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要 旨 ： 既 存架構 の 構面 内に鉄骨ブ レー
ス を組込 ん で 補強す る場合 に，躯体 と面 内強軸方向に 配 し た

枠鉄骨 との 間に生 じ る摩擦 と，目地に 施 し た簡易な変位拘束に よ る せ ん 断伝達を評価す る こ とで ，

従来必須の あ と施工 ア ン カ
ー

を不 要 にす る 補強 法 を開発 した ．こ の 補強を適用 し た架構 の 耐力 と変

形性 能 を調 べ るため に ， 1／2 に縮小 した 1 層 1 ス パ ン RC 架構 の せ ん 断載荷実験を行 うと共 に ， 目地

の 変位拘束手段 も含 め て 梁下 の 水平接合部 を モ デ ル 化 し た試験体に よ る
一

面せ ん 断実験 を実施 し，

これ らの 結果か ら， 摩擦に よ る 躯体 と鉄 骨 との 結合強度 を規定 した設計式 を提 案 し た ．

キ
ーワー ド ： せ ん 断 圧 縮域 ，摩擦係数 目地 拘束 ，パ ン チ ン グ シ アー

　 1、 は じめ に

　著者 らは あと施工 ア ン カ ー
を用 い な い 耐震補強

法 を開発 す る た め に ，補強架構 に 作用す る 水平せ

ん断力 で
一

方 の 柱 の 頭 部が パ ン チ ン グ シ ア 破壊す

る こ と に着 目 し，こ の 時の 目地 に お け る摩擦に 基

づ くせ ん 断 伝達を評 価 し て補強耐力 を求め る 方 法

を提案 して きた 1） ・2 ，．

　本報で は 本 補強を適用 し た 架構の 地 震時抵抗機

構 と耐力評価法に つ い て 説明し，これ を検証す る

ために実施 した梁
一
枠 鉄骨接合部 の

一
面せ ん 断実験

と， 1 層 1 ス パ ン に モ デル 化 した 架構 の 載荷 実験

に っ い て 述 べ る．

　2，設計方針

　 2．1 構法 の 概要

　本補強 法 は 在来 の 鉄骨ブ レ ース 補 強 と 同 様 に ，

IS 値 の 小 さ い 層に適用 して 剛性 と保 有水 平耐 力

を増 大 させ ，既存 建物 の 耐震性能 を改善する こ と

を 目的と し てい る．

　 し か し在来補強の 様に 、躯体 と補強鉄骨を間接

的 に繋 ぐあ と施 工 ア ン カ ーや ス タ ッ ドボ ル トを用

い な い ため、地震 力 に 対 して 終局 時 の 性 能や安 全

性 をい かに確保するかが ポイ ン トとなる，

　本補強で は 既存架構の 構面内 に 面内強軸に 配 し

た 補 強鉄 骨 と， 躯 体 との 間 に 設 けた 目地 に 高強度

グ ラ ウ ト材 を充填 し て
一

体化す る こ と で ，地 震 時

に 目地 と躯体面 との 間 に 生 じる摩擦 に よ り，躯体

と鉄骨間で の 応力伝達を行 うと仮定 して い る，

2．2　接合部の特徴

　本 補強 の 梁下 の 水 平接 合部 の 断 面 を在来補強 と

併せ て 図
一1 に 示 すが ，左 端の 在来補強 と比較す

る と以 下 に 示 すよ うな特徴が あ る．

　 L 　 補強鉄 骨 の 枠組 を面 内強軸 方向 に配 し，目

　　 地 の厚み を 50mm 程度に抑え る，

　 2． 枠鉄骨 に 固定 し たボ ル トを躯体に 穿孔 した

　 　 空洞 に 挿入 し，目地 と
一

緒 に グ ラ ウ トを充

　　 填す る、または梁 下や床 面 上 に変位 拘束用

　 　 の コ ッ ターを形成 す る た め の 凹部 を設 け，

　 　 同様 に グ ラ ウ ト充填 す る ．

　 3． 枠鉄 骨 の フ ラ ン ジ表 面 に 鉄 筋 を フ レ ア 溶接

　　　し，フ ラ ン ジ 面 で の 滑 りを防止 す る．

　4． 高耐力 が 必 要な場合 に は ，上 下 階 の 鉄 骨 を

　　 鋼棒 で 緊 結 し，目地 の 硬化 後 に緊張 力 を導

　　 入す る こ とで 鉄骨 を梁 に 圧着する．

　従 っ て フ ラ ン ジ幅の 1／2 に施工 時の 隙間を加 え

た 目地に 充填 し た グ ラ ウ トとダボ筋 で 応力伝 達す

る在来補強 と比 べ る と， 接合部 自体の 剛性 は高 く

な ると考え られ る．

　た だ し，接合 部には躯 体 と枠鉄 骨 との 相 対的な

変位 の 発 生 を許容 し て い る の で ，そ の 量を 抑制す

る た め に 上記 2
，
3 に 示す よ うな変位 拘束を水平

接合部 に の み 付 与 す る ．

＊ 1 大成建設  　技術セ ン タ
ー

　 （正 会員）

＊2 大成 建設   　設計本 部構 造設計 部
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図
一1　 梁 下 水 平 接合部の 比較
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図
一2　 せ ん 断抵抗機構

