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要 旨 ： 本研究は ，2 方向 フ ラ ソ トプ レ
ー ト構 造に お け るパ ン チ ン グ破壊 の 防止 と して ス タ ッ ド筋

に よ るせ ん断補強効果に つ い て検証 を行 っ た。具体的に は，配筋方法の 違い に着 目 し，押 し抜き

せ ん断実験 を行 っ た 。 そ の 結果，補強本数 が多 くな る とせ ん断耐力 は 増加 する こ とが確認 され た。

また配 置方法 の 違 い は，特 に 破壊性 状 に 影響 を及ぼ し， 放射 状に 配置 し た試験体 の 補 強効果 が最

も優れ て い る こ とが明 らか となっ た。

キーワード ： ス タ ッ ド筋 ， 押 し抜きせ ん 断強度，フ ラ ッ トプ レ ー ト構造，せ ん断耐力

1．は じめに

　 フ ラ ッ トス ラ ブ構造 に お け る 柱頭部 の ス ラ ブは ，

押 し抜きせん断破壊を生 じ る こ とが 1 つ の 問題点

とな り，通常 。
ハ ン チ などが施 され る。

一
方，鉄筋

などによるせ ん 断補強によ り，ハ ン チをな く し た フ

ラ ッ トプ レ
ー

ト構造 の 実現が可能 となっ た
1）。地震

が 比 較的少ない 諸外国で は，こ の 手法が確立 され ，

既 に多数使用され て い る 。 また ， 鉄筋の 補強効果を

含め た押 し抜 きせ ん 断耐力式が ACI 規準や BS 規格

な どで設計法が 定 め られ て い る 。 我が国に お い て は ，

日本 建築学会式 が あ る が，こ の 式 は ，コ ン ク リー ト

の せ ん 断力 の み で 評価 し，鉄筋 に よ る効果 を考慮 し

て ない た め，か な り安全側 の 評価 となる こ とが多い 。

　本研究は，フ ラ ッ トプ レ
ー

ト構造 にお ける押し抜

きせ ん断破壊 に対するせ ん断補強筋 と して，異形鉄

筋 の 両端 部 を熱 間 プ レ ス に よ り特殊 な皿 （鉄筋径 の

3 倍）を有 す る鉄筋 （以 下，ス タ ッ ド筋） の
一

端 を薄

板鋼板（厚 さ3  ）に溶接接合 し た融 筋 （以 下，ス

タ ッ ドレ
ー

ル 補強筋 ）を用 い た 。 この ス タ ッ ドレ
ー

ル 補強筋 に よるせ ん 断補強効果 に つ い て検証 した。

具体的 に は ，配筋方法 の 違 い に着 目し，押 し抜 きせ

ん断挙動に与 え る影響に つ い て 調 べ る こ とを 目的

と し て実験 を行 っ た 。

2．実験概要

2．1 試験体

　試験体
一

覧を表
一1 に，そ の 概 要 を図

一 1 示 す 。

本研究に用い た試験体の 形状 は，厚 さが 100mm ，

1辺が 1040mm の 正方形 ス ラブ で ある a こ の ス ラブ

中央 には，断面 18（》mm 角 の 柱相 当材 を設 けた。

表一 1 試験体一覧及び実験結果

ス ラブ ス タツ ドレ
ー

ル 補強筋 ひび鰰れ晃生時 最大荷璽時 スタッ ド筋降状時 限昇 時

試験体
記 号

断面

［…o

　上 端 ・下 端鰌

柱列帯 柱聞帯

スタッド筋

佳 ・聞隔

配列

本数
配 置方 法

コ ンクリ
ー

ト

圧 縮強度

［N／mm 勹 Vc

〔kN］

荷1 　 　たわみ

　　　 　 δ》c

　　　 　 ［mm1

荷1Vut

圃 ］

たわみ

　δv【

匚mmI

荷 ■

w
附 亅

たわ内

δW

［m ］

たわみ

δビ凵

［mmI

確壊 影状

R−4 放射 拭配置 25．4134 ．3o ．39366 ．142353 ．5337 ．5 押し擦きせ ん 断 破壌

円

4

十字型配置 25．496 ．1 α283 ア6．22 ．7353 ．534 ，置5 抻し鉞きせん厩磁壊

R幽310GO
其

1040x1406
−016

（SD390 ）

