
Japan Concrete Institute 

NII-Electronic Library Service 

Japan 　 Conorete エnstrtute

コ ン ク リ
ー

ト工 学 年 次論 文 集，Vol．26．　 No ，2，2004

論文 　緊張 ア ラ ミ ド繊維 ベ ル トで 応急補強 した 損傷柱 の 弾塑性挙動

藤川　将吾
It ・山川　哲雄 ’ 2

要 旨 ： 極脆性柱 をせ ん 断破壊 させ た後，そ の 損傷柱 に 下 地材 と し て 鋼 板，また は ア ン グ

ル を用 い て ，ア ラミ ド繊維 ペ ル トに よる耐 震応急 補強 を施 し，損傷柱 の 耐震性能を 回復

で き る か ど うか を検 討 した 。そ れ と 同時 に 応急 補強前後の 残存 ・修復 軸耐力の 測定 も併

せ て 行 っ た 。 こ の 結果 を利用 して ，応急補強した 損傷柱試験体 の
一

定軸 力下の 正負繰 り

返 し水平加 力実験 結果 を照査 した 。 これ らの 検討 に よ り，ア ラ ミ ド繊維 ベ ル トによ る プ

レス トレ ス 導入 と ノ ン プレ ス トレ ス の 差異 も明確 に現れ，応急補強法 と し て 損傷控 に対

する プ レ ス トレス 導入 の有効性 を明 らか に した 。
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1．序

　地 震で 損傷 し た RC 柱 の 残存 ・修復軸耐 力を

明 らか に する こ とは ，応急補 強を 行 う h で 重 要

な 課題で ある 。本応急補 強は地震 被災直後 を想

定 した も の で あ り，重機 を必要 と しな い 乾式 工

法で ，速効性 を要 求 され る。した が っ て ，エ ポ

キ シ樹脂 を用 い たひ び割 れの 修復や ，ベ ル トへ

の 含浸な どは
一

切行 わな い。こ の よ うな 応急補

強を 恒久的な耐震補強 に変換す るた め に は，ひ

び割れ の 修復やベ ル トの プ レス トレス の 管理 や

ク リ
ープ対 策 ，さ らに は 耐久性 の 確保な どが 課

題 となる 。 または余震 が収 ま っ た後 ， 他の 恒久

的な 耐震 補強法 を選択す る こ とも考 え られ る 。

　著 者 ら の 実験 的研究で 損傷 RC 柱の 修復損傷

限界に 関 して は ，損傷後 も長期の 軸力 （軸力比

0．2） を支 え う る 損 傷 レ ベ ル まで は応急 補強が

ス トレ ス 導入の 有効性 を明 らかに す る こ と が本

研究 の 目的で ある 。

2．実験 計画

　本実験 で 用 い た鉄 筋，鋼 板．及び ア ラ ミ ド繊

維ベ ル ト （以 下ベ ル ト） の 力 学的特性 を Table

1に ， 補強 RC 柱試験体 の 一覧 をTable　2に示 す 。
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柱試 験体の 寸法は 250 × 250 　×　SOOmm で ある 。