23　せん断抵抗機構

　本補強架構で は ，
一

方 の 柱か ら入 力す る せ ん 断

力 で 柱頭部が パ ン チ ン グ シ ア 耐力 に 達 した後 ， 梁

と鉄骨 との 相 対変位 が 顕 著にな っ て 他方 の 柱 も破

壊 に 至 るモ ー ドを想定す る．

　図一2 に抵抗機 構 の 模 式図 を示 す．梁 と枠鉄 骨

と の 応 力伝 達 を，
一

方 の 柱 が パ ン チ ン グ シ ア 耐 力

に達する ま で 水 平 目地 に 生 じ て い る 摩擦を 考慮 し

て 両者 を 結合 す る 耐 力を定 め る， こ の 機構 が 成 立

す るた め に は，既 存架構が 鉄骨 か ら反力 と して 作

用す る鉛直及 び水 平せ ん断力 に 釣合 う強度 を保 持

す る必 要 が あ るが ， こ こ で はそ の 上限 を柱頭 ま た

は 梁端部の パ ン チ ン グ シ ア耐力で規定する．

　 よ っ て
一

方 の 柱 の パ ン チ ン グ シ ア 耐力 に，梁下

の 水平 接合部 に お け る摩擦に よ る結合耐力と，他

方 の 柱 の 耐力 を加 え た値 を基本 の 補強耐力とする ．

ま た鋼棒に よ る 圧着力 D や ， 埋 込 ボ ル トまた は 躯

体 に 彫 っ た コ ッ タ
・一一・） に よる 目地拘束 を 与え た 場

合に は ，各 々 の 効果 を 個 別 に 評価 し て 基 本 の 耐 力

に 累加す る，

　但 し，摩擦 に よる 圧縮域 と鉄骨 を圧着す る領域

が 重なるた め， こ の 場合 は摩擦 に よ る結合耐力 を

0 と して 圧着力 の み で 結合耐力を求 める，

　なお ，終 局 時 に お け る 摩擦 の 存在 と層 崩壊 に 対

す る安 全性 を確保す るた めに，柱頭 の パ ン チ ン グ

シ ア と梁下 の 各結合 耐力 を加算 した力 に 対 して ，

鉄骨は弾性範囲に留 まるよう設計す る．

2．4　耐力算定式

　上 記 の 機構に 基 づ い た補強架構の 終局 耐力設 計

式を，水 平接合部に施す各拘束手段 に応 じ て 示 す．

　  接合部 をグ ラ ウ トす るだけの 場合

　　 ・Qu ＝pQc ＋ fQj 十 α Qc　　　　　 （1）

　  水平接合部 に 圧着力を与 え る場合

　　 ・Qu ＝pQc ＋ aQj ＋ α Qc 　　　　　 （2）

　  水平接合部 に埋込 ボ ル トを設け る場合

　　 ・Qu ＝・pQc ＋ fQj ＋ bQj ＋ α Qc 　　（3）

　  水平接合部に 彫 込 コ ッ タ
ー

を設 ける場合

　　 ・Qu ＝pQc ＋ fQj ＋ cQj ＋ α Qc 　　（4）

pQc ：
一

方の 柱 の パ ン チ ン グシ アー耐力　 （kN）

Qc ： 他方柱 の 曲げ又 は せ ん 断耐力 の 小 さ い 方

α ： 変形 の 状態 を考慮し た 低減係数

fQj ：摩擦 に よ る 結合耐力　　　　　　　（kN）

　　；pQc × H ／ LX μ ≦pQb × μ

pQb ： 梁の パ ン チ ン グ シ ア ー耐力　　　　 （kN）

μ ： 目地 の 滑 り が生 じ る 面 に おけ る 摩擦係数 D

　　 グ ラ ウ トと躯体 との 間 で 滑る場合 二 1．0

　　 フ ラ ン ジ面 で 滑 る場合 10 ．8

aQj ： 圧着結合耐力＝導入力 × 摩擦係数 μ （kN）

bQj ；埋込 ボ ル トに よ る 結合耐力　　　 （kN）

　＝ボル ト1 本 の せ ん 断耐力 × 本数 （上 限 8 ）

cQj ：
コ ッ ターに よる 結合耐力 （上限 5 ） 2， （kN）

　　 ＝ Aco／ cos θ × O．38Jg σ bX 個数

ACQ ： コ ッ タ
ー

の 水 平断面積　 　　 　 〔cm2 ）

θ ： 目地 グラウ トの 割裂面 の なす 角度 で

　　 目地厚 ／ コ ッ ター
長 さ と定義す る “．

g σ b ： グ ラ ウ ト材 の 圧 縮強度　　 　　　 （N／  2）

L ，H ：補強構 面 の 内法 ス パ ン ，内法階高　 （皿 ）

た だ し，柱 の せ ん 断 及び パ ン チ ン グ シ ア 耐力 は，

基準 の 式 3） に 従 っ て計算す る ．
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　3．補強架構の 性能

