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要旨 ： 著者 らは，梁全長にわた り鉄筋腐食 を生 じた RC 梁部材 の 曲げ耐 力は ， 定着 フ ッ クと

せ ん断補強筋が設 けられて い な い場合 ， 鉄筋が健 全な場 合に比 べ て 大幅に低下する事 を明ら

かに した
；）。そ の 主た る要因 は ，鉄筋の 腐食に伴 う断 面欠損 ， 付着劣化 に加 えて腐食ひ び 割

れ性状で あ っ た 。 本研 究 で は ，
上 述 の RC 梁 部材 に せ ん 断補強筋 を配筋 し，鉄筋腐食 を生 じ

た RC 梁部材 の 残存 曲げ耐 力に及 ぼすせ ん 断補強筋 の 影響に 関す る評価を行 っ た 。 そ の 結果 ，

せ ん 断補強筋は RC 梁部材の 鉄筋腐 食に伴 う曲げ耐力 の 低下を抑制す るとともに，変形性能

も向上 させ る こ とが明 らか とな っ た 。

キーワ ー ド ：鉄 筋腐食 ， 残存 曲げ耐力 ，せ ん 断補強筋

1．は じ め に

　現在， コ ン ク リ
ー

ト構造物性能照査体 系 へ の

移行 によ り，各種劣化性状 と材料或い は構造性

能 の 関係 に 関する研 究が盛ん に行われ て い る。

特に ，鉄筋腐食に よる コ ン ク リ
ー

ト部材 の 構造

性能変化に 関す る研究はそ の 典型で あ り ，
こ れ

ま で に も数多く の 研究が報告 され て い る 。 しか

しなが ら，現時点 に お ける劣化状況に 基づ きそ

の 構造性能を定量 的に評価す る手法 は確 立 され

て お らず，そ の 手 法の確立 は昨 今の 時代情勢か

らも火 急の 課題で ある 。

　特 に
， 残 存耐力の 推定は 現時点 で の 構造 性 能

を評 価す る他 に ， 補修 ・補強時にお い て は LCC

を含 めた適 用 工 法 の 選 定か ら事後 の 機能回復評

価，構造物の 将来 に渡 る経年劣化予測 にお い て

も重要な位置付けに ある 。

　著者 らは ， 梁全長 にわ た り鉄 筋腐食 を生 じ た

RC 梁部材 の 残存 曲げ耐力 性状 の 定性 的か つ 定

量 的評 価を 目的 と して ， 実験 的手法 に よ り曲げ

耐力に 及ぼ す鉄筋腐食率，腐食ひ び割 れ発 生領

域や 幅な どの 腐食ひ び割れ 性状，鉄筋 の抜 け出

し挙動 ， 鉄筋腐食 の 不均
一

性 の 影響に 関す る評

価を行 っ た
1）

a

　 こ の 実験 は，ア ル カ リ骨材反 応に よ る コ ン ク

リー トの膨 張に よ っ て RC 構造 中の フ ッ クやせ

ん 断補強筋等 の 曲げ加 工 部 にお い て ， 鋼材 の 破

断 する事例が複数報告 されて い る こ とが背景 に

あ る 。 した が っ て
， 最 も過酷な状況 を想定 し，

定着 フ ッ ク な らび にせ ん 断補 強筋を有 し な い

RC 梁部材に対 して，鉄筋腐食が RC 部材 の 残存

耐 力 に及 ぼす影響評価 を行 っ た わ けで あ る 。

　そ の 結果，梁全長にわた り鉄筋腐食 を生 じた

RC 部材 の 耐力 は主鉄 筋 の 平均腐食率が約 IO％

で ， 鉄筋が健全な部材 耐力 の 約 55％ ，平均腐食

率が 20％ の 場合 にお い て は約 35％ と大幅に耐 力

が 低下 し た。ま た，梁の 破壊形 態は鉄筋 の 抜 出

しによる付着割裂破壊で あり，破壊挙動は 脆性

的 で あ っ た 。

　そ の 主た る 要因は ， 鉄 筋腐食 に伴 う断 面減少 ，

鉄筋 と コ ン ク リ
ー

トの 付 着性状 の劣化 に加 え て ，

腐食ひ び割れ性状が大 きな影響 を及 ぼす こ とが

明 らか とな っ た。こ の 残存耐力 を大幅に低下 さ

せ る腐食ひ び割 れ性 状は ， そ の 発 生領域が支点

近 傍で鉄筋か らコ ン ク リー ト表面 近傍ま で ひ び
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割れが進展 し て い る場合で あ っ た 。