4−016
（SD3 駅）》

D10◎ 100
（SD295A ）

敏射挨配 置 25．51329 α35463050418 ．23211 ．5 挿し櫨きせ ん断破 壊

Pr8

8

十字 聖配 量 25．51198045437 ．63743443 、512 ．4 押し抜きせ ん 断礦壇

脚
一 24．495 、7042293 、922 　 27 挿し抜きせ ん断 薙膿

（注壕 中の 限罫時たわみは，最大荷 重からSO“G荷 霞が低下したときのたわみを示す。
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O
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試験体

　全試験体 に 関す る共 通条件は ，コ ン ク リー ト設計

基準 1鍍 （Fc21N！mml ） ，ス タ ソ ド筋 の 降伏 i鍍

（SD295A ），径 （DIO ）及 び間隔 （100  ）で あ

る。なお 本論 で は，ス タ ッ ド筋 3 本 を 1組 に した ス

タ ッ ドレ
ー

ル 補強筋を使用 した 。ま た 実験の 目的か

らせん断破壊先行 とするた め，ス ラブ筋 に は，上 下

端筋と もに D16 （SD390 ）を使用 し た。配筋は，柱

材を貫通す る部分（柱問帯）は ， 4 本＠60mm ， それ 以

外（柱列 帯）は，6 本＠100mm の 等方配筋 と し た。

　変動要因 は ，図一2 に 示 すス タ ッ ドレール 補強筋

の 配筋方法 で
，

ス ラブの 対角線上 なる斜め方向 に 配

置 し た放射状配置（R −4，R −8），ス ラ ブ筋 と平行 に 配

置 し た 十字型配置（P−4，P−8）の 2 種類 と した 。また

補強 筋量 による比較 として ，ス ラブ内に ス タ ッ ドレ

ー
ル 補強筋を 4 組（R −4，P−4）及 び 8 組（R−8，　 P−8）設置

し ， 補強本数を変 えたもの の 2種類 とした 。 以上 の

変動 要因 の も と，無補強 と した試験 体 1 体を含め総

計 5 体と した 。 なお ，
コ ン ク リー トの 調 合を表

一2

に ， 鉄筋 の 機 械的性質 を表
一3 に 示す。

2．2 加力方法

　実験 は ，容量 3MN 大型構造物試 験機 を用 い て ス

ラブ の 端部 4 辺 を支持間隔 920  で 単徹 持 し た

後，球座及 び加力用鋼板を介 して 柱 相 当材に鉛直方

向 の 荷重を単調載荷に よっ て加 えた。

　変位は ，図一3 に 示すよ うに柱相当材直下 （各辺

1箇所，計 4 箇所）及び支持部直 上 （各 辺 の 中央部

に 1 箇所，計 4 箇所 ）に取 り付け た電気式変位計に

よ り測定 した 。 なお ，支持部に対する柱相当材 の 鉛

直方向変位 をたわみ （δv） とした 。

　ひ ずみ は ，
ス ラブ下端筋及び ス タ ッ ド筋 の ウ ェ ブ

部に貼付 し たひずみ ゲージに よ り測定 した。

鵠
OO

°oP

8

×
試 験 体 ：R− 4

　 　 試 験 体 ： R− B

図一 2

表一 2

柱

圏
　 試験体 ： P− 4

　　　 ス タ ッ ドレール補強筋

図 園
　 　 　 　 　 　 　 　 試験体 二 P− 8

　 ス タ ッ ドレー
ル補強筋

　　の 配筋方法

コ ンク リー トの 調合
水セ メ ノ ト比
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35フ
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表 一 3 鉄筋の機械的性質
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］
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ヤ ン ヴ係数