　3．1　梁一枠鉄骨接合部の モ デル 化

　上記 の 評価式 の 検証 に際 し て ，梁下 の 水 平接合

部 を図
一3 に 示 す よ うに モ デ ル 化 し た

一
面せ ん断

実験 を 実施 し，繰 返 し荷重下 に お け る 埋 込 ボ ル ト

の せ ん 断伝達強度を調査 し た，

　梁幅 が 35c 皿，鉄骨 は H−300 を用 い た実物大接合

部 で ， 梁 とフ ラ ン ジ が接す る 長 さは 5cm と し た，

梁下 面 の 軸方 向に 20cm
， 幅 方 向に は 中心 か らは

45mm 離れた位置 に 直径 55  の 孔 を 2 ヶ 所設 けた．

こ の 孔 に ボ ル ト径 （th　22，24，27  ） の 3 倍 を定

着長 さ と し，こ れ に 10  の 隙間 を加 え た 3 種類

の 深 さを設定す る こ とで ， ボル トの 定着条件を
一

定と し た時 の せ ん 断伝 達強度 と破壊 モ
ー

ドに及 ぼ

す径 の 影響 を調 べ た ．

　 5cm の 目地厚 を確保 して フ ラ ン ジ と平行 に 梁 を

配 し，仮固定 した 全 ネジ の 中ボル トを回 し て 孔 の

中に径 の 3倍挿入 し た後 に，フ ラ ン ジを挟ん で ナ

ッ トで 固定 した ．またボ ル トが 単純に フ ラ ン 時面

で 曲げ降伏 し な い よ うに ，先端 に もナ ッ トを付 け

て 回転 を拘束す る こ とで 曲げ戻 し を与えた．

　図
一3 に示す様 に 押抜 き型 の

一
面せ ん 断 で 水 平

力を 正 負に載荷 した が ， 目地変位 の 拘束力 は 与 え

な い で ，摩擦 の 影響 を除 去 し た純粋 な ボ ル トの せ

ん 断 伝達 性 能 を 調 べ た ．

　 3．2　 埋込 ボ ル トの 耐 力

　図
一4 に ，M22 とM27 試 験体 の せ ん 断カ

ー
目 地

滑 り変位 関係 を示 す ． い ず れ の 試 験 体 も 滑 り

図
一3　 接合部試験体

は フ ラ ン ジ 面 に 沿 っ て 生 じ た が ，最 初 に 滑 り が 生

じた時の 荷重は M27 が 約 50kN で最も低 く，最大

の M22 の 約半分 しか なか っ た が ，こ れ を フ ラ ン ジ

と の 接触 面積で 割 っ て 付着強度を 求 め る と，応 力

は 約 0．3N／  2 と な っ た ．

　付 着喪失 後は ボ ル トの せ ん 断 及 び 引張抵 抗 に よ

っ て 荷重 は増大 したが，履歴 は途 中 で 剛性 が急変

す る ダボ筋特有 の ス リ ッ プ性 状を示 した ．

　M22 で はボ ル トが 2 本 とも降伏 し た の が確認 さ

れ ， そ の 内 の 1 本 は 最 大耐力 時 に せ ん 断 で 破 断 し

た，こ の 時 の 値は せ ん 断降伏 時 の 応力 に断 面積 を

掛 けた 値 を 50％以 上 も 上 回 っ て い たが，定着部 の

コ ン ク リー トは破壊 しなか っ た．

　
一

方，M24 の 最 大耐 力 は M22 を若 干 下 回 り，

M27 と共 に ボ ル トの 能力 に 比 例 し た 耐力 は 得られ

な か っ た ．こ の 原 因 は 梁 の 材軸方 向 に 作 用 す る せ

ん 断 力 に よ っ て 梁 を側 面 の 方 向 に 割裂 く力 が 生 じ ，

ボル トの 定着部を拘束す る コ ン ク リ
ー トが 破壊 す

る こ とに よ り，耐力が決定 したため と推定 され る ．

し か し い ずれ も計算上 の ボ ル トの せ ん 断耐力 を越

えた こ とか ら， M22 も含め て ，拘束力がな くて も

ボ ル トは滑 り面 に お い て 曲げ降伏 し な か っ た と考

え られ る，

飄 ギL》藷　 　 Q鋤

深さ ； 76mm 　 　　 　150
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．
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図
一4 　せ ん断カー滑 り変位関係
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　梁下面 を調査 し た 結果 ，ボ ル ト位 置 か ら梁側 面

