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要旨 ： 本研究は，ア ラ ミ ド繊維補強 ロ ッ ド（以後 ，ア ラ ミ ドロ ッ ド）を接合筋 と した 梁端接合部 の

滑 りの 抵抗機 構 を実験 と解析によ り解明 した もの で あ る。試験体は ，コ ッ ター
の 位置と大き さを

変え た 逆 T 字形 と し，曲げせ ん 断実験 を行 っ て い る。解析 は，変形 の 増大 とともに 生 じ る鉛直

応 力による摩擦抵抗 を考慮 した有限 要素法（以後，FEM ）を用 い て ，実験値 との 比 較を行い ，接合

部の 滑り挙動を追跡で きる こ とを示 し て い る。そ の 結果 ，従来の 圧壊型 コ ッ タ
ー

に代わるせん断

破壊型 コ ッ タ
ー

に よ る接合部設計を提案 し て い る 。

キーワー ド ： ア ラ ミ ドロ ッ ド，接合部，せ ん断破壊型 コ
ッ ター，滑 り剛性，摩擦抵抗

　 1．は じ め に

　 ア ラ ミ ド・炭素 ・ガ ラ ス 等 の 長繊維 を樹脂 加

工 し た ロ ッ ドが ，そ の 高 い 比 強度，耐久性 ，耐

腐食性か ら，鉄筋に代わ る コ ン ク リ
ー

トの補強

材 として 注 目を集 め て い るが，こ れ らの 新 素材

は 付着強度 及 び せ ん 断耐 力 が 低 い とい っ た 欠点

を も っ て い る
））。一

方 に お い て 情報 化 時代 の 今

日 で は ，非磁性 の 性質をもつ ，ア ラ ミ ドロ ッ ド ・

プ レ キ ャ ス トコ ン ク リ
ー

ト建物 の 開発 が 求め ら

れ て い る。

　既 に，著者 らの
一

人 は，ア ラ ミ ドロ ッ ドの 付

着強度 とせ ん 断耐力が低 い 点 に 関 し，S 字形 間

接 せ ん 断 実験 を行 い ，ア ラ ミ ドロ ッ ド ・プ レ キ

ャ ス トコ ン ク リ
ー

ト梁端接 合部 の 望 ま しい 接 合

筋 と し て ，13 φ以上 の 砂付 き組紐 状ア ラ ミ ドロ

ッ ドが最適 で あ る こ とを確認 し て い る
2｝。

　本研究は ，望ま しい 接合筋と特定 され た ア ラ

ミ ドロ ッ ド13φ を接合筋 とす る逆 T 字形 曲げせ

ん断実験 を行 い
， そ の 破壊形 式 と接 合部 の 挙 動

を解明 し て い る。ま た ，ア ラ ミ ドロ ッ ドに よ る

接合部 の 弾性拘 束 を 考慮 し て 接合 部 を ボ ン ド要

素 で 置換 し ， 摩擦 抵抗 を各荷重段 階毎 に 評価 し

た FEM 解析 を行 い ，梁端部 の 曲げせん断抵抗

機構を解明 する こ と を 目的と して い る。