　上述 した よ うに ， 既往 の 研 究
1）
は ， 最悪 の 状

況を想定 し，定着フ ッ ク に 加 え て ，せ ん 断補強

筋 を有 し な い RC 梁 部材 を対 象 と して 行 っ た も

の で あ る。しか しなが ら ，

一般 に構造物 に は各

種補強筋が配筋 され て お り，こ の 種 の RC 構造

物に対 し て も鉄筋腐食が RC 梁部材の 残存耐力

に及 ぼす影響評価を行 うこ とは重 要 で あ る。

　そ こ で 本研究で は，鉄筋腐食 を生 じ た RC 梁

部材 の 残 存曲げ耐力性 状 に 及 ぼす せ ん 断 補強 筋

の 影 響を評価 す る こ とを 目的と して ， せ ん断補

強筋 を有する RC 梁部材 の 残存耐力，破壊性状，

お よ び ひ ずみ 分布性状を評価する とと もに せ ん

断補強筋を有 しな い RC 梁部材 との 比較検討を

実施 した。

　 幽
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一1 試験体概要

表一1　 コ ン ク リー トの配合
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2．実験概 要

2．1 試験体

　試験体の 形 状 と寸法お よび 配筋を図
一1 に 示

す 。 試験 体 は既往 の 研 究
1）
と同様 ， 240× 200×

2100mm ，鉄筋は D16 異形鉄筋 （SD295A ）を弓1

張側 の み に 60   間隔 で 3 本配置 した 。さ らに ，

本実験に お い て は ，図
一1 に 示す よ うに ，せ ん

断襴 鐫 （D6，　 SD295A）を 80   間隔で 配筋

した。

　試 験体 は 28 日間 湿布養生 後 ， 電食試験を行

い ，材齢 36 日の 時点で 曲げ載荷試 験を実施 し た 。

コ ン ク リー トの 配合 を表 一1 に 示 す 。 設計基 準

強度 は 30N ！mm2 で あ り，練混ぜ 水には 5％ NaCl

溶液 を使 用 した 。 また，表
一2 に鉄筋 の 物性値

を示す。

　載荷試験 は ， 図
一1 に示 す よ うに載荷点間隔

350  ，支点問距駒 800  と した静的 二 紬

げ載荷試験で あ り，載荷速度は 0．5 （m 皿 1血 n）

で ある。

2．　2 電食試験方法

　腐食試験方法には，電食試験を採用 し た。そ

の 具体的な方法 で あるが ，5％ NaCl 水溶液を満

た した水槽内に試験体を浸漬 し，鉄筋を陽極側，

銅板 を陰極側 に接続 した後 ， 直流定電流 20A を

W ；水、C ： 普通セ メ ン トI
　 S ：細骨 材 G ；粗骨材，　 SP ： AE 減水剤

　　　　　表 一2　鉄筋の 物性値

難 引張強度 ＿灘 懸熬．，．
鉄 筋 の 租類

（N 〆mm2

　　，
　 　 　 2
禍／mm （N／mm2

D16 37B 523 20XlO5

D6 438 557 20 × 105

表一3 　実験パ ラ メ ータ

シリ
ー
ズ 試 験体 名 せん断 繍彊 筋 目標 庸食箪

、ヨ 之鰕 ：士強度、　　　　　2

o−o o瓢 oお
SO ，1SO 一重0 無 Io傷 31心

o−20 20覧 55
卜0 0覧 270

s1 −5 5覧 296
S1S

レ ，0
脊

K嵐 26．5
S レ 20 20覧 272

通 電 した 。

2．3 実験パ ラメータ

　実験パ ラ メータは ，表
一3 に 示 す よ うに 引張

鉄 筋 の 腐 食率で あ り，目標 と した腐食率 は，0％

（健全 ），5％ ，10％ お よび 20％ の 4 水準で ある。

試験体名称 の S はせ ん 断補強筋の 有無 を表 して

お り 0 は無 し，1 は有 りで ある。また ， 後 の 数

字 は 目標腐 食率 を表 して い る 。 なお ， SO シ リ
