効幅 内 に 集 中配置 す る 省 力化 工 法 の 可能性 があ る 。

（2）　 PCa耐震壁架構の鉛直接合部集 中補強筋 量 が十分 で な い 場合 、鉛 直接合部 の せ ん断破壊 が先

　　行 し、柱 と PCa耐震壁が分離 し て 急激 な 耐力低 下 に つ なが る可能性 があ る。

（3）　PCa耐震壁 を 含 む 架 構 で せ ん 断補 強筋 をス ラ ブ位置 に 集中配置す る 場合は 、鉛直接合部断面

　　で とらえ た せ ん 断補 強筋比 に よ る 計算値 が、 PCa耐震壁 内の 壁筋比 に よ る 計算値 を 上 回 る 程

　　度に 、そ の 量 を決定する 必 要 があ る。

（4）　 PCa 耐震壁架構の集 申せ ん 断補強 筋量 は、拘束 筋 の 算 定方法
5 ，

よ リ求め る こ とが可能 で あ る

　　が、そ の 場 合 の 低減 係数 a の 値 は O≦ α ≦ O．5 の 範 囲 で 仮定 す る の が 妥 当 と 考 え ら れ る 。
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