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要 旨 ： 鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト造建物 の 修復性 能 を分 か りやす く表示す るの に地震後の 損傷に 対す

る修 復に係 る 「補修費用 」 は 有効で あ る。補修費用を合理 的に推定す るには，損傷 の 定量的

な評価が不可欠で ある。そ こ で，鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト柱 の ひび割れ長 さ ・幅を補修対象 となる

損傷 と し， ひび割れ の 発 生 ・進 展過程を考慮 した ひ び割れ量推定モ デル を提案 し，31体の 試

験体 に つ い て ひ び割 れ量 を予測 し ， 実験値 と比 較 して モ デ ル の 妥当性に つ い て検討 した。

キ
ー

ワ ー ド ；損傷量，ひ び 割 れ ，鉄 筋 コ ン ク リ
ー ト柱

1．は じめに

　性能評 価型耐 震設 計 法で は ， 建 物 の 構造性能

レ ベ ル を選択する ときの 判断基準となる よ うに ，

専門家で は ない 建築主 に もわか りやす く構 造性

能を表示する こ とが 目標 とされ て い る 。 建物 の

構 造性能 には安全性能 ，修復性 能 ， 使 用性 能 な

どが あるが ，
こ の うち ， 修 復性 能 は

一
定 の 大 き

さの 地震 を受 けた後 の 建物 の 経済的 な損失 量 と

して 表わ すこ とが合理 的で あ り，こ の表示 に は

地 震後 の 修 復に 要す る 「補修 費用 亅 も そ の
一

つ

の指標 となると考え られ る。 こ の 場合，個 々 の

建物の 地震応答量に基づ い て 補修費用 を定量的

に推定す るた めに ， そ の 建物 を構成す る部材の

具体 的な損傷量 を定量 的 に把握する こ とは不可

欠 で ある。

　そ こ で，本研究で は ，鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト （以 下

RC ）柱部材 を対象 と して，ひ び割れ の 補修 費用

を推定す るため に，部材 角や 部材端 モ
ー

メ ン ト

な ど の部材 レ ベ ル の 地震応答値 か ら，ひ び割れ

発生や進展過程を考慮 してそ の 部材の ひび割れ

量の 推移を推定す るモ デル を提案す る 。 ひび割

れ量として は，特に補修費用 と密接な 関係 に あ

る と考え られ る ，a）総ひび割 れ長 さと b）ひ び 割

れ幅の 二 っ を対象 とする。 モ デ ル に よる推定値

を，既往の 31 体の柱の 静的加 力実験の 実験結果

と比 較 して モ デ ル の 妥当性 を検討す る 。　なお ，

こ の モ デ ル は 曲げひ び割れ と曲げせ ん 断ひ び割

れ を対象 と し て い るため，せ ん 断ス パ ン 比 が L5

〜3 程度 の 柱 部材が 主な適用対象 となる 。

2．ひ び割れ長さ

2．1　 ひ び割れ の 幾何学的形状に 基 づ く モ デ ル

　 ひ び 割れ 長 さは 以 下 に 述 べ る モ デル （以 下

「CL モ デ ル 」 とい う）を用 い て 算定す る。 算

定に あた っ て次 の 仮 定を置 く。

1） ひ び 割れ 発 生 区間長 さ ：曲げせ ん 断 ひび割れ

が生 じる区間長 さ’、 ． は ， 断面 の 曲げ解析に よ っ

て求め られ る曲げひび 割れ モ ーメ ン トと曲げ降

伏モ ーメ ン トを考慮 し て 決定す る。 こ の 区間内

に お い て 斜めひ び割れが一様 に生 じる もの とす

る 。

　端 部が 曲げ降伏 す る ま で の 段 階で は ，ひ び 割

れ発生 区間 1． は 曲げモ ーメ ン トM が ，曲げひ び

割れ モ
ー

メ ン トを超 え て い る区間の長 さと等 し

い も の とす る。 従 っ て式（1）で 与 え られ る 。

　　　　lcr　一　：（1籌 ）　　　 （1）

こ こ に ， L ：部材 の ク リア ス パ ン 長 さ（  ），　Mcr ：

曲げ ひ び割れモ ーメ ン 梱   ）で ある。

　端部が 曲げ降伏 し，かぶ りコ ン ク リ
ー

トの 圧

壊が始ま る と新 しい ひび 割れ は生 じな くな る傾

向 が 見 られ る の で ， それ以 降は ひ び割れ 長 さは
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増加 し な い も の とす る 。
こ の 時の ひび割れ発 生