　2．逆 T 字形 曲げせ ん断実験

　2．1　 実験厩要

　試験体は 断面 が 200 × 350   で 長 さ 675   の プ

レ キ ャ ス ト梁 を場所打 ち柱 と組合 わせ た逆 T 字

形 とす る。ア ラ ミ ドロ ッ ド 13φ を接合筋 （梁主

筋兼用 ）と して 上 下各 2 本 ，計 4 本 を配筋す る。

梁 の シ ア ス パ ン 比 は 1．5 で あ る。標 準試験体 図

（A −10−O−O）を図
一1 に示す。試験体 の パ ラ メ ー

タは，コ ッ タ
ー

の 位置，大 き さ及び 直接せ ん断

ヒ竺」＝ 鋼 ＝ 竺 ヨ　　aH2gtf ・・

等 警 箭
　 kl … 　　　　　　A−09−N 　　　　　　k−04−H
　 　 　 　 　 　 コ ツ ター儚犠 ・

位置

　 図一1 標準試験体図 （A −10−0−0）

掌 1 武蔵工 業大学大学院　工 学部研究科建築学専攻 （正会員）

＊2 武蔵 工 業大学教授 　 工 学部建築学科　 工 博 （正 会員）

一 265一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Concrete Institute 

NII-Electronic Library Service 

Japan 　 Conorete エnstitute

カ を伝 えな い よ うに ，界面近傍 で 接合 筋 に 通す

管長 40   ，内径 19   の 管 の 有無 と し た 4 体 と，

比 較の ため接合筋 を鉄 筋 と した 試験体 1 体の 計

5 体 とす る。構造諸元 を表
一1に ，材料 特性 を表

一2 に 示す。コ ッ タ
ー

は せ ん 断破壊 を起 こ すよ

う に 圧縮耐 力をせ ん断耐力 よ り高 くな る よ う設

計 して い る 。
コ ッ ター位置 は 中央 と両側 と し ，

両側は 中心 か ら左右対称に各 々 57．5   離 した位

置 に 分 け て 設 け る。試験体名 の 最 初の ア ル フ ァ

ベ
ソ トは，接合筋 の 種類を示 し て お り，A は ア

ラ ミ ドロ ッ ド，R は鉄筋で ある。2 番 目の数字

は コ ッ タ
ー1 個 の せ ん断面積 を丸 めた値 で ，3

番 目は管 の 内径 そ して 最後 は 管長 を表 し て い る 。

　 加力装置 を図
一2 に 示す。加 力 は 能力 490kN

の ジ ャ ッ キ を 用 い ，変位制 御 の 正 負交番繰 り 返

表
一1 構 造諸元

コ ッ タ
ー

試験 体 名
主筋径

（表面 ）
せ ん 断（圧 縮）

面 積 （mm り
位置

管長

（内径）

A −00−0−0 一 一 一

A −04−2・4 45001800x2
’