に 向か う斜めひびわれ が 生 じ て い た が ，ボル ト定

着部の グ ラ ウ トが 破壊 し た 様子 は 見 られ な か っ た ．

ま た 目 地 の 開き 変位を比 較す る と， 3 体 とも最 大

耐力 の 直前ま で 2 〜 4mm 程度に抑 え られ て い た

こ と か ら，目地 厚 の 1／20 程 度の 滑 りが 生 じ た 後

で も，ボ ル トの せ ん 断強度を保証で きる定着性能

を有 して い たと考え られ る．

　3．3　架構実験の概要

　図
一5 に試 験体 の 形状 お よび配 筋 図を示 す．試

験体数 は 3 体で ，
1／2 に 縮小 し た RC 架構 の 構面

内 に 枠付鉄骨ブ レ
ー

ス を面 内強軸方 向 に 配 し
， 目

地 を 高 強 度 グ ラ ウ ト材 で 充 填 した ，比 較 の た め に，

既報 1 ）・2 ） に 示 し た試 験体 と形状 ・寸 法 と共

に 柱 の 主筋比 （Pg；1．59％）も合せ て い る．

　水平 目地 に 上記 の 埋込 ボ ル ト （M20 ）を設 けた

の は共 通 で あ る．試験体 S20 で は既 報 と同 じ H−

175＊ 175 ＊Z5 ＊11 を 使用 し，既報 に 示 し た 同
一

配

筋の SlO に対 し て 埋込ボ ル トの 本数 を 4 本か ら 8

本 に 倍 増 し，そ の 効果 を調 べ た ．

　埋込 ボ ル トが 4−M20 で ある S21，　 S22 で は ，鉄骨

を H−150＊150＊7＊10に変更 し （断面積比 で 約 78％），

補 強耐力 に 対す る 鉄 骨 の 余裕度 を落 し て そ の 影 響

　　　　　 　
S2t，S2Z　4−M20 　

m ‡ 　　　　●

を調 べ た が ，弾性範囲に留め た の は これ ま で と同 じ

で あ る．S20，　 S21 で は 既報 と同様 に柱 に 終始
一

定

の 軸 力 （N ＝300kN， σ
　O＝2．　5　 N／mm2 ） を作用 させ

る せ ん断型 で 載荷 し た が ，S22 で は 最 上 階 の 架構

を想定し，柱軸力や載荷モ ードの 影響 を調べ る た

め に 軸力 は 0 と し た．

　主筋は 柱 に D19 と D16， 梁 には D13 を用 い た が，

降伏点は各 々 395 ，395，397N ／  2 だ っ た ．

　3．4　補強架構の耐力と変形性状

　各試験体 の 層せ ん 断カー層間変 形 関係 とそ の 包

絡線 を ， 各 々 図
一6 ，図

一7 に 示 す 。

　 ボ ル ト本数 を倍増 した S20 が ，　 R＝ 1／200 ま で は

最 も高 い 剛 性 を保 持 し なが ら推移 し た が ，R＝1／140

付 近 で 梁 下 の ボル ト定着部 の 損傷が 水平 せ ん 断力

に よ っ て 顕著に な っ た た め に ボ ル トの 耐荷能 力が

失 われ ， こ れ に よ っ て 柱頭 部 の 負荷 が 増 える こ と

で パ ン チ ン グ シ ア破壊が起こ っ た．そ の結果，最

大 耐力 は 既 報 3 ） に 示 し た S10 （4−M20 ， σ
　b；28．　6

N／  2） の 97％に留 ま っ た が ，コ ン ク リ
ー

ト強度

が S10 の 75％ し か な い こ と を考慮す る と，ボ ル

トの 本数 に応 じ て 水平接合部の せ ん 断伝達性 能 が

向上する傾 向が見 られ る ．

　 S21 の 最大耐 力 時 の 変 形 は S20 を 越 え た が ，

S208 ．M20
H−175零175 寧7．5ゆll

3000 一