区間 tcrは式（2）で 与 え られる 。

　　　t
，・　・号（1一笠・一・蒙 碇 値・ …

　 　 　 　 　 　 　 　 ア　 　　 　　　 　　冫

こ こ に，靖 油 げ降伏 モ
ーメ ン 梱   ）， Lp ：

ヒ ン ジ領域長 さ（
＝O．5（M ／eD）de，　ILI／9D ：せ ん断 ス

パ ン 比 ，dc 二 主筋の 中心 か ら圧縮縁 ま で の 距離

（mm ）
1）
）で あ る

。

2） ひ び割れ の 形状 ：曲げひび割れ と曲げせ ん断

ひ び割れ の 形 状は，図
一1に示す よ うな直線 と し

引張縁か ら中立軸を横切る点 ま で をひ び割れ 有

効長 さ とす る e なお ，せ ん 断力の 影響 も考慮 し

て最終 ひ び 割れ と 主筋の なす角度 θ は ．靭性保

証型指針
2）

の せ ん 断強度式 に お い て 採 用 され て

い る トラ ス 機構 の ひび割れ角度 θ の 最小値の制

限，式（3，1）と式（3．2）の 最 小値 を超 え な い もの と し

た 。

　　　cot θ ≦ 2 − 20Rp 　　　　　　　　　　　　　　　　（3．1）

　　　　　　　λv σ B
　 　　 　　 　　　 　　 − 1　 　　 　　 　　 （3．2）　 　 　 cotθ ≦

　　　　　　　Pweσ
ry

こ こ に ，
Rp ： 終局 限界状態で の ヒ ン ジ領域の 回

転角（rad），
　 A　l トラス 機構 の 有効係 数 v ： コ ン

ク リー トの 有効係 数 ， σh　 ： コ ン ク リー トの 圧縮

強度（MPa ），　Pwe ： 有効 せ ん 断補強筋比 ，σ
ny

：せ

ん断補強筋 の 信頼強度 （MPa ）で あ る。

一

　　　 lcr

　　 　　 か ぶりコ ン クリ
ート圧懐時

図一1　ひ び割れ 発生仮定モ デル の概念図

　　　　　　 （CL モ デ ル ）

nd

3＞ ひび割れ間隔 ：ひび 割れ間隔は引張 主筋位置

にお い て均等で あ りそ の 値を平均ひ び割れ間隔

Savとする 。

　従 っ て ，これ らをま とめ ると，平均ひ び 割れ

間隔 恥 がわか っ て い れ ば，部材 に作用す るモ
ー

メ ン トが増大す る に っ れ て ひ び割 れ の 総長 さが

増大 して い く過程 に お ける ひ び 割れ長 さを推定

す る こ とが で きる。

2．2　平均 ひ び割れ間隔 S．

　 2．1飾で述べ た平均ひ び割れ間隔 Savは ， 鉄筋

の 付 着応力や コ ン ク リー トの 引張強度，コ ン ク

リー トの か ぶ り厚 さ ，
主 筋間隔 な ど の 影響を受

け る と考 え られ ， 表一1 の よ うな S
．

の 推定法が

提 案 され て い る。　しか し これ らの 推定方法の 妥

当性 に つ い て は必ず しも検証 され て い な い
。 そ

こ で ，本研究で は ， 既往の RC 柱の実験で 観察 さ

れ たひ び割れ図に基づ い て，表一1の 各推定法の

精度 を検討 し．そ れ に よ り，採用す る 平均ひ び

割れ 間隔 S
．

の 推定式を選定 した。

　図一2 で は，こ こ で用 い る既往 の 実験 デー
タ

（3．1 節で 詳 しく述 べ る） の ひ び割れ 図か ら読み

取 っ た 平均ひ び 割れ間隔の実験値 と ， 表一1の 各

推定 法 に よ る推定値 を比 較 して い る。 概ね 推 定

値 の S
．

は実験値よ り小さい 傾向が見 られるが，

そ の 中では CEB −FIP　Mode1　Code　l9785） に よ る推

定式 （式（4））が比 較的実験値 と良 い 対応が見 られ

て い るの で 本研究で は （4）式 を採用する ，

　　　　S
．

． 2（。 ＋ ・．1，）＋ κ1． 、
2 　 （4）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Pe