A −05・2−4B
φ

（砂付） 5400B50 　 x2
’ 両側 40G9 ｝

A −10−O−0 10800B50 ） 中央 一

R−10−0−0Dl3
横節

10800（1350） 中 央
一

＊ ； コ ッ ターを 2個配置 したもの

表一2 材料特性

試 験 体 部 位
麟

（MPa ）

引張強度
1

〔MP 鋤

弾性係数
ワ

〔
Xl

αMPa ）
コ

ン

ク
リ

ー

ト

プ レ キ ャ ス ト

　 　 梁

28，6〜
30 ．42

．U 〜
2．87304

〜
3．43

柱
27 ．0酎
3L62

」5〜
2 ．643

．14〜
3．33

補

強
呼 び径

引張強度

（降伏 点）
麟

働 ）

弾性係数

（
XlO4MP

の

筋
又

は

ア ラ

ミ ド
13 φ h432 9．60 696

ロ

ツ

ド

DlO5B370 一 17」 5
鉄 筋

DB
497342

4．50 17．93

寧1 ：引張強度 は、コン クリ
ー

トの 割裂強度とする。
寥2：弾性係数 は、最大圧縮強度の li3の 点で算 定す る。

し加 力 と す る．同 一
部材角 を 2 回繰 り返 し，部材

角 R ＝1．0，2．0，4．O，8、O，12，0，16．0，20．0，30．0

× ］O
’3rad

で 制御する。部材角 R ＝ 30、O × 10
’3rad

図 一2　加 力装置図

を2 度繰 り返 し た と こ ろ で 実験を終了 とする。

測定方法は ，加力点 の 水平変位 ，接合部 の 滑 り

及 び 目開き変位を変位計で ， 接合界面 よ り 上 下

15   位 置 の 接合筋 及 び 接合 界面 よ り 35   位置

の 梁側面 の コ ン ク リ
ー ト歪 み を歪 み ゲージ に よ

り測定す る。

　2．2　実験結果

　 （1）破壊 状況

　接合筋 が ア ラ ミ ド ロ ッ ドの 試験体 は 全 て に わ

た っ て，  1 サイ ク ル 目で接合界面 にひ び割れ

が 発生 して 接含界面 を 貫通，  曲げ ひ び 割 れ 発

生 ，  梁端近傍 の 中央 よ り 45
°

方 向 に せ ん 断 ひ

び 割 れ 発 生 ，  引張側接合 筋が破断 し，圧縮側

縁 コ ン ク リ
ー

トが 圧 潰 し て 終局 とな っ た．接合

筋 が 鉄 筋 の R −10・O−O にお い て は，せ ん 断 ひ び割

れ発 生前 に 接合筋 が降伏 し，荷重が ほ ぼ
一

定 の

ま ま部材角 R ＝30．0 × IO
’3rad

を もっ て 加 力 を終

了 した 。 実験終了後，接合部を解体 し て 接合面

を調 べ る と，ア ラ ミ ド ロ ッ ドを接合筋とする 試

験 体 の コ ッ ター
は せ ん 断破壊 し て い て ，破壊 面

は他 の 打 ち継 ぎ 面 に 比 較 し て 相 当粗面 とな っ て

い た。R−10−0−0 は コ ッ ター形 状が 圧 縮面 積に 比

し て せ ん断 面積 が大 きい こ とか ら，コ ッ タ
ー

の

破壊はせ ん 断破壊 と
一

部圧縮破壊が混在 して い

た 。 A −OO−0−0 の 接 合筋は破断面 の 繊維 が 比較的

揃っ て お り，せ ん 断破 断 が 優位で あ る の に 対 し

て ，A −04−2−4，　 A −05−2−4 及 び A −10−O−O で は 繊維

が 筆 の 穂先 をやや 広げた 引張破 断 に 近 い 状態 で

あり、い ずれ も引張強度の 7 割程度で 破断 し て

い る。こ れ は ア ラ ミドロ ッ ドに引張力 とせん断

一
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カ が働 き，そ の イ ン タ ラ ク シ ョ ン に よ り破断 し