図一5　 試験体配筋図
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鉄 骨 を 150 角に縮小 し た 影響も あ っ て 剛性 ・耐力

と も S20 を 下 回 っ た，コ ン ク リ
ー

ト強度 も異な る

の で
一

概 に 比較 は で きな い が ，S20 と は 160kN の

耐力差 が あ り，ボ ル ト 1 本当り 40kN の 差 に な っ

て ほ ぼボル トの せ ん 断耐力 に 相 当す る．しか し履

歴 ル
ー

プ の 形状や 繰返 し載荷 に よ る荷重低 下等 に

つ い て は ， 顕著な差はな い ．

　 コ ン ク リ
ー

ト強度 の 高 い 既報 の S10 と の 比 較で

は ，最大耐力や そ の 時 の 変形角以 外に R＝1／100 以

降の 性状に も差が見 られ た， こ れ は主 として 埋 込

ボル トの 定着部 が破壊 した時期 に 起因 し て お り，

それま で は埋 込 ボ ル トが 水平接合部 の 滑 り変位 を

拘束 し ， 柱 と共 に せ ん断力 を伝達 し て い た と推 定

され る，従 っ て梁 の 断面や強度に 応 じ て ボル トの

径や本 数 を制 限 して 定着部 の 破壊を抑制すれ ば，

図一6　層せん断か 層間変形関係

耐力 と共 に 変形性 能 も改善 で きる と考え られ る ，

　
一

方，軸力 を与えずに載荷 し た S22 で は ，初期

載荷時 か ら剛性は S21 に 比 べ て 低 く，徐 々 に 引張

側 の 柱 の 伸び が増加す る傾 向 が 見 られ た．また軸

力 が な い た め に柱 の パ ン チ ン グ シ ア とせ ん 断耐力

が 共 に 低下 した が ，最終サ イ ク ル で R＝1／30 以 上ま

で 強制変形 を 加 え て も，依然 と し て最大耐力 の 約

70％を保持 して い た．

　 こ れ以外 は上記 の 試 験体 とほ ぼ 同様 の 性状を示

し，最大耐 力時 の 変形や耐 力低下傾向，履歴性状

な どに つ い て も大差 は な か っ た．

　4．　 設計法 の適合性

　水 平接合部 に お け る変位拘 束 が 荷重
一
変形性能 に

及 ぼす影響 を知 る た め に
， 既報 の データ を 比 較 し

て 図
一8 に 示 す．

　 S11 は 彫 込 コ ッ タ （5 箇所 ），　 Sl2 は梁下 の 摩

擦 を 0 に し た試験 体 で あ る．同図 よ り，埋 込 ボ ル ト

や コ ッ タ に よ る 拘 束が剛性 ，耐力 とも大幅 に改善

で き る様子 が明 か で あ り，S10 で は埋込 ボ ル トの

じん性に よ っ て変形性能も向上 し て い る．

　 い ずれも最大耐力 は 設計値 を約 40％上回 ると共

に ， そ の 時 の 層間変形角 も 1／125 を越 えて お り，

F 値 1．5 の 条件を満たす結果を示 し た．

　ま た 4 × 135kN の 拘束力 を与え た S2 と摩擦 だ け

の S1 を比較す る と，圧着 力 と摩擦係 数 （フ ラ ン

ジ 面 で 滑 ら せ た の で 0．8） の 積に ほ ぼ相 当す る 耐

力 の 上昇が 目地 の 付着喪失 以 降 に 見 られ，設計値

も ほぼ こ れ を適確 に 評価 して い る．
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図一7　 包絡線の 比較
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表一1　 実験結果の 比較