こ こ に，c ：か ぶ 孵 さ（  ），繊 筋中心間隔（  ），

駐
ム 伽 コ ン ク リ

ー
トの 引弼 鍍 （MP ・），

　f、m ・

鉄筋の 付着応 力（MPa ））で ， 付着 の よ い 鉄 筋で O．4，

丸鋼で 0．8， κ2 ：ス トレ イ ン ・ダイ ア グラム の 形

に よ る係数で ，純曲げ状態で O．125，純引張状態

で 0．25，梁 ウ ェ ブ 領 域 の 偏 心 引 張 状 態 で

0．25・（ε 1 ＋ ε2 ）1（2ε1）（ε1 ： 大きい 方の ひ ずみ，ε2 ： 小

さ い 方 の ひ ず み）， φ ：主筋 の 直径（  ）， Pt ： 有

効鉄筋比 で あ る。
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表一1　 平均ひ び割れ間 隔 Seyの提 案式

S僻 の 提案者 備考

H ・gnes愉d ら
3）

理論式

森 田
4） 実験式

CEB −FIP　Model　Codc　19785）

CEB −FIP　Model　Code　l990の
理論式

＋ 実験式

Euro◎ode 　2−1991η
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専
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騨

　

　

　
　
　

　

　
　

　

／
〆

／

　 　 ／

’
　 ！

／

／

　 　0　　　　100　　　200　　　300　　　400

　　　　　　 実験値（mm ）

　 　 ・ CEB−FIP  del　 1978による式

　 　 ＾ （足B千 IP 恥 del　 1990に よる式

　 　 ・ Eurocode　 2−1991による式

　　 ＋ Hognestadらに よ る式

　　 ・森田 に よる実験式

図
一2　平均 ひ び割れ間 隔の比較

Z3 ひ び割れ長 さの 推定式

　2．1節 と 2．2 節の 方法に基 づ い て ，

一方向の 漸

増載荷を受 ける片持 ち張 りの ひび割 れ長 さ Lcrは

次の よ うに 求 め られ る 。 部材 に生 じるひ び割れ

本数 ncr は，式（5）となる．

　　　　。 堕 L
．1 　 　 　 　 （5）　 　 　 　 cr

　　　　　　 s
．

部材の 総ひ び 割 れ長 さは こ れ ら の 総和 と して

求め られ，式（6）で求め られる 、

4 ・ 2｛の一
・一）・ΣV（D −i｝，，　，）

2
＋｛c−1）il，saJ？　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （6）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　殉｝　　｛o一鳧）  ｝

2
＋｛（

−oo−iLX照 av

　　　　　　　　　　　　　 （D一脇 》

こ こ に ，D ： 部材せ い （  ）， 嗣 中 立 軸か ら圧 縮

縁ま で の 距 離 （  ）， RD，　 Rs は比例係数で そ れ

ぞれ以下 の よ うに表わ され る。

　 　　 　　 ncr − ’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （7）　　　 RD ニ
　　　　　 ncr − 2