た と考 え られ る。最 大 荷重 は ， A −OO・O・O で

125．OkN に 対 し ，　 A −04−2−4 ，　 A −05−2−4 及 び

A −IO−0−0 で は 各 々 153，7kN ， 159．6kN 及 び

156」 kN と差 は み られ な く ，A −10−0−0 に 対 し て

管の あ る A −04−2−4 及 び AO5 −2−4 で は，　 A −IO−0−0

の ア ラ ミ ドロ ッ ドに 働い た せ ん 断力に等価な管

の 両端 の 相対変位で 起 こ る 拘束モ ーメ ン トに よ

る 付加 せ ん 断 力 を 受 け た と 考 え ら れ る。

　 （2）荷重
一変形関係

　 図
一3 に ア ラ ミ ド ロ ソ ドを接 合筋 とす る

A −10−O−0 と鉄筋 を接合筋とす る R −10−0−0 の 荷 重

一部材角曲線 を示 す。A −10−0−0 は，除 荷時にお

ける挙 動 が 常に原点 に戻 るとい っ た傾 向が み ら

れ る。ま た
， 破 断 ま で荷重の 増加 が み られ る の

も，接合筋 が 降伏 点 の 無 い 弾性材 の 特徴 とい え

る。接合筋が ア ラ ミ ドロ ッ ドで あ る 他 の 試験 体

は ，最大荷 重 に 差が あ る だけ で ほ ぼ 同 じ 挙動 を

示 して い るため曲線 を省 く。一方，R −10−0−0 は ，

主筋が降伏後 は荷重 の 増加 の な い bi−linear型 の

包絡線で ，紡錘型 の 履歴 を示 して い る。

　図
一4 に 正 荷重時 の 荷重

一
滑 り 曲線 の 包絡線

を 示 す。R−10−0−0 で は ，鉄 筋の 降伏 時 ま で ほ と

図一3　荷重
一

部材 角曲線
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図 一4　正 荷重時の 荷重
一

平均 滑 り包絡曲線

ん ど 滑 り は な い が ，鉄筋 の 降伏後 は荷重 が 増す

こ と な く滑 りが 増加 す る 。 そ れ に 対 し，ア ラ ミ

ド ロ ッ ドを接合筋 とす る試験体で は，滑 りは 荷

重 と と も に 増加 し て い る。ま た，い ず れ の 試験

体 も滑 り O．02   ま で は 似 た 挙 動 を 示 し て い る

が ，滑 り 05   以降に な る と コ ッ ター
の あ る 試

験 体 で は せ ん 断荷重 が 増加 す る の に 対 し て ，

A −OO−O−0 で はそ の 傾 きが 低 下 す る。 こ れ は

A −OO−O・O で は コ
ッ タ ー

によるせ ん断抵 抗が な い

の で ，界面 の せ ん 断摩擦 の み で抵抗 して い る と

考え られ る 。一
方 ，A −04−2−4 ，　 A −05−2−4 及 び

A −10−0−0 の 荷重一
滑 り曲線 の 平均 を取 る と，い

ずれ も ± 5％ 内 に 収 ま っ て い るの で ，大胆 に 滑 り

0．02   と 0．5   を折点 とす る tri−linear型で 表 し

て み る 。 滑 り曲線 の モ デル を図
一5 に示す。ま

た ，各点で の せ ん 断荷 重，滑 り及 び B 点 と C 点

を 結 ぶ 直線 の 傾斜 に よ る 平均 滑 り 剛性 を表
一3

に 示す。滑 り 0．02   で は 全 て の 試 験体 で ，接合

界 面 に ひ び 割れ が 貫通 し，コ ッ タ
ー

の あ る 試 験

体は 界面 か ら音が 発 生 して い る 。 従 っ て ，こ こ

で コ ッ タ
ー

が壊れ始め て い る と思われ る。QB

表一3 　各点の せ ん断荷重、滑 り及 び平均滑 り剛性

試験体 名 Q ＾ δ A 勉 δ 巳 Qc δc K

A ・00・0・O12 、1 0、OI8 82．1 0．494 i25．0 1．500 4253

A−04・2・417 ．2 0．020 98．0 0500 153．7 1．419 6056
A −05・2424 ．4 0．0亶9 9且．9 0500 159、6 1．603 6135
A −10−0−022 ．6 0022 96．1 0、510 1561 1524 5924
R40 り 一〇 43．3 0．023 54．4 °

0070
°

55．3 2958 029

QLB．c ：各点 A ．B，C に おけるせ ん 断荷重〔kN ）、δ　
．．B．c ；各点 A．B．C にお ける滑り（mm ）

K ；B 点と C 点を結ぶ 直線の 平 均滑り剛性＝
（Qc− Q，y（δc

一
δB ）（kNtmm ）

嘩
鉄 筋が 降伏 時の 値とする。
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図
一5 　滑 り曲線モ デル