ー

ズ の 実験結 果 につ い て は著者 らは既 に報 告 して

い る
1）。

2．4 測定項 目

　測定項 目は ， 荷重 ， たわみ量 ， 鉄筋の 軸方向

ひ ずみ ，コ ン ク リ
ー ト圧縮縁に お ける軸ひ ずみ ，

ひ び割 れ 開 口 幅お よび ひ び 割れ 進展 状況 で あ る。

たわみ 量 の 測定は，変位 計 （1／1GO  ）を図 一1

に 示す荷重載荷点お よび ス パ ン 中央部の 3 箇所

に設 置 して実施 した。また，鉄筋の 軸方向ひず

み の 測定 は ，中央の 鉄筋の み と した。鉄筋ひ ず

み の 具体的な測定方法は文献 1）を参照 され た い。

なお ，ひ ずみ ゲージ の 貼付け間隔は ，3D （48  ）

間隔 の 計 45 箇所 とした。
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3，電食試験結果

3．1 鉄筋の腐食状況

　腐食率 の 計測 は 3 本 の 引張主鉄筋お よ び せ ん

断補強筋に対 して 実施 した。主鉄筋に 関し て は，

50  間 隔で切 断 し，計 40 箇所 計測 し た。なお ，

3 本 の 鉄 筋 をそれ ぞれ L 鉄 筋 （側 面），M 鉄筋 （中

央）， R 鉄筋 （側面） と称す る こ と とす る （図

一1参 照）。ま た ，
せ ん 断補強筋に関 し て は，1

本毎 に 腐食率を算出 し た 。腐食率 の 具体的な算

出方法 は 文献 1）を参照 され た い 。

　図一2 （a ） 〜 （c ）に Sl シ リ
ーズ 試験体の 腐

食率分布 を示 す。また ，表 一4 に両シ リーズ試

験体の 各鉄筋の 平均腐食率 を示す 。

　まず，主鉄筋 に関 し て は 図一2 （a）に示す 目

標腐食率 が 5％ で あ る試 験体 S1・5 は ，
い ずれ の

鉄筋 に お い て も ほ ぼ均
一

に腐食 し て い る こ と が

分か る 。 また，各鉄 筋 の 平均 腐食率は L 鉄 筋が

3．7％，M 鉄筋が 3．5％，　 R 鉄 筋 が 4．0％ で あ り，

い ずれ の 鉄筋 も目標値 5．0％ とほぼ同様 の 値 を

示 して い る 。

　同図 （b） に 示 す 目 標腐食 率が 10％ で あ る試

験体 Sl−10 に関 して は，　 300mm 〜600  の 領域

で は M ， R 鉄 筋 ， 900 
〜1200   の 領域に お

い て は L ， M 鉄筋 の 腐食率 が著 しく大き い 。

　同 図 （C）に示 した 昌標腐食率 が 20％ で あ る

試験体 Sl−20 に 関 し て も 1200  〜1800  の 領

城にお い て L 鉄筋の 腐食率が非常に大 きくな っ

て い る 。 こ の 主た る要 因 は，腐食ひ び割れ に よ

るもの で あ り，著 しく鉄筋 の腐食率が大 きい 領

域で は，腐食ひ び割れ 幅も大きか っ た。こ の ひ

び割れ を通 じて 内部ま で 塩水 が浸漬 し ， 他 の 領

域に 比 べ て 鉄筋の 腐食率が大 き くな っ た もの と

考 え られ る 。 ま た
， 試験体 Sl−10 の L 鉄筋 と M

鉄筋，試験体 Sl−20 の L 鉄筋は ，載荷に伴 い 破

断 した 。 そ の位置 は試験体 S1−10 に関 して は，　L

鉄筋 ，M 鉄筋 ともに 900mm 〜1200  の 領域内，

試験体 Sl−20 に関 して は 1250  〜1750  の 領

域内で あ っ た 。し た が っ て ， こ の 領域 にお け る

鉄筋 の 腐食率にはそ の 影響 も含まれて い る。な

お，表 一4 に示 した平均腐食率 お よび総平均腐
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囲一2　腐食率分布 （Slシ リーズ）