　　　　　　D − RDXn
　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 （8）　　　 Rs ＝

　　　　　 D − d ＋RDXn

こ こ に，d ； 引張主筋の 中心 か ら圧縮縁 まで の 距

離（  ）で ある。

　なお，逆対称 曲げ正負繰返 し載荷の 場合の ひ

び割れ長 さは ，2Lcr となる。　 また ，こ こ で 考慮

して い る の は部 材 の 片側側 面 の ひ び 割れの み で

ある こ とに 注意 し な けれ ばな らな い
。

3．ひび割れ幅

　ひ び割れ 幅 の 算定に は ，部材 に は図
一3（a）の

よ うに端 部 区間 には斜め の 扇状 の 曲げせ ん 断 ひ

び割れ が，中央区間には
一

定間隔の 斜めせ ん断

ひ び割れ が 生ず る と仮定 して ，ひ び割れ とひ び

割れ に よ り生 じる部材変形 との 関係 か らひ び 割

れ幅を推定する モ デ ル （以 下 「CW モ デル 亅 とい

う）を用い る。 算定 にあた っ て次 の仮定を置 く。

D 剛体変位 ： 部材変形は ひ び割れ に よ っ て 分割

され た コ ン ク リ
ー

トの 剛 体変位 に よ り生 じる も

の とす る 。

2） 変形成分 ： 両端が 固定 され た長方形 の 部材に

対 し，部材 の 曲げ変形 Rf と せ ん 断変形 Rsの 各成

分 の 比 は，弾性 時に も部材の 曲げ降伏後 も，弾

性 時 の 値 （式 （9））に等 しく
一定値 とす る。

　　　弖 。
12E∬κ

　 　 　 　 　 （9）
　　　Rf　（］AL2

3）曲げ ひ び割れ 幅 ：部材 の 曲げ変形 によ り生 じ

る 曲げひ び割れ幅の 総和 は ， 図
一3（b）の よ うに

す べ て部材端部の 危険断面 に お い て コ ン ク リ
ー

トが 中立軸を中心に剛体回転 して 生 じ る曲げひ

び 割れ幅に 等 しい もの と仮定す る 。 す なわ ち，

式 （10）を仮定す る 。

　　　馬 ÷ 餮　　 …

こ こ に，Rf ： 曲げひび割れ に よる変形 角 （面 ），

if ：曲げに よ る変位 （  ），ΣWf ：曲 げひび割れ

幅 の 合計 （  ）である。
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　CL モ デル の 曲げせん 断ひび割れ の 本ta　ncr　
− 1