は A −00−0−0が 82．1kN で あ る の に 対 し，A −04 −2−4，

A −05−2−4 及 び A −10−0−0 で は 各々 98．OkN，91．9kN

及 び 96、lkN で あ り，各 々 15．9kN ，9．8kN 及 び

14．OkN の 差が生 じ て お り，コ ッ タ
ー

を設け る こ

とに よ っ て せん断荷重が 増加 し て い る。Qcは 試

験 体 の 最大 せ ん 断荷 重 で あ る。こ こ で 平均滑 り

剛性 K は，A −00−0・0 で 4253kN 〆  で あ る の に 対

し，A −10−0−0 で は 59．24kN ！mm で あ り，コ
ッ ター

が あ る こ とに よ っ て 平均滑 り剛性 は 1．5 割程度

上 昇 して い る。これ は ，せ ん 断破壊 し た コ ッ タ

ー
の 粗面 の 摩擦抵抗が滑 りに抵抗 した と考え ら

れ る。更 に コ ッ タ
ー

を両端 に 設 けた A −04−2−4 及

び A −05−2−4 では，平均滑 り剛性 K は ，6056kN 〆

mm 及び 61．35kN！mm と A −10−0−0 よ り高 くなっ て い

る。こ れ は ，変形が進 む に つ れ て 中 立 軸 が 圧縮

側 に 移動 す る た め ， コ ッ ターを 梁中央 に 設 け る

よ り，分割 し 両端 に 設 け た 方 が ，そ の 圧 縮域 の

コ ッ タ
ー

の 粗面 に よ り滑 りが 少な く な っ て い る。

ま た 鉄 筋は 降伏後，歪 み が増加 し界 面 の 圧縮 拘

束力は
一
定 とな り，滑 りが 増加する の に 対 し，

ア ラ ミ ドロ ッ ドは 弾性材で 高引張力 に 釣合 う圧

縮力が働 く こ とによ り，摩擦抵抗が 滑 り に 対 し

抵抗 して ，そ の 破断 時 の 滑 り を 2．0 皿 以下 で 抑

え る こ とが で き る。

　3．有限要素 法に よる解析

　3．1　解析概要

　本解析 は、弾塑性 2 次元有限要 素法とする 。

解析 で は 平面応 力状態 で あ る もの と し，試験体

A −10−0−0 の 解析 モ デ ル を図
一6 に 示す。コ ン ク

リ
ー トは ，4 節点 ア イ ソパ ラ メ トリ ッ ク 要素 で

構成 され ，構成 則 は Darwin 等 に よ る直交異方性

モ デ ル を用 い て い る 。 主応 力 と歪み の 関係 は，

引張 側 で は ひ び 割 れ 発 生ま で 弾性 と し，主応 力

が 引 張 強度 を 超 え て ，ひ び 割 れ 発 生後 は テ ン シ

ョ ン ス テ ィ フ ニ ン グ効 果 を考慮 し た。
一

方，圧

縮側 は 圧縮強度 に 至 るま で は Saenz式 を用 い ，

それ 以降の 軟化域は そ の 負勾 配 を 直線 と仮定す

る D ア ラ ミ ドロ ッ ドは軸方 向力を負担す る棒要

素と し，応 カ
ー

歪 み 関係 は linear型 とす る 。 ま

た ，ア ラ ミ ド ロ ッ ドと コ ン ク リー ト と は 完全付

着 とす る。鉄 筋は軸方向力を負担する要 素を用

い た。鉄筋 の 応 カ
ー

歪 み 関係 は 降伏点 を折点 と

す る bi−linear型とする。管の モ デ ル 化 で は ，接

合筋 の せ ん断力 の 影響を無 くすた めに，接合 界

面 に お い て コ ン ク リー ト要素と ア ラ ミ ドロ ッ ド

要 素 とで 接 点 を設 け て い な い 。また，管 の 上下

端 部は コ ン ク リ
ー

トの 充填 が 不完全 とな るた め ，

管長 の L2 倍 の 長 さで 付着が 不 完全 と し，管内

の ア ラ ミ ドロ ッ ドの 剛性を 2 割低減 して い る。

管の モ

アラミ ド
ロ 嚇　 ゜

鉄筋要素

コ ッ ター纂素

鹸

葺匚
冨

要

襄

　 コ ン 9接合昇面要素 一
ト　ァ ラ麌ド

　 　 ロ， ド

図
一6　解析 モ デル （A −10−0−0）

　」
蕀

　3．2　梁柱接合界面 モ デル

　接合界面は，梁柱接合部 をボ ン ド要素で 置換

し，節 点に入 る応力 を水 平方向及び鉛 直方 向毎

に ， 接線剛性 と法線剛性 とで モ デ ル 化を行 う。

　接線剛 性 は ，界面 の 粘着力 ，コ ッ ター
の せ ん

断抵抗及 び 垂 直圧縮応力に よ るせ ん 断摩擦を考
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慮 し て モ デ ル 化 し た もの で あ る。接線剛 性 モ デ

