
損傷・劣化，補修・補強に関する用語 

補修 ：建設時の機能・耐荷力・耐久性まで復元する対策．修繕ともいう 

補強 ：建設時の機能・耐荷力・耐久性を超えて向上させる対策 

 

維持管理に関する用語 

点検：構造物の現状を把握する行為の総称 

初期点検：供用開始前に構造物の初期状態を把握することを目的とした点検．出来形検査と

は異なる 

日常点検：比較的短い周期で繰り返し行われる点検．道路上の徒歩点検やパトロールのこと 

定期点検：定期的な間隔で実施される点検．2014（平成 26）年の道路法施行規則の改正によ

り，点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が近接目視により，5

年に 1 回の頻度で行うことが基本とされた．初回点検は，供用後の初回に実施さ

れる定期点検として位置付けた 

臨時点検：地震・異常出水（台風，高潮，ゲリラ豪雨）などの自然災害，または火事・衝突

などの事故が発生した場合などに，構造物の安全性を確認し速やかに実施される

点検．異常時点検や緊急点検を言う 

異常時点検：地震・異常出水（台風，高潮，ゲリラ豪雨）などの自然災害の発生時に実施す

る点検 

緊急点検：火事・衝突などの事故が発生した場合に実施する点検や第三者通報や何らかの異

常が発生した場合に実施する点検 

特定点検：特定のディティールで損傷や不具合が発見された場合に，同種・類似の構造を有

する他の橋梁の特定部位に対して実施される点検 

詳細調査：日常点検や定期点検などにおいて発見された損傷に対して，損傷原因や損傷程度

の把握が困難な場合に実施する調査．必要に応じて非破壊検査や計測機器を用い

て実施される． 

追跡調査：損傷の原因特定が困難で，補修・補強工事の内容や実施時期の判断が難しい場合

において，損傷を一定の期間，継続的に監視する調査 

判定：点検結果等により，損傷の状態に対して A，B，C 等で，健全度あるいは損傷度などを

区分すること 

評価，診断：判定の結果により，高度な技術力と経験を持つ技術者が行う提言 

 

設計に関する用語 

損傷制御設計 ：経済的・社会的に許容し得る範囲で，地震エネルギーを吸収する部材を付与

することにより，橋脚に作用する上部構造の慣性力を低減し，損傷を限定し

ようとする設計法．支承部の場合では，上部構造の慣性力を別のエネルギー

吸収部材で分担させることにより，支承および他の部材に大きな損傷を与え

ないようにする設計法 

 

※文献名の表現 

 本報告書では，以下の略称を用いることがある 

  道路橋示方書・同解説 ： 年号＋道示（昭和 55 年道示、平成 8 年道示など） 
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