を用い る と，CW モ デル の 平均曲げひ び割れ幅は

式（ll）となる 。

　　　　　＿
Rf （D −

Xn ）
　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 （11）　 　　

Wfav −
　　　　　　　ncr − 1

4）せ ん 断ひ び割れ幅 ：せ ん断 ひ び割れ は 剛 体が

ひ び割れ の 向 きに 直交 して 変位す る もの と仮定

する。すなわ ち，そ の 変位 の 材軸に 直交す る成

分 が せ ん 断変形 に寄与する も の とする。 し た が

っ て ，端 部の 曲げせん 断 ひ び割れ の ひ び割 れ幅

Wfs と中央区間の ひ び割 れ幅 Ws とせ ん断変形 の 関

係は ，図 一3（b）か ら式（12）と な る。

凡 ＝ も＝ 圭｛（2Σ　Wfs ＋Σ”
．）。・s（θ一Rf ）｝ （12）

こ こ に，Rs ：せ ん断 ひ び割れ に よる変形 角（rad），

tls： せ ん 断に よ る変位 （  ），θ ：主 筋とせ ん 断

ひび割れ の 成す角度である。

こ こ に ， 部材端 部 の 斜 め ひ び 割れ 幅 の 合計 Σ Wfs

と部材中央区間 の 平均せ ん断ひ び割れ幅 w
。，v が

等 しい とす る と仮定す れ ば，式 （12）よ り，それ

ぞれ斜 め ひ び割 れ の 合 計 Σ Wfs と部材 中央 区 間

の 平均せ ん 断 ひ び 割れ 幅が得 られ る 。 よ っ て ，

CW モ デ ル の 部材中央区間と部材端 部の 平均せ

ん 断ひ び割れ幅は ，そ れぞれ ，式 （13）と式 （14）

で得られ る。

　　　　　　　　　 RsL
　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 （13）　 　 　 Wsav ＝

　　　　　　（2 ＋ nscr ）cos （θ
一Rf ）

　 　 　 　 　 　 w

　　　
w
厨

。
弩1 　 　 　 　 （14）

　 　 　 　 　 　 cr

こ こ に ，
nser 　 ： せ ん 断 ひ び 割れ 本数 で ある，

　CW モ デル で は，斜めひ び割れ幅 の 合計 Σ Wfs

、且
，
ノ　
r

（a ）

Σ “
：f 　 　 （b）

　図
一3　ひび割れ と部材変形 の 関係

　　　　　　 （CW モ デル）

δ

が せ ん断 ひ び割れ 幅 の 平均値 Wsuv と等 し い と仮

定するため，平均曲げ ひ び割れ幅は平均斜 めひ

び割れ幅 よ り大 きくなる。また，CW モ デル は曲

げせ ん 断 ひ び割れ を対象 と し て い るた め ，曲げ

ひ び割 れ に よる回転 変形 が 生 じ た 後 にせ ん 断 ひ

び割れ に よるせ ん 断変形 が 生 じる もの と して い

る。こ の ため，前 田 らの 研 究
8）
に比 べ て ，部材 変

形角 が 同 じだ と ， せ ん断 ひび割 れ幅 は大 き くな

る傾向がある 。

4．ひび割れモ デル の 精度の検証

4，1 精度検証用 の 実験デー
タ

　CL モ デ ル と CW モ デル の 妥当性 の 検証 には，

黒正
9）
，狩野

ID）
，戸 田建設

11）
，吉 岡

12）
（WS シ リ

ーズ ）に よる柱の 静的加 力実験か ら付着破壊 し

た 試験体 を除 い た せ ん 断 ス パ ン 比 1．5〜3 の 31 体

の 試験体 の 実験結果 を用 い た。 用 い た試験体 の

表
一2　用 いた試験対の諸元

試 験体

シ リ
ーズ

断面

せ い

（  ）

せん断

ス パ ン 比

コ ン ク リ
ー

ト

圧 縮強度

　 （MPa ）

軸力比 引張

主筋 比

　（％ ）

　 主筋

降伏点強度

　 （MPa ）

せ ん断

補 強筋 比

　 （％ ）

せ ん断補強筋

降伏点強度

　 　（MPa ）

黒正
9｝ 250 2．0 24．53 ．19，6．140 ．34，0．61331 〜3940 ．08〜2．23331 〜354

狩野
置゚） 500 2．0 25，23 ．28，6．300 ．34〜0，95358 〜3600 ．1〜1．81293 〜347

戸 田

建設
ID250

1．53

．0
19．32 ．63，5．250 ．34〜0，96356 〜3810 ．15〜L22358 〜388

吉岡
12｝ 250 2．0 27．42 ．63，7．000 ．34，0．61374 〜 4230 ．28〜 2．42348 〜 423
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主な諸 元 の 範囲を表一2 に 示す 。