［Wm 嗣
伸 串

［％ ］
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010（SD295A）
3722022515 1S4 15
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ー

ジ位 置
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　　　　　　 図
一 3　　測定概要

3．実験結果

3．1 破壊性状

　図 一4 に試験体 の 破壊状況 を示す。

　初期ひ び 割れ は，全 て の 試験体で 共通 して お り，

柱隅 角部か らス ラブ の 対 角線方向に向か う斜めひ

び割れ で あ っ た。こ の 時の 荷重及 び た わ み に 目立 っ

た違い は 見 られなか っ た。初期ひ び割れ 発生以降 は，

柱 か ら ス ラブ端部 に向 か う放射状 の ひび割れ が 無

数 に発生 した。そ の 後 ，最大荷重近傍で ，柱を囲む

同心円状の ひ び割れ が発生 し ， 破壊 へ と至 っ た 。 こ

の ひ び割れ は，概ね柱 際 か ら 1 本 目及び 2 本 目それ

ぞれ の ス タ ッ ド筋を結ぶ形で 円を形成 して い た。

　変動要因に よる違い で は ，放射状配置 した試験体

R4 及び R8 は，円周状の ひ び割れが 目立 つ 傾向にあ
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R−4 P−4

図一4

る。 こ れ に 対 して ，十字型配置 した 試験体 P4 及 び

P8 は ，
ス ラブ の 対角線 を結ぶ ひ び割れが比較的顕

著に発生 して い た。但 し試験体 R4 につ い て は ，柱

間帯沿 い に 発生 し た十 字型 の ひ び割 れ も比 較 的顕

著 に 生 じ て い た。補強本数 の 違 い で は，4 組配筋 し

た試験体 R4 及 び P4 よ り，8組 と した試験体 R8 及

び P8 の 方が ，ひ び割れ は無数 に発生する傾向を示

した。しか し 同 じ 8 組 で も，放射 状配置 した試験体

R8 の 方 が，ひ び割れ が ス ラブ全体に分散 して 発生

して い た。従 っ て ， 補強本数を増やすこ とでひび割

れ は 分散され る が ，同 じ本数で も試験体 P8 の よ う

に柱 間帯 の み に局 部的な補強 をす るよ り，試験体

R8 の よ うに 配筋 した方が，破壊性状は よ り改善さ

れ る こ とが 明 らか とな っ た
。

　最終的な破壊 モ ー ドは ，ス タ ッ ド筋を用 い た に も

関わ らず円周 状 の ひ び割れ が 大 き く拡大 し，押し抜

きせ ん 断破壊 を示 した 。こ れ は本研 究 の 目的か ら，

ス ラ ブ の 曲げ耐力 を十分確保 し た こ とに よ る。し か

し，上記破壊 の 様相 と脆性的な破壊 を示 した無補強

の 試験体 とを比 べ る と，ス タ ッ ド筋に よるせ ん 断抵

抗が関与 し， 破壊性状が改善され た こ とは明 らか で