　　　 表
一4　腐食率

一
覧

食率 に関 して は ， 鉄 筋破断 を生 じた 領域近 傍を

除外 した値で ある。

　次 に ，せ ん断補強筋の腐食率 で あ るが ，
い ず

れ の 試験体にお い て も主 筋に 比 べ て 全体的に 高

い 腐食率を示 して い る こ とが 分か る。こ れ は，

せ ん断 補強筋の 鉄筋径が 主鉄筋に比 べ て小 さい

こ とに加えて ，か ぶ り厚が小 さい こ とに よる。

一729一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Concrete Institute 

NII-Electronic Library Service 

Japan 　 Conorete エnstitute

4．曲げ載荷試験結果

4、1 破壊 性状

　図一3に Sl シ リーズ各試験体の 荷重 とス パ ン

中央にお け るたわみ の 関係 を示 す。ま た ， 図
一4

は SO シ リ
ーズ 試 験体の 荷重 た わみ 関係 で あ る 。

　まず，健全鉄筋を有す る試験体の ピーク荷重

は ， 試験体 SOO は 95．OkN ， 試験体 SIO は 91，7kN

で あ り，せ ん 断補強筋の 有無に よらず，ピーク

荷重は ほ ぼ同 じ値を示 し た 。

　次 に ， SO シ リ
ーズ に お け る 鉄 筋腐食 を生 じた

試 験体 に お い て は 試験体 SO−10 で は 53．lkN，試

験体 SO−20 にお い て は 34．3kN と鉄筋が健全な試

験体に比 べ て大幅に耐力が 低下 した。ま た ，い

ずれ の 腐食試 験 体 も脆性 的 な破壊 挙 動 を示 し た。

　一方，Sl シ リーズ に関 して は ，腐食試験体 の

耐力 は SO シ リ
ーズ と同様 ， 鉄 筋が健 全な試験

体に 比 べ て 低下 し て い る。ま た，荷重 が 50kN

の 時点 ま で に 発 生 し た 曲げひ び 割れの 本数は ，

試験体 Sl−0 は 13 本，試験体 Sl・5 は 15 本，試

験体 Sl・10 は 6 本 ，試験 体 S1−20 は 7 本で あ り ，

腐 食率 が 亘0％ を超 え る と ，ひ び 割れ 分散性 能 が

著 しく低下 した。 これは，鉄筋腐食に伴 い 付着

劣化 を生 じた ためで ある。こ の傾 向は SO シ リ

ーズ にお い て も同様 であ る。しか しなが ら，S1

シ リ
ーズ 腐食試験体 の 耐力 は試験 体 Sl−10 で は

57，9kN ， 試験 体 Sl・20 で は 56．7kN と鉄 筋腐食 に

伴 う耐 力 の 低 下量は SO シ リ
ーズ に比 べ て 小 さ

い 。また，い ずれ の 腐食試 験体 も SO シ リーズ

とは異な り延 性的な破壊挙動を示 した。こ の こ

とは SO シ リ
ーズ腐食試験体 の 破壊 モ

ー
ドが い

ずれ の試験体 も付着割裂破壊で あ っ た こ とに 対

し て ，Sl シ リ
ーズ腐食試験体は い ずれの 試 験体

も曲 げ引張破壊で あ っ た こ とに よ る 。 Sl シ リ
ー

ズ腐食試 験体に お い て は，部材全 体に わ た る せ

ん断補強筋の コ ン フ ァ イ ン ド効果 によ り SO シ

リ
ーズ 腐食試 験体 に生 じた よ うな ， 主 鉄筋 の 抜

出し挙動が抑制 され ，破壊 モ ー
ドが付着割裂破

壊 に遷移 しなか っ た と考え られ る。

4．2 鉄筋の ひ ずみ 分布性状

　図
一5 （a ），（b） に SO シ リーズお よび Sl シ
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リーズ試験体の 荷重が 30kN 時にお けるひ ずみ