せん断ス パ ン比が LO で ，主筋比 は pg＝ L36 ％，

帯筋比 は pw ＝0．08％ と 非常 に少な い 極脆性柱 と

な っ て いる 。 耐震補強 を施 さなければ既存 RC

柱 と して 本試験体 は，脆性 的なせ ん 断破壊 を容

易に起 こ す試験体 で あ る。

　応急補強に用 い たベ ル トは全て 幅 17mm の 基

準幅の ベ ル トを 2 本 平行 に巻き付 けて （17mm

× 2＝34mm 幅），ダブル幅 ベ ル トと して 利用 し

た。な お ，
ベ ル トは 17mm 幅 の ア ラ ミ ド繊 維

シ ー トの 端部 を 100m皿 ラ ッ プさせ エ ポキ シ樹

脂 を用 い て 接着 し，リン グ状 に試作 した 。 こ の

ベ ル トを重ね た状態で 柱 の 四 隅 に配置 した コ ー

ナ
ー

ピ
ー

ス を介 し て 柱の 外 側に 周 回 させ た。輪

にな っ たベ ル トの 両 端をカ プ ラ
ー

で 連結 し閉鎖

形に した上で ，ボル トとナ ッ トを用 い て 緊張 力

を導入 した （Fig．1参照）。そ の 時 の カ プラ
ーの

位置は 柱幅面で ある。試験 体 ERO3S −Aw65S と

ERO3S −Aw65SA に導入 した緊張ひ ずみ は，ベ ル

ト破断ひ ずみ の 約 2割 に相 当す る 3500p （応 力

度 に換算 して 413MPa で ，ダブル ベ ル ト 1本 当

た り 172kN ＞前後 で あ る。な お ，ベ ル トの プ レ

ス トレス を柱 4 面 と も均一に 導入 す る た め に
，

摩擦力を低減 させ る 目的で コ ーナーピース 側面

に 離 形 フ ィ ル ム を貼 付 し た 。なお ，試 験 体

ERO3S −Aw65SN は 緊張 力を導入 して い な い 。

ひずみゲージの貼付 は全て の ベ ル トの ゲージ貼

付位置 （柱せ い 面）の み に 局所的 に エ ポキシ樹

脂 を含浸 させ て か ら行 っ た 。
ベ ル トの 配置 間隔

は ど の 柱試験体 も 6Smm で あ る。

Bo

Coupl

r　pioce

丘ber　belt

Fig・1　De ¢賃猷 ofre 重ro 丘重

　試験体 ERO3S −Aw65S と ERO3S −Aw65SN は損

傷した 柱の 4 面に 240 × 470 × 3．2mm の 鋼 板を

あ て た 上 で ，コ ーナ ー ピース とカ プ ラ ーを介 し

て ベ ル トを巻 き付 けた。残 り の 試験 体 ERO3S −

Aw65SA は水 平力 と平行 面 に L −50 × 50 × 6 を

65mm 間隔で 配置 し ，水平 力 と直交 する 面に は

カ プラ
ー

の 取 り付け に伴い 240 × 470 × 3．2mm

の 鋼板 をあて た。これ らの 上に コ
ー

ナ
ーピー

ス

と カ プラ
ー

を介 して ベ ル トを巻 き付 けた 。 鋼 板

に 代わ っ て L −50 × 50 × 6 の ア ングル を利用 し

た 理 由は ，鋼板 よ り面外 曲げ剛性が大 きく．鋼

板 と は 異な り，離 散的な利 用 も可 能で あ る と考

えたか らで ある 。 い ず れに して も鋼 板や ア ン グ

ル を用 い た理 由 は ，コ
ー

ナ
ー

ピース が 座屈防止

の 役割 を担 っ て い る 隅 筋 を除 い て ，中間主 筋 の

座屈防止 を は か り，応 急補 強柱試験体の 強度 と

靭性 を確保す るた め で あ る 。

　 応急補強前 の 損 傷直後の 残存軸耐 力，応急補

強直後 の修復軸耐 力，そ して 正 負繰 り返 し水平

加 力実験終 了後 の 残存 軸耐力の 確認 と都合 3回

の鉛直載荷実験 と，応 急補強 を は さみそ の 前後

に 2回 の 正 負繰 り返 し水平加力実験 を行 っ た こ

と にな る。

3． 実験結果 と考察

　応急補強前の 各試験体の せ ん断ひび割れ 状況 を

Fig．　2 に示 す 。 試験体 のせ ん 断力 V と部材角 R

の 履歴 曲線 ，及 び柱の 平均伸縮ひ ずみ εv と部

材角 R の 関係 を Fig．3 に 示す 。な お ，
　 V −R 曲線

中の 点 線は横拘束効果 を無視 し，P一δ効果 を考

慮 した損傷の な い健全な多段 配筋柱の 曲げ強度

略算値 で あ る 。試験体 ERO3S −Aw65S は正 負側

ERO3S −Aw65SEKO3S −Aw65SNERO3S −Aw65SA

丶 膩

　 　 r

彡

　、

＼
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で 部材角 が R− 0．25％ の と き に ，　O．5 か ら O．8mm