ある。但 し，配筋方法 の 違 い によ り，破壊性 状に も

大きな影響を及ぼすこ とが 検証 され た。ま た ，破壊

状況 か ら破壊面は ， Johansonに よる 降伏線理論 で 考

えられ る従来 の 対角線方向の み で な く ， 図
一5 の よ

うに ，柱間帯 に も形成され て い る こ と と思わ れ る。

3．2 荷重一たわみ曲線

　 荷重一た わみ 角曲線を図一6 及 び 図一7 に 示 す。

　全体的 な傾向 として補強 した試験 体は，最大荷重

に 至 るま で の 曲線形状に 大きな違 い は 見 られ な か

っ た 。 こ の 領域で は ， 柱 を中心 とする放射状 の ひび

割れが無数に発生 して い た が，ス ラブ の 剛性に影響

　 　 　 R−8　　 　 　　 　 　　 　　 　 P−8
　 　 　 　 　 　 （注 ）同 図 は，い ず れ も加 力 点 側 を 示す ．
確壊状況

　　　　　　 図一 5　　降伏線

を与 え る もの で は な い こ とが分か る 。 また曲線形状

そ の もの も，最大荷重に 至 る まで 大 きな荷重低下 を

伴 うこ とな く最大 に達 して い た。こ れ らの 傾向 は，

無補強 と した 試験体に つ い て も同 様で あ る 。 但 し試

験体 R4 に つ い て は ， 最 大 荷重 の 直前 で ，一旦 ，曲

線勾配 が横ばい とな っ た 上で ，最大荷重が得 られ た．

そ の 後 に つ い て は ，い ずれ の 試験体も押し抜きせ ん

断破壊 の 進展 に よ り徐 々 に荷 重 が 低 下 し た 。

　最大荷重に っ い て は ，無補強と した試験体 と比 べ ，

約 L2〜15 倍，高 くな っ た。変動要因に よ る違 い で

は，補強本数に つ い て 図一6 を見る と ， 同 じ配置方

法 で も 8組 とした試験体は，4 組 と した試験 体より

高い 傾向に ある。従 っ て，補強筋量に よ る効果が得

られ た こ とが分か る 。

一
方，配置方法 の 違 い を同 じ

補強本 数 ご とで 図
一7 を見 る と，4 組 に つ い て は ，

そ の 差異が 見 られ なか っ た。し か し 8 組に つ い て は ，

放射状配置 の 方 が，十字型 配 置よ り幾分高 い 傾向 に

あ る 。 こ れ は 破壊性状 と同様 に，ス タ ッ ドレ
ー

ル 補

強筋を分散して 配置 した効果に よ る と思われ る。こ

の 効果 は，破壊性状 の 改善 と最 大荷重 の 向上に関与

する こ とが 明らか とな っ た。

　
一

方，たわみ 性状と して ，最大荷重時 の たわみは，

全体的に十字型配置 よ り放射状配置 の 試験体 の 方

が，たわ み は 大き く，たわ み 性状が優れ て い た 。 し
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　 　 　 　 　 20 　 D5101520
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 たわみ δ v 匚m 旧］