ル を 図一7 に 示 す。本 モ デル に お い て は ，接合

面 に 圧 縮応力 （σ
．） が 生 じ る と，ス テ ッ プ 毎 に

そ の 時点 で せ ん断応力度 を μ σ ．だけ増加 させ ，

初期に仮定 し た 折れ 線を ，そ の 増分だ け 平 行移

動 させ た 折れ 線をた ど る もの とす る。 こ こ で ，

μ は摩擦係数 と して ，実験結 果 の 平均 滑 り剛性

か ら コ ッ タ
ー

の な い 界面 で は 0．4，コ ッ タ
ー

の

あ る 界 面 で は 0．8 と し て い る。表
一4 に 接合界

面 モ デ ル の 特性値 を示す 。界 面 の 粘 着 力 τ A
＝

0、Ol・fc は ， コ ン ク リー トの 粘着力及 び 敷モ ル

タ ル の せ ん 断摩擦効果 を考慮 し て 仮 定し て い る。

こ こ で
，

コ ッ ターの せ ん 断応 力式 は ，
コ ッ ター

が 試験体全幅 に 設 け られ て い な い の で ， コ ッ タ

ー
の せ ん 断強度に 面積比 λ を乗 じ て ，せ ん 断強

度 を低減 して い る。

τ 5 ．．．

τ A

τ （剛 ／mm
ユ

）

　　　　．二冀 賦
『一一ウ

　　ビ で 黛

獅
一

　
圃

　 　 1

圃

O．02　 　　 。．
’
5

　　　　　　　　　　　　　滑 り（mm

図 一7 接線剛性モ デ ル

　法線剛性 の 復元力特性 は ， 界面 に 圧縮力 が 働

い た 場合 の 剛性 を E ＝ 0．8fc！O．02kN／mm 　
2

と し て ，

o 。

＝0．9fc 以 降，また 界 面 に 引張力 が 働 い た場

合は ，0，001E と し bi−linear型 に仮定す る。

　以 上 の 解析 モ デル を用 い て コ ッ ター
を設 け て

い な い A −00−0−0 ，両端に 配置 し た A −05−2−4 及 び

中央 に配 した A −10−0−0 に つ い て解析 を行 う。

　3．3　解析結果

各試 験体 の 荷重 一部材 角及 び 滑 り 関係 の 実験

結果 との 比 較 を 図 一8 及 び 図 一9 に 示 す。解析 に

お け る 破壊 状況は ，せ ん 断荷重が お よそ 20kN

で試験体引張側 コ ン ク リ
ー

ト要素 に 曲 げ ひ び割

れ が 発 生 し，コ ッ タ
ー

要素 の せ ん 断破壊 が 始 ま

っ た 。 更 に ，
コ ン ク リー ト要素に せ ん 断 ひび割

れ が 発 生 し た 後 ，滑 り 0．5am 近傍 で コ ッ タ
ー

要

素 が 完全 に せ ん 断 破 壊 し，部材 角 30 × 10
’Sard

を

も っ て 終 了 し た。最大 せ ん 断 荷重 は ，A −OO−0−O，

A −05−2−4 及 び A −10。0−0 にお い て ， 134．9kN ，

145．5kN 及び 153．6kN で あ り ， 実験結果に お け

る最大 せ ん 断荷重 の 1．07，0．91及 び O．98 で あ り，

お よ そ 10％ 以 内 に 収 ま っ て い る こ とか ら ， よい

対応 を し て い る。荷重 一滑 り 関係 に お い て は ，

A −00−0・0 で は 滑 り 0．5   以降実験値 よ り も，そ

の 傾 きは高 くな っ て い る。
一

方，A −05 −2−4 及 び

A −10−0−0 は，せん断荷重 96．1kN 及び 91．1kN で

コ ッ ターが完全に せ ん 断破壊 して お り，そ の 後

滑 り が増加す るとい っ た挙 動は，両試験 体 とも

に 実験値 とほ ぼ
一

致 し て い る 。 滑 り 0．5   以降

の 滑 り剛性は ，A −00−0−O，　A −05−2−4 及 び A −10−0−0

に お い て，各々 39．7kN ／mm ，79．4kN ！mm 及 び 50．9kN 〆