前後の せ ん 断ひ び割れ が 発 生 し ， 水平 耐力が低

下 した 。そ の後 R＝05 ％ で 正 負 3 回繰 り返 し， 水

平 力を零 に戻 した と こ ろ，残留部材角及び残留

軸ひ ずみ は ほ ぼ 0％ で ，最 大ひ び割 れ幅 は 約 0．8

か ら 1．Omm で あ っ た （Fig．2 参照）。そ の 後 ，こ

の 損煽 し た 試験体 の 残存軸 耐 力 を測 定 す る た め

に水平力零の まま軸 力の み をか けた。圧縮破壊

する ま で 軸 力を 載荷す れ ば，残存 軸耐力を正 確

に確 認で き るが ，そ うす れ ば応急 補強が で きな

くなる 恐れがある の で 軸力比 0，5 弱で 止 め ，軸

力比 0，2 に戻 し た。こ の とき の 残留部材角 はほ

ぼ 0％ で ，残留軸ひ ずみ は 一〇．1％ で あ っ た 。 こ

の まま軸力比 0．2の 状態で 柱表面 に 4 面 と も鋼

板 （240 × 470 × 3．2mm ）を あて ，
ベ ル トに緊

張力を導入 し （3500p ），応急補強 を施 した 。 そ

の 後 再び修復軸耐 力を計測す るた め に ， 軸 力 の

み を載荷 し た 。こ の とき応急 補強 した 試験体

は ，RC 柱 と して シ リ ン ダー強度 σ
B
ま で 回 復 し

た。 こ の こ と を確認 後 に 軸力比 を 0．2 まで戻 し

た 。 こ の ときの 残留 部材角は ほぼ 0％ で ， 残留

軸ひ ずみ は ・0，4％ で あ っ た 。 そ の 後 ，軸力比 を

0．2 に保持 した ま ま ，R ＝05 ％ か ら 0．5％ の 増分

で 3サ イ ク ル ず つ の 正 負繰 り返 し水 平 加力実 験

を行 っ た 。そ の 結果 ，水平 耐力の 低下 もな く非

常 に安定 した挙動 を示 した 。 柱の 平均伸縮 ひず

み εv も 部材角 の 増大 と と もに 引張 側 に立 ち上

が っ た形状 を示 して お り，せ ん 断破壊 時 に 比較

して εv も回復 して い る 。正 負繰 り返 し水平 加

力 実験終 了後 に ，み た び残存 軸耐 力 を計測 し

た 。 圧縮強度 は RC 柱 と し て シ リ ンダー強度σ
B

以上 で ある が （Fig．4参照 ）， 応急補強後 の 水平

加 力実験前 に比 べ 初期勾配は緩 やか にな っ て い

る 。 こ れ は正 負繰 り返 し水平 加 力実験 に よ っ

て ，多数の 荷重 履歴 を受 け たた め t 損傷 がさ ら

に拡大した か らと思わ れ る 。

　試験体 ERO3S ・Aw65SN はせ ん断 ひ び割 れ後

の 応急補強 に，鋼板 を柱 に 4 面 と もあ て た も の

ERO3SAw65S
3020100

oooooo−

う白
3

，　
一
　

，

一

23

曹
一4　 　 −2　　 0　 　 2　 　 4

ERO3S ．Avv65SN ERO3SrAw65SA

Notes：
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ERO3S 齟Aw65SA

）

．8

．64

．2

Notcs： Bo丘｝【e 【etrofit，　　　　　　A 丘er 爬 口 o飯電．　　　　　　F血al　compressio 皿 test．
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の ，ベ ル トに緊張力を導入せ ず ，プ レス トレス