荷重一たわみ曲線 （補強本数の違 い）

か し，最大荷重 か ら 80％荷重が低 下 した時を限界

時 と仮定 し，そ の た わ み に つ い て 見る と，試験体

R4 を除き，さほどの 違 い は見 られなか っ た。なお

限界たわみは，最大時に対 して平均 2．8 倍であ り，

全 体的に 靭性性状が 改善 され て い る もの と思わ れ

る。但 し試 験 体 R4 に つ い て は
， 最大荷重 に 達す る

直前 で ，柱間帯に 発生 した ひ び割れ が大 きく進展 し

た こ とが 影響 し，他 の 3 体 と比 べ る と，靭性能 にや

や劣 る 結果を示 した もの と考え られ る。
一

方，無補

強 の 試験体に つ い て は，補強し た試験体に 比 べ 大 き

く性状が劣 る 傾向 に あ る。特 に最大荷重後の 靭性能

は殆 ど有 してお らず，脆性的な挙動 を示 した。一方，

大き な荷重低下 の 後に荷重を
一

旦保持する 挙動 を

示 した が ， これ は ス ラブ内に作用する圧縮薄膜力
1）・

3）
に よ る効果 と考え られ る。

3．3 ス ラブ筋の ひずみ性状

　図
一8 に 最大荷重時 に お け る ス ラ ブ筋 の ひ ずみ

分布を示 す。い ずれ もせ ん 断破壊 が 先行 し 降伏 に は

至 っ て な い 。全体的な傾向と して は，支持部近傍を

除き，ひずみはほぼ一定値を保 っ て い た。こ の こ と

か ら，本研 究に お ける測定範囲に限 っ て 言 うと，柱

間帯 の 曲げモ
ー

メ ン トは，ほ ぼ
一
様分布 し て い る こ

と が推測 され る。一方，変動要因に よ る違 い として

は ，補強本数が 4 組よ り 8 組 と した試験体の方が，

ひ ずみ の 値は大き い 傾向にある 。
こ れは補強筋 量 の

増加 に よ りせ ん断耐 力 が増加 し，抵 抗曲げ モ
ーメ ン

トの 割合が 大き くな っ たため と思われ る。ス ラ ブ の

せ ん 断耐力は曲げ耐力 と密接な関係が ある こ とを

小柳等
4）
が指摘 して い る。本論で は検証の 対象 とは

して ない が ，ス ラブ筋量 の 違 い も含めた検証 は，今

後，必要で あ る と思 わ れ る。

3．4 ス タ ッ ド筋の ひずみ 性状

　 ス タ ソ ド筋 の ひ ずみ曲線を図一9 に示 す 。 初期ひ
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び割れ が 発生 し
， 放射状 の ひ び割れ が無数 に 進展 し

た Q＝130〜240kN 付近 で 1本 目の ス タ ッ ド筋 の ひ ず

みが急速に進展 し た 。 こ の 位 置は，柱面か らス ラブ

厚に対 して d〆2 離れ た危険断面 の 位置 に相当する。

その 後 ， 最大荷 重近傍 で ス タ ッ ド筋 1本 目の ひ ず み

を追 う形で 2 本 目の ひずみが著 しく進展 し た 。 ひず

み の降伏 は ，最大荷重を迎 える直前に 2本 目 の ス タ

ッ ド筋 が い ずれ も降伏す る傾向を示 し た 。 しか し
，

柱際 か ら一
番離れ た 3 本 昌の ひ ずみ は，他 と比 較 し

て 小 さい 傾 向 に あ る 。 これ ら の 性状 は ，変動 要 因 に

よる違い が 見 られ なか っ た。以上 の ひ ずみ性 状 か ら ，

せ ん断抵抗は ，柱際 の 危険断面 で 卓越 して い る こ と

は事実だが，そ の 後 ，周方向 に も広 が りを示 し，あ

る程度距離が離れ る とせん断抵抗は，減少す るもの

と推測 され る。
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実験値と押 し抜きせ ん 断耐力式の 比較