分布 を示す 、なお ， 試験体 S1−20 に関 して は電

食試 験 に 伴 い ，0 
〜1050mm の 領域 に貼付 け

た ゲージが破損 したた めデータが 存在 しな い 。

　まず，SO シ リ
ーズに 関して は，い ずれ の 腐食

試験体にお け るひずみ分 布 も鉄筋が健 全 な試 験

体 SOO に比 べ て全 体 的に小 さい
。

こ れ は ， 鉄筋

腐食お よび それ に伴 う腐食ひ び割れ の 発 生 に よ

り，梁 全長 にわた り著 しく付 着劣 化を生 じた こ

とか ら，定 着部か ら の 鉄 筋の 抜出 し挙動が 生 じ

たためで ある。

　
一方 ， Slシ リ

ーズ に関 して は ， 試験体 S1・20

を除 く腐食試験体 と健全 な鉄筋を有す る試験体

Sl−O の ひ ずみ の 分布に 明確 な差異 は 生 じ て い

な い
。 こ の こ とは 後 に詳述 す る 。

　試 験体 Sl−20 に 関 し て は ，他 の 腐食試験体 と

異なる傾向を示 してお り，試験体 SI−0 の ひずみ

分布 に比 べ て 全 体的 にひ ず みの 値が大 きい 。 こ

れ は，1200 
〜 1800  の 領 域 にお け る L 鉄筋

が著 しく腐食 して い た こ と （図
一2 （c） 参照），

当該領城に お い て L 鉄筋が破断 し た こ と か ら判

断す る と，L 鉄筋は構造体 と して 十分 に機能 し
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て い な い と考え られ る。し た が っ て ，M 鉄筋 に

分担 され る荷重が大 きくな り，試験体 S1−20 に

お い て は M 鉄筋の ひ ずみが全体 的 に大 き くな

っ た も の と考え られ る。

　図
一6に S1 シ リ

ーズ試験体にお ける鉄筋降伏

以前の 荷重の 載荷に伴 う中立 軸の 変化 を示す 。

中立軸 は，計測 した等曲げ区間に お ける圧縮縁

の コ ン ク リー トひ ずみ と鉄 筋 の ひ ずみ を用 い て

算出 し た。また，各荷重 レ ベ ル 時 にお け る最大

ひ び割れ 進展位置ま で の コ ン ク リー トの 分担 力

は無 視す る こ と と した 。 なお ， 試験体 S1−5 に関

し て は載荷に 伴い 圧 縮縁 の ゲ
ー

ジが破損 したた

めデ ータが存在 しな い
。

　同 図 に 示 す よ うに，鉄 筋腐食を生 じた試験体

の 中立 軸は，健全な鉄筋 を有す る 試 験体 SIO

に比 べ て圧縮縁に近 い 位置に ある こ とが分か る。

こ の こ とは ，鉄筋 の 腐食 に伴 い コ ン ク リ
ー

トに

腐食ひ び割れ が生 じた こ とか ら ，
コ ン ク リ

ー
ト

は荷重を分担 しない こ とに 加 え て ， ひ び割れ 分

散性 能 の 低下 に よ り，曲 げひ び割 れ が梁上縁に

急速に進展 した こ と が要因と し て 挙げられ る 。

また ，
こ の 結果 か ら腐食試験体は 鉄筋が健全 な

試 験体に比 べ て モ
ー

メ ン トア
ーム 長 が長 い こ と

が分か る ． し たが っ て ， 同荷重 レ ベ ル 時 にお い

て 腐食試験体の鉄筋に 作用す る カ は ， 鉄 筋が健

全な場合に比 べ て小 さくな り，図一5 （b）に 示

し た よ うに鉄筋 の 断 面減少 が生 じて い る の に も

か か わ らず，健全 な鉄 筋 を有す る試験 体 とひず

み分布がほぼ同様 になっ た もの と考え られる。

4．3 せ ん断補強筋が鉄筋腐食を生 じた RC 梁の

　　 耐力に 及ぼす影響評価

　図
一7 に 鉄筋腐食 率 と各試験体 の 耐力比 を示

す。 こ こ で ，腐食率は総平均腐食率 で あ り，耐

力比 とは腐食試験体 の 耐力 を鉄筋が健全 な試 験

体の 耐力で 無次元化 した もの で ある 。 鉄筋腐食

を生 じた RC 梁部材の 耐荷 ・変形性能は ， 局所

的な 断面減 少 に 支 配 され る 場合 が あ る が ，本 研

究にお い て は ，表一4 に示 し た総平均腐食率 に

よ り整理す る こ と とした 。 ま た ， 同図 には両 シ

リーズ の 近似直線 も併せ て 示 す ととも に腐食に
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よ る断面減少お よ び 鉄筋降伏応力の 低下を考慮