の 有無が応急補強後の 耐震性能に・与え る影響 を

検討 した もの で あ る。R ＝ O．27％ で初期せ ん断 ひ

び割れが生 じ，R＝0．5％ で 正 負 3 回繰 り返す う

ち に せ ん 断ひ び 割 れ 幅が 水 平力 と平行 な両 面

に ，とも に 0．95mm に拡大 した （Fig。2 参照）。

なお ，軸力 比 は 0．2 で あ る 。水 平力 を零 に も ど

した と きの 残 留水 平変位 は R ＝−O．14％ で あ っ

た 。そ の とき の残 存軸 耐力 は損 傷が 小 さ い の

で ．RC 柱 と して シ リン ダー強 度σ
B
の 約 50％ 程

度で ある 。 そ の 後，軸 力比 を O．2 に 維持 した ま

ま鋼 板を 4 面 に あ て ， そ の 上か ら ベ ル トで 応急

補強 を行 い ，修復 軸耐力の 確 認を 行 っ た 。
ベ ル

トに 緊張 力 を導入 して い な い の で ，軸耐 力 は

RC 柱 と して O ．86B ま で しか 回復で き なか っ た 。

こ の 場合 は Fig．4 に示す よ うに ，軸耐力 の 降伏

棚 を 確認 す る こ とが で きた の で ，応 急 補強後

（緊張 力な し） の 修 復軸耐力 を確定す る こ と が

可 能で あ る。 この状態 で
一

定 軸 力 比 O．2 の正 負

繰 り返 し水 平加力実験 を行 っ た が ，Fig．3 に 示

す よ う に ベ ル トに 緊張 力 を導入 し な か っ た の

で ，靭性は確保で き た が ，水 平耐 力 が緊張 力を

導入 した試験体 ERO3S −Aw65S に 比較 して 小さ

くな っ て い る 。一
方 ，Fig．4 よ り残 留ひずみ は

試験体 ERO3S −Aw65S に比較 して 大 きい 。これ

らの 実験結果は，両 者の 試験体 間 にプ レス トレ

ス に よる能動的拘束圧の 差異が影 響を 及ぼ して

い る こ と を示 して い る 。した が っ て ，ベ ル トに

緊張力 を導入す る こ とが 力学的 に有利で あ る。

　試験体 ERO3S −Aw65SA は最初に
・『・一定軸力 比

0．2 の 鉛直荷重 下で加 力実験 を開始 し ，部材角

0．35％ で 大 きな音が して ，初期せ ん断 ひ び割れ

が 生 じた 。 R＝O．5％ で 水平 力 に平行な柱両 面 に

せ ん 断 ひび割れ 幅 0．7mm が 生 じ，05 ％ の 部材

角を 2園，3回 と正 負繰 り返す うち にせ ん断ひ び

割れ幅 が約 L2mm 前後に 拡大 した 。 さ らに ，部

材角 i％ で 1 回正 負 に繰 り返 す と R ＝o．7 ％ 近

傍で せ ん 断破壊 が進行 し ，R＝−1％ で 2．3 か ら

25m 皿 の せ ん断 ひび 割れ が 生 じ，水 平力 を零 に

も どし て も約一〇．5％ の 残留 部杉 角が残 っ た 。そ

の 状態 で 残存軸耐力の 検証 を行 うた め に，鉛直

荷重 を増加 させ た 。RC 柱 と して 軸力比約 0．3 の

レベ ル を確 認後 に軸力比 を 0．2 に も ど し ，水 平

力 と平行な面 に は L −50 × 50 × 6 の ア ングル を

65mm 間 隔 で 配置 し 、水平力 と直交す る面 に は

鋼板 （240 × 470 × 3．2mm ） を あ て ，こ れ ら の

上か ら65mm 間 隔 で ベ ル トを配置 して 3500p 相

当の 緊張 力を導入 した 。 緊張 力の 導入 に よ っ て

軸ひ ずみ が Fig．4 に 示 すよ う に 著干 も ど っ た 。

そ の 後 ，鉛直荷重 を増 加 させ ，応 急補強 後の 柱

の 軸耐 力を確認す る と，Fig．4 に 示す よ うに RC

柱 と し て コ ン ク リ
ー

トシ リ ン ダー
強度 σ

B
をほ

ぼ確 保 して い る。そ れ を確認後 に 軸力比 を 0．4

に も どし，
一定軸 力比 O．4 の もとで 正 負繰 り返

し水 平加 力実験 を行 っ た 。 軸力が 長期軸力比相

当の 0．2 の 2 倍と高 い の で ，履歴 曲線 は水平耐

鼕
（depth　side）

（dep山 side ）

ERO3S −Aw65S
864

マ

α

0，

α

2ロ00

Steel　plate　E（％）
0．

0．

0．

毛 1
　 　 4 　　−2　 0　 　2　 　 4

ERO3S −Aw65SN

Stee且plateε（％）

（％ ）

4 　 　−2　 0　 　2　 　 4

ERC3S −Aw6SSA

Steel　angle ε（％）

4 　 −2　 0　 　2　 　4

Fig・5Strain　of 　aramid 　fiber　bel馬　steel 　p且ate 　and 　steet 　angle 　by　cyclic 　loading　tests　u 皿der　constant 　axial 　force
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力 が や や 大 き く，か つ エ ネル ギー吸収 の 高 い 紡