学 会 式　 YulTVUcl＝TuxVxd
A　c　l　式　　vけ2＝Vuc2十 Vut2

　 　 　 VbC2＝〔1〆2x τ 凵xUxd ｝

　 　 　 Vut2＝〔ΣA響x σ 剛 xd 、’s｝

己 こ で

rlf＝li3xf 〔σ）

ト 4 〔Cマd）
ae 　コ ン クリ

ー
ト 圧舘強度

c　柱幢

Σ 舶 　急陰 断 面 内 に ある

　 ス タ ツ ド筋 断 画 置

σ 町　ス タ ッ ド崎隠伏彊度

S　ス タ ツ ド購間隔

その憧配毎は，又賦，飃

4．計算値との 比較

4．1 各規準式 との 比較

　本研 究 で 得 られ た実験値 と押 し抜き せ ん 断耐力

計算値 との 比較を図
一10 よ り行 っ た。なお 比較に

用 い た計算式は，目本建築学会規準
4〕
（以 下，AIJ 式）

及 び ACI 規準式
5）
で ある。コ ン ク リー トに よ る負担

せ ん断耐力 の み で評価 した 1MJ 式 の 計算値は ， 実験

値に対 して か なり過小評価し て い る傾向に ある。但

し無補強 とした試験体 に対 し て も同 じ傾向 が あ る。

一方，鉄筋 の 効果 を 累加 した ACI 規準式（無補強 の

場合は AIJ 式 と同
一式）は，比較的精度良く評価 し

て い た。しか し同式 に つ い て もやや安全側 の 傾向が

強 い 。そ の 理 由 の 1つ として ，鉄筋の 負担せ ん 断耐

力を累加 させ る際に コ ン ク リー トの 負担 せん断耐

力 を低減 （1／2 倍 ） して い る こ とが 要因 として 挙 げ

られる。著者等が行っ た フ ラ ッ トプ レート構造を対

象 とした 1 方向 ス ラ ブに よる押 し抜 きせ ん断実験

によると，同低減率 を 0．76 と修正 す る こ とで 実験

値 と良く適合する こ とが検証 され た 。 本論 で もこ の

結果 を採用 し た と こ ろ，原 式 よ り そ の 適合性 は 向 上

し た。そ の
一

方 で ，同実験結果の検証 か らス ラ ブ内

で の コ ン ク リ
ー

トの せ ん 断抵抗は，ス ラ ブ支持点か

ら柱頭部に か け て ス ラ ブ内 に 形成 され るア
ー

チ 作

用に よる斜 め圧縮 ス トラ ッ トの 形成が推測 された。

そ こ で ，コ ン ク リ
ー トの せ ん 断抵抗機構に つ い て ，

図一5 に示 した柱間帯沿い に作用す る降伏線 に よ

っ て 得 られ る 1 方向 ス ラブに分割し，ア ーチ 作用 に

よ るせ ん 断抵抗モ デ ル を以下 の よ うに して 導い た
。

4．2 ア
ー

チ機構に よ る押 し抜きせ ん断モ デル

　 RC 柱 に 対 し て一端 を ピ ン 支持 された RC ス ラ ブ で

構成 され る 1 方向 フ ラ ッ トプ レ
ー

ト構造で は，支持

旺

Y

τ
8

ど
σ 題

　　　　　　　 x
オ

σ a τ
8

　　　　 ぐ
身

K茜σ 5

　 　　 0

ガ
コ

QGaθ

　　Is
Ls C／2

図一 11 　　ア
ーチ作用に よ るス トラ ッ ト

点 か らス タ ッ ドレ ール 補強筋内端部圧 縮域に 向 か

っ て 水 平方向 と角度 θc を持 っ 斜 め圧縮 ス トラ ッ ト

と，そ の 位置 か ら角度を変え，柱頭部内端圧縮域に

向か う角度 θ s を持つ 斜め 圧縮 ス トラ ッ トが 形成

され る。こ れ らの 圧 縮ス トラ ッ トは ，最終的に ス ラ

ブ端 部 か ら柱 ス ラ ブ接合 面内端 の 圧縮域問を結ぶ

形 となる。従 っ て ，こ の 圧縮域間を圧縮力が直線的

に 流れ る と仮定する と図一 11 に 示す よ うに ，角度

θ をもつ 斜 め圧縮 ス トラ ッ トに 置 き換え られ る。こ

の圧縮ス トラ ッ トに ， 圧縮応力度 （σ 。） とせん断

応力度 （τ
。
） に よる平面応力場 を考える と，こ れ

らの 応 力度は ，ス ラブ端部と柱 の 界面部に 生 じ る 垂

直応力度 とせ ん断応力度 に よる平面応 力度と次 の 3

っ の 釣 り合 い 式 が成 り立 っ 。

モ
　σ

寛

＝
σ a ℃ os2 θ

一2 τ a
・
sin θ℃ os θ

・
，

＝
σ

、

・
S血

2
θ＋ 2 ・ 。・・i・ θ … S θ 　

… （1）

・ バ ・ 。

・
・i・ θ・

… θ ＋ ・ a （・・ S2 θ一
・i・’

θ）

（1）式 に お い て ，σ y＝0，sin θ＝tan θ ／．〔 1＋tan2 θ ），

con θ＝1／f （1＋tan2θ）及 び τ xy
・Ku・Ds・Bs＝Qca の
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関係を用 い ると，柱
一