皿 で あ り， コ ッ ター
の 存在及 び ＝ ッ ター

を分割

す る こ とによ っ て 滑 りが減少 し て い る。

　滑 り 0．05m 及 び 1．5　mm の 点に お ける各試験体

の 接合 界面 コ ン ク リ
ー

トの 法線 応 力分布 を図一

10 に 示す 。
い ず れ の 試験体 も接合界面 の 粘 着力

が破壊 し，コ ッ ターが 壊れ 始 め た滑 り 0．05   よ

り，コ ッ タ
ー

の せ ん 断破壊 した 滑 り 15   に お い

て ，圧 縮域に 受け る法線応力 は 増加し て い る。

こ の 時 A −10−0−0 で は，中央 に設 けた コ ッ タ
ー

の

せ ん 断破壊面 に は ほ とん ど圧縮応力 を受 けて い

な い の に対 し，A・05−2−4 で は圧縮域 に 配置 した

表一4　接合界面 の 特性値

接合方法 接線剛性の 特性 法線剛性の 特性

コ ツ タ
ー τ A1

 
2

δA

 

τ 5

！ 
2

δB

 
μ

σ

！ 
1

δ

mm

（且） o 0、0暖 ＋ μ σ ． 0、020 ．09 λ島＋ μ σ ． O．5o ．80 ．8島 02

2 x 0、Ol島十 μ σ ．
0、02 μ σ 4 0、5G ．408 島 0、2

O ：有 り、x ；無し　 心 コンクリ
ー

ト強度、λ ：コ ッタ
ー

面積比＝0．4S、μ ：庫擦係 敗
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ー
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図
一8　荷重

一部材角関係　　　図一9 荷璽一滑 り関係

コ ッ タ
ー

の せ ん断破壊面 に 圧縮応力 が働 い て い

る こ と が判 る。 したが っ て コ ッ タ
ー

を両側 に 分

割す る こ とで ，変形 が 進ん だ後 も コ ッ タ
ー

の せ

ん 断破壊 面 に 圧縮応 力が働 き ， そ の 粗面 の 摩擦

効 果に よ り滑 り に抵抗す る た め に ，滑 り剛性 が

高 くな る こ と が 実験 と解析 に よ り示 され る。

　ま た ，解析 に お い て 実験 と同 様 に ア ラ ミ ド ロ

ッ ドは ，引張強度に 達 して い ない 。実験 で は ，

ア ラ ミ ドロ ッ ドに 働 く引張 力 とせ ん断力及び付

加 せ ん 断力 に よ る イ ン タ ラ ク シ ョ ン で 破断 し た

と思われ る。本解析 法 で は棒要 素 に 働 くせん 断

力を考慮 し て い ない た め，ア ラ ミ ドロ ッ ドの 破

壊強度 に関 して は，今後 の 検討 が必要 とされ る。

　4．結論

本研究か ら，以下 の 結論 が得 られ る。

1、　 本解析法 は、ア ラ ミ ドロ ッ ドを接合筋 とす

　　る梁端部の 滑 り挙動 の 検証 にお い て ，概ね

　 　 crh （kN／ntn2）

5．O
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図一10　接合界面 コ ン ク リ
ー トの

　　　　法綜応力分布

　　妥 当で あ る とされ，せ ん 断破 壊型 コ ッ ター

　　は 圧 縮拘 束 を受 け る よ う端部に 分 割 し て

　　配置す る こ とに よ り，効果的に滑 りに対 し

　　抵抗す る こ とを示 して い る。

2．　 従来の 圧 壊型 コ ッ ターに 代 わ っ て ，せ ん 断

　　破 壊 型 コ ッ タ ーに よ る接合 部設計 が 可能

　　で あ る とい え る。

3 ． ア ラ ミ ドロ ッ ドの 破断強度に っ い て ，今 後

　　 の 検討を必 要 とす る。
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