錘形 の ル
ープを描い て い る （Fig．3参 照）。た だ

し，初期状 態で 残留変 形 が生 じたまま ，軸 力比

の 高 い 正 負 繰 り返 し水平 加 力実験 を行 っ たの

で ，水平耐力に 正 側と負側 で若干 の 差 異が 生 じ

て い る 。さ ら に 軸 力が 高い の で 残留圧 縮 ひ ず み

が大き い （Fig．4 参照 ）。

　Fig．　s の 上段 に ， 代 表的 なベ ル トの ひ ず み

（縦 軸）と部材角 （横軸 ）の 関係 を，下段 に鋼板

及び，ア ン グル の ひ ずみ （縦軸）と部材角 （横

軸）の 関係を 示 す。な お ．こ れ ら の ひ ずみ は い

ずれ も ベ ル トの 巻か れ た周方向 の 成分 で ある。

試験体 ERO3S −Aw65S と ERO3S −Aw65SN は 損傷

レベ ル が ほ ぼ等 し い の で ，プレス トレ ス の 有無

がベ ル トと鋼板 に与 え る影 響が 明確 に わ か る。

試験体 ERO3S −Aw65S の ベ ル トの ひ ず み は 初期

プレ ス トレス レ ベ ル （3500p ） の ま ま ほ ぼ 一
定

で ，鋼板 も降伏 は し て い な い が ，試験 体 ERO3S −

Aw65SN の ベ ル トひ ずみ は 部材角の 増 大 と と も

に ひ ずみ レ ベ ル が 増大 して い き，部材角 5％ 時

に は 3500p に まで達 して い る。さ らに 鋼板も主

筋 の 座屈で は らみ 出 した コ ン ク リー トの 影響 に

よ り ， 材軸 方向 と 直交方 向 に 引張 降 伏 し て い

る。この こ とか らベ ル トに プレス トレス を導入

す る こ と は ，ベ ル トと鋼板に非常に有効で あ る

こ とが わ か る 。

一
方，ア ン グル を用 い た 試験体

ERO3S −Aw65SA の ベ ル トひ ずみ は，初期プレ ス

トレ ス レ ベ ル （3500p ） か ら部材角 5％ 時 に は

5000 μに達 して い る 。こ れ は軸 力が高 い ため

と，Fig．5 か らわ か るよ うにア ン グル の 曲 げ剛

性が 高 い の で，ベ ル トが有効に機 能 して い るた

め で あ る と思わ れ る 。

恥 k6 　Me   d　m 洫 u 皿 x 　iat　fOrDe　Of　RC 　cotUmns 　N  

Befbr¢ 紀 侮ofitA 食¢ rret 【ofit

£ RO3S −Aw65S 786

（0．44）

1789

（1．00）

ERO3S −Aw65SN 876

（0．49）

1389

（0．78）

ERO3S −Aw65SA 535

（0．30）

1749

（0．98）
The 　v8 置ue 　in　bracket　shows 　axia 置s¢ress 　toσ 　ra 輔o ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B

4．軸耐力 と実験値の 検討

　Table　3 に Fig．4 か ら得 られ た 実験 上 の 最大

値 を示 す。この 最大値 は RC 柱 と して の 最大軸

耐 力で ある 。 ただ し，試験 体に よ っ て は降伏棚

を実験 的に正確 に確認 し て い な い の で ，各中心

圧 縮実験で求めた 最大軸耐力 は控え め な 値で あ

る 可能性が ある 。 よ っ て ，コ ン ク リ
ー トの み が

受 け持つ 軸耐力を算出する た め に，主 筋の 受 け

持 つ 軸 力を差 し引 く必要がある 。こ こ で ，，｝三筋

ひず み が柱 の 平均軸ひ ずみ に等 しい と仮定 （平

面 保持仮定） した 。た だ し ，平均軸ひ ずみ が 主

筋 の 降伏ひず み を超え た 場合 は降伏強度 を用 い

た 。こ の 仮定の 妥 当性は Fig．6 に示す軸耐力測

定 時の 代表的な主筋ひ ずみ と，柱の 平均軸ひ ず

み の 関係か らわ か る 。 そ し て 主 筋が 負担す る軸

力を計算で求 めた 。 こ の 主筋が負担す る軸力 を

RC 柱 （主筋 ＋ コ ン ク リー ト）と して の 最大軸耐

力か ら差 し引い た 。こ の 主筋の 持分 を差 し引い

た値 を Table　4 に 示 す 。
　Table　4 に 示 した値 を用

い た曲げ強度 略算 式 と，AIJ靱性 設 計指針式 2｝に

よ るせ ん 断強度式，及び水 平加力実験 で 得 られ

たス ケ ル トンカープの 比 較 を Fig．　7 に 示 す。試

験体 ERO3S −Aw65S とERO3S −Aw65SN の ス ケル

トンカ
ーブは損傷 レベ ル が 小 さ い た め部材角が

ほ ぼ 0％ か らス タ
ー

トして い るが ，試験

体 ERO3S −Aw65SA

は損傷 レ ベ ル が 大き

い ため ，部材角 は マ

イ ナス か らス ター ト

して い る e

Rebarε（％）
O ．3

02

　 　

．o．l　
　 　

　　
　