辺 に 作用す るせ ん 断力 Qcaは ，

次式 の よ うに 導 か れ る。

Qca冒τ xyxBs × Ku ・Ds × 寝m θ

　 ＝隻12× Bs× Ku・Ds　x σ a
・tan θ　　　・冂 （2）

こ こ で ，K、：中立軸に対する補正係数で ア
ー

チ作用

に お ける圧縮束 の せ い が 最大 とな る 1／2 とす る。

B
、

：アーチ作用 に お け る 有効幅，Ds ：ス ラ ブせ い ，

tan θ ：D、／L、＝1／λ。，σ 。： Vo σ B （v
。

； コ ン ク リー ト

の 有効圧縮強度係数， σ B
；コ ン ク リ

ー
ト圧縮強度）

　 こ こ で，ア
ー

チ作用 における有効幅 （B 。） は，

柱か ら d／2 離れ た位置に 形成 され る危 険断面 の ユ

辺 で 与 えると，正方形柱 に 対 して は， （C＋ d）が得

られる。なお アーチ 作用 に お ける本来の有効幅は ，

トラ ス 作用 と関連付 けて 考え る 必要があ る 。 しか し

ス タ ッ ド筋 の よ うに，ス ラブ内に局部的にせ ん 断補

強 された場合 の トラ ス 機構 は ， 通常 の 梁 とは 異な り，

ス タ ッ ド筋間 で 部分的 に しか 作用 し な い もの と考

え られ る 。 従 っ て ，実際 の ス ラ ブ幅 に 対す る トラス

作用の 作用幅は，小 さい と推測され る の で 本報で は ，

こ れ を無視 した 。

　こ こ で実際の ス ラブ で は，柱の 四周辺部で せ ん 断

抵抗が行 われ るの で ，ア
ー

チ作用に よっ て 負担され

る コ ン ク リ
ー

トの 押 し抜 きせ ん 断耐力 Vuc は ，（2）

式 を用 い る と次式 で 表 され る。

Vuc＝4 × Qca

　 ＝4× Bs × Ds × Vo σ B ／ （4 × λ s）　 …　 （3）

　なお実際 の ス ラブで は，対 角線方向 の せん断抵抗

及 び平面的な広 が りに よ る ス ラブ の
一

体性を考慮

す る と，1方向ス ラブで モ デ ル 化 した アーチ作用 に

おけ る圧縮ス トラ ッ トは，周 辺 か らの 拘束効果 に よ

り，付加的に ス トラ ッ トの 強度が 上昇する こ とが考

え られ る 。 従 っ て v 。 に は ， 圧 縮薄膜力 の 作用に よ

る解析
1〕・3）

で 用 い た コ ン ク リ
ー

トの 圧縮ブ ロ ッ ク係

数 ＝ O，85 が考えられる。しか し コ ン ク リー トの せ ん

断抵抗は ， 鉄筋量 の 増加 に よ り分担率が低下す るの

で
，

こ れ を考慮 し
，

ス タ ッ ド筋 を有 す る場合，

Geo

　 5eo

羣 、。。

；

響
3°°

膩

　200100
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図 一 12 　　 実験値 と計算値の比較

Vo ＝ 0．7一σ B／200 （但 し σ B
く 36N／ 

2
）

6）
を採 用 した。

　
一方，せ ん断補強筋（トラ ス 機構）に よる負担せ ん

断耐力（Vut）にっ い て は，　ACI 規準に よる第 2 項 を適

用 し，（3）式 との 累加 によ り全せ ん断抵抗 （Vu ；Vuc

＋Vu りを与える。以上，得られ た計算値 と実験値の

比較を図一 12 に 示す。こ れ よ り，実験値に対 して

非常に良く適合 した。従 っ て，アーチ作用 に よ る コ

ン ク リー トの せ ん 断抵抗が関与 し て い る こ とが明

らか とな っ た 。

5．ま とめ

　以上 よ り，ス タ ッ ド筋 を用 い た フ ラ ッ トス ラ ブ構

造の 押 し 抜 きせ ん断挙動に つ い て 調 べ た結果よ り，

以 下 の 知見が得られた。

（1）補強本数 を増やす こ とで ，押 し抜 きせん断耐力は

　 向上す る こ とが明 らか とな っ た 。

（2）破壊性状 並びに最大荷重は，補強本数 の み だ け

　 で なく配置方法に も影響を受け る こ とが明 らか

　 とな っ た
。

（3）コ ン ク リー トが負担す る せ ん 断抵抗機構 と し て ，

　 ア ーチ作用 に よ る モ デ ル 化が可能 とな っ た。
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