して ， コ ン ク リ
ー

ト標準示方書に 基づ き算出 し

た結果 も示す
2）

。 そ の 具 体的な算出方 法で あ る

が， コ ン ク リー トの 圧縮強度に は表
一2 に示 す

各 試 験 体 の 圧 縮 強 度 の 平 均 値 を 用 い た

（29．7N 〆mm2 ）。鉄筋の 降伏応力 は ，事前に 腐 食

レ ベ ル の 異なる鉄 筋に対 して引張試験 を実施 し

た と こ ろ ， 図
一8 に 示す よ うに ， 降伏応 力 は腐

食率の増加 とともに線形的に減少 し た 。 これは ，

鉄 筋 の 腐食性状が 軸方向に 不 均一で ある こ と に

よ る も の で あ る。示方書 に 基 づ く耐力 算定 の 際

には ，こ の 鉄筋の 降伏応力 の 低 下を考 慮 した 。

なお ，材 料係数お よび 部材係数は いずれ も 1．O

で ある 。
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図
一8　鉄筋降伏応力〜腐食率関係

　全体的な傾 向と して は，い ずれ の シ リーズ に

お い て も腐食率 の 増加 ととも に 耐力 比 は ほ ぼ直

線的に 低下 し て い る。し か しなが ら，そ の 低下

率は Slシ リ
ーズ の 方が SO シ リーズ に 比 べ て 小

さい 。 こ れ は，付着割裂破壊を誘発 する鉄筋軸

方向 に沿 っ た 腐食 ひび割れ の 進 展お よ び 拡大が

部材全 体 に わた る せ ん 断補強筋の コ ン フ ァ イ ン

ド効果に よ り，抑制 され た ため で あ る。 したが

っ て ，S1 シ リーズ に 関 し て は腐食ひ び割れ 性状

が耐力 に及 ぼす影響は少 な い もの と考え られ る。

　本実験 にお い て は両シ リーズ に加 え て ， 等曲

げ区間 の 鉄筋の み を部分的 に腐 食 させ た試 験体

（せ ん 断補強筋有） に 関 して も同様 の 実験 を行

っ て お り，そ の 耐力比 は，示 方書算定値 と ほ ぼ

同様 の 値 を示 して い る （図一7 参照）。こ の こ と

は松尾 ら
3）
も指摘 して お り， 等 曲げ区間の み を

部分的に腐食 させ た 場合，梁の 曲げ耐力は 鉄筋

の 断面 欠損 の み を考慮 し た 示 方書算定値に よ り

評価可 能 で あ る と して い る 。 しか しなが ら ， S1

シ リ
ーズ の 耐力比 か らもそ うで ある よ うに ，梁

全 長にわた り鉄筋が腐食 した場合 にお い ては ，

そ の 限 りで は無い。せ ん断補強筋に よ る部材全

体にわ た る拘束効果 によ り，補強筋 を有 しな い

場合に 比 べ ると耐力の 低下は抑制 され る もの の ，

そ の 低 下割合 は腐食 に伴 う鉄 筋 の 断面減少 量や

降伏応力の低下 とい っ た材料的劣化 の み を考慮

した評価 では困難で あ り，材料劣化 に加 えて，

鉄筋腐食性状の 不均
一
性 ，腐食 に伴 う付着劣化

性 状 を考慮す る必 要 がある。

5，結論

　本研 究では，梁 全長 にわた り鉄 筋腐食 を生 じ

た RC 梁部材の 残 存曲げ耐 力 に及 ぼすせ ん断補

強筋の 影響に 関す る評価 を行 っ た 。

　以 下 に 本研 究で得 られ た 知 見 を要約す る

1）梁全長 にわた り鉄 筋腐食を生 じた RC 梁部材

　の 残 存耐力 は，せ ん断補強筋が配筋 され て い

　 る場合，部材全 体にわ た る コ ン フ ァ イ ン ド効

　果に よ り，せ ん 断補強筋を有 し ない 場合 に 比

　 べ て 向上す る。

2）せ ん断補強筋 を有す る RC 梁部材 は，梁全長

　にわ た り鉄 筋腐食を生 じた場合 に お い て もせ

　ん断補強筋 の 部材全 体に わた る コ ン フ ァ イ ン

　 ド効果に よ り付着割裂破壊が生 じず，そ の破

　壊挙動は延 性的で ある。

3）梁全 長 に わ た り，鉄筋腐食 を 生 じ た RC 梁部

　材 の 残 存耐 力 に影響を及 ぼす 因子 は ， せ ん断

　補強 筋を有す る場合 ，鉄 筋腐食 に伴 う断 面欠

　損量 に加 え て ，付着応力性状お よび鉄筋腐食

　 の 不 均一性で あ り，腐食ひび割れ 性状 の 影 響

　は小 さい
。
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