00
　 0 ．且 02 　．03

恥 6R 伽 r 血 血 εva 　average

朋 回 舳 8v　of　RC 　col阻mn

Thl）le　4　Mee 罰凵冖ed　malinlum 　a】［ial　fOrve瑚亘d　stTess　fbr　comutte

Bcfbre　rct【ofitA 飜eπ etτofit

（kN ） （MPa ） 樹 （MPa ）

ERO3S 卩Aw65S
　　664
（0．38）

10．81472
（0．84）

23．9

ERO3S −Aw65SN
　 683

（0．39）
ll．11072

（0．61）
17．4

ERO3S ・Aw65SA
　　369

（0．21）
6，0

且432

（0．82）
23．4

τhe ▼血 血 bracke帥 ・ WS 耐 a1　S1re 飢 ・ σ
B　
r 醐 ・ ・
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Fi昏 7Compariso 皿 of 　me 題3叫 rεd　ske ）e重oo 　curves 　and 　calc 闘且ated 　s重rength

　軸 耐 力 の 測 定 に よ り， 試験 体 ERO3S −

Aw65SN は完 全に 応急補強後の 降伏棚が出て い

る （Fig．4 参照 ）。 Fig．7 にお い て 曲げ強度略算

値 は 軸耐力測定で 得 られ た ノ ンプ レス トレス の

ベ ル トの 最大能力値 を用 い ，P一δ効果 の 影響 に

よ り右 下が りの 線 とな っ て い る。・．・
方，水 平加

力実験値 で は，部材角が小 さい ときはあ まりベ

ル トの効果は な い が 部材角の 増大 と ともに ベ ル

トの 拘束効果が現れ ，耐 力が 上昇 して い る 。そ

し て 最終 的に部材角 5％ の とき に 曲げ強度略算

値 と水 平加 力 実験 値 が 合 っ て い る 。試 験体

ERO3S −Aw65S と ERO3S −Aw65SA は Fig．4 に お

い て応急補強後の 降伏棚が まだ見 えて い な い た

め ，修復軸耐 力か ら求め た 曲 げ強度略算値 は水

平 加 力 時 の 最大耐 力と比 較 し て ，多少低め の 値

を と っ て い る 。 も し軸耐 力測定時 に こ の まま鉛

直荷重 をか け続 け て ，降伏棚 を確認す る こ とが

で きたな らば ，ス ケル トン カープと 曲げ強度略

算式は ほ ぼ一
致 した の で は ない か と思わ れる 。

　軸耐力の 測定 は 上記 の こ とを考慮す る と，柱

試験体の 水平加力時の 最大耐 力をほ ぼ予 測で き

た 。ま た Fig．7か ら応急補強時 の プ レス トレ ス

導入 は非常 に効 果的で ある こ とがわ か る 。た だ

し，応急補強時 の プ レス トレス に よ る ア クテ ィ

ブ効果 は ， 損傷 した RC 柱 の ひ び割れ を閉じ さ

せ る 効果が あるた め ，ア ク テ ィ ブ効果 は損傷 レ

ベ ル に よ っ て 差が生 じる と思わ れ る。

5．結論

1） せん断破壊 ，また はせ ん 断 ひび割れ が生 じ

た 極脆性柱 は長期軸力 比 0．2 を維持 で き る状 態

で あ れ ば ，
こ れ に鋼板や ア ン グル を ド地材 に ア

ラミ ド繊維 ベ ル トで 応急補 強 し，かつ 緊張力 を

導入 すれ ば RC 柱 と して シ リ ンダー強度 を確 保

で きそ うで ある 。 しか し
， 緊張 力を 導入 しな い

と RC 柱 と し て 軸力比 O．8 程 度に と どま る 。

2）せ ん断破壊，またはせ ん断ひ び割 れが生 じた

極脆性柱をア ラ ミ ド繊維 ベ ル トで 応急補強す る

こ と は有効 で あ り，緊張 力 を導入 す れ ばな お効

果的で ある こ とが ，
．一・
定軸 力下の 正 負繰 り返 し

水平 加 力実 験で 明 らか にな っ た 。

3）残存 ・修復軸耐力 の 測定 に よ り柱試験体の

水 平加 力時の最 大耐力 をほ ぼ予測 で き る ことが

わ か っ た 。 今 後 は損傷 レ ベ ル をパ ラ メ
ーター

に ，ア ラ ミ ド繊維 ベ ル トの プレ ス トレ ス に よ る

ア ク テ ィ ブ効果の 検 証が必要で ある 。
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