　　　柱 パ ン チ ン グ 柱 せ ん 断 　目地拘束 摩擦結合 最大耐力　 計 算値 　 実 ／計 圧 縮 強 度 柱 主筋比

試験体　　pQc 　　　Qc　 a，b，cQj 　 fQj　　 Qu 　       　Qu／C　　σ B　　 Pg
　　　   （kN）　   （囲 ）　   （kN）　   （kN）　 （kN）　 C （kN）　　　 （N／  2）　 （％）

目地 拘束 鉄 骨、軸 力

　 　 　 　 （N／  2）

123SSS48448d392 168　　　　 G
168　 　 　 424

158　 　　 　 0

206　　　 1089

0　　　 　 工345

167　　 　 965

858　 　 1．27　 　 18．2　 　 3，35　 摩 擦 の み H175．2，5
1e76 　 　 1．25　 　18．2　 　 3．　35　 　 圧 着 　 H175，2．5
717 　 　 L35 　 　19．4　 　 1、68　 摩 擦 の み H175，2．5

SIO　　　 510

S11　　　 456

S12　 　　 470

S13　　　 443

164　 　　 166

154　　　 130

157　 　　 　 0

160　 　　 130

271　　　 1566

243　　 　 1419

0　　　 　 1086

236　 　　 1360

lll且　 　　 1．41　 　 29，6
983　　　　　1．44　　　 23．6
627　　　　　1．73　　　 24．9
969　　　　1，40　　　28．2

1．59　 　 4−M20 　 H175，2．5
1．59　 コ

ッ タ x5H175 ，2，5
1．59　　　　摩 擦＝O　　H1了5，2．5
D．98　　 コ ツ タ × 5HI 了5，2．5

S20　　　 439

S21　　　 411

S22　 　 　 364

151　　　 332

145　 　　 166

124　 　　 166

234　 　　 1520

219　　　 1359

194　 　　 1215

1156　 　 1，31　 　 21．5　 　 1．59　 　 8−M20　 H175，2．5
941　 　 工，44　 　 18．8　 　 1．59　 　 4−M20 　 肌 50，2．5
848　 　 1、43　 　 19．9　 　 1．59　 　 4−M20 　 目150，0
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図
一8　 設計値 との 対比

　ま た い ずれ も柱頭が パ ン チ ン グ シ ア 破壊 し た

R ＝11100 以 降 も，最 大耐力 の 60〜70％ を 保 持 しな が

ら R＝1150 ま で 至 っ て い る．更 に F 値 1 に 相 当す

る変形 で 設計値 を 超 え て お り摩 擦 を 利用 し た本 補

強 が 高 い 剛性 と変形性能 を有 して い る の が分か る，

　最 大 耐 力 の 実験 値を 各抵抗 要 因 に 分類 し て 表一

1 に 記す ．柱 主筋 量が多 く軽 量 コ ン ク リ
ー トを用

い た Sl，S2 の 耐力 は ，計算値に 対 し て 25％程度の

余裕度 で あ っ た が ，こ の 2 体以外 は 計算値 を 30〜

40％上回 る安全率 を有 して い る．これ よ り，上 述 の

機 構 に 基 づ く設 計式 が 全て の 試 験 体に 対 し て 安全

側 の 評価 となっ て い る の が 理解で きる ．

　 5．ま とめ

　本 補強 を 適 用 した 架構 の 性能 と そ の 評価 法 を検

討 し，以 下 の 結 論 を得 た ．

　 （1） 躯体 と 鉄 骨 と の 結合 耐力 を 水平接 合部 に お

　　　 け る 終 局 時 の 摩擦 と変位 拘束 で 規定 し，こ

　　　 れ に 柱の 耐力 を 累加 し て 補強 耐力 を求 め る

　　　 設計法 は，実験値 を 25〜40％安全側 で 評価

　　　 で き る．

（2） 埋 込 ボル トに よ る 水平接合 部 の 変位 拘束 は ，

　　補強架構 の 剛性 ，耐力，変形性能 を 改善で

　　 き る 十分なせ ん 断伝 達性能 を有 して い る．

（3） 本実 験範 囲 で は，埋 込 ボ ル トの 本数に応 じ

　　 て 補強耐力が 上 昇する傾向が 見 られ た．

（4） 柱軸 力が小 さい 最 上階に お い て も ， 本 補強

　　 は 適用可能 と考 え られ る，
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