　ひ び 害1」れ長 さ，ひ び割れ 幅 とも測定値が 報告

されて い な い 。 そ こ で，試験体に生 じた 総ひび

割れ長 さは，ひ び割 れ図 を基 に画像処理法
13）

に

よ り求 め た 。 ひ び 割れ幅に っ い て は ，実験デー

タが な い た め，CEB −FIP　Mode 且Code　19785）
の 手法

を用 い て 引張 主筋 の ひず み か ら平均 ひび 割れ 幅

を 間接 的 に 推 定し た も の を 実験値 と し て 比較 の

対象と し た。

4．2 ひ び割れ長さの 比較

　寸法 の 異なる部材 を同時に比 較す るた め，ひ

び割れ長 さを部材表 面積 で 除 し た ひ び 割れ率

（mmlmm2 ）を用 い る。画像処理 に よ 鵬 られ た ひ

び割れ 率の 実験値と CL モ デ ル に よ り求 め られ

たひび割れ率 の 計算値 との 比較 を図
一4 に示 す。

　 CL モ デ ル によ るひび割れ 長 さの 計 算値 の うち

実験値 の ± 30％ の 範囲に入 る の は，曲げ降伏時

に は 約 7 割の 試験体で ， か ぷ り コ ン ク リ
ー

ト圧

壊時に は約 5 割の試験体で あ っ た 。　 また，実験

値に対する計算値 の 平均的な割合は，曲げ降伏

時は 1．09，か ぶ り コ ン ク リ
ー ト圧壊 時は 1．19 で

あ り， 計算値 は実験値 よ り大き い 傾向が見 られ

た 。

　特 に，かぶ り コ ン ク リー ト圧壊時に計算値が

実験値の 70％未満 とな っ た試験体は，せ ん断 ス

パ ン 比 3 の もの で あ り，式 （3．1）と式 （3．2）の ひ

び割れ角度 θ の制限に よ りひび割れ発生 区間長

さが ひ び割れ 図か ら読み取 っ た長 さよ りも短 く

な るた め ， 計算値が測定値 よ り小 さ い 結果 とな

っ た 。　 また，せ ん断 ス パ ン 比 1．5 の 試 験体の場

合，実際の 試験体 には細 か い ひ び 割れ が 多く生

じて い るの に対 し，
CL モ デル で は こ れ を考慮 し

て い な い た め計算値 が実験値 よ り小 さくな っ て

い る 。

　破 壊 形式 別 にみ ると ， 曲げ降伏 時 に は計算値

の 実験 値 に対 す る比 は ， 曲げ破 壊 した試験 体は

1．21，せ ん 断破 壊 し た試 験体 は 0．96 で あ り，曲

げ破壊 した試験体の 方 がせ ん断破壊 し た試験体

に 比 べ ，計算値が実験値 を上回 る傾向が見 られ

た 。

4．3　ひ び割れ幅の 実験値

　CEB −FIP　Model　Code　 l9785）で は 平均曲げ ひ び

割れ 幅 Wf．を以下の よ うに提案 し て い る。

　　　 Wf
．．　

＝
　S．．9e　　　　　　　　　 （15）

こ こ に ， t ： ひび割れ 面 で の 鉄筋ひず み（  ），

ζ ：ひ び割れ 程度を表 す無次元数で

　 　 　 　 　 　 　 　 M

　　　 9 ＝1’Afi2（
一「−crM

）（M ＞ Mcr ）　 （16）

こ こ に ，β1 ：鉄筋の 付着特性を表わす影響係数で

異形 鉄 筋 の 場 合 LO ，丸鋼 の 場合 0．5
， β2 ：繰 り返

し載荷に よ る影響を表わす係数で処女載荷の 場

合 1．0，繰 り返 し載荷の 場合 05 で ある。

　また ， 文献 ll の 試験体 を除き ， 鉄筋 の ひ ずみ

の 実験値 を報告 書か ら読み 取 る の が 困難 で あ っ

た た め，曲げ モ ーメ ン トとせ ん断 力か ら鉄筋の

ひ ず み を推定す る こ とと した。

　図一5（a）の A −A ’

断面 （最終 曲げせ ん断 ひび 割

れ と主筋が交差す る断面 ）には 曲げモ
ー

メ ン トと

せん 断力 に よ りの 図
一5（b）の よ うな軸方 向ひ ず

（馴
霞
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ー

ト圧懐時

　　　　　　　　　　　　　 図
一4　ひ び割れ率の比較
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み が 生 じ る と考え られ る
14）。　文献 11 の試験体

に つ い て ， 鉄筋の ひずみの 実験値 と上記 の 方法

で推定 し た値 を比較 し て 図一6 に示す。　 平均的

に推 定値は実験値 の 約 1．08 倍で あ っ た
。

A A

c →

＠
・
↑緊

r ←匚＝ E
　 　 　 　 　 A

，
　　 　 　 　　 さ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 l
MU 工i m ．
　　　　　　　　　 1
「 匚 コエ ：OP

　　　（a｝応力分布　
’

図
一5

賦
　 h　　　　 　 キ

ε
＝
　ε s

〒
　ε m

　　　　　　　〔b）軸応力分布（A −A
’
断面）

部材の 応力分布と断面軸ひずみ 分布

4．4　ひ び割れ幅の 比較

　CW モ デル に よ る 平均 曲げひ び割れ幅 の 計 算

値 と CEB −FIP ・Model ・Code 　1978 に よ る 平均 曲げ ひ

び割れ幅の 実験値の 比 較を図一フ に 示す、　 こ こ

で ， 文献 11の 試験体 は鉄筋 の ひず み に実験値 を

用 い た も の （図 中 の ●），他は推定値を用 い た も の

で ある（図中 の Q ）。　 曲げ降伏時 もかぶ り コ ン ク

リ
ー

ト圧 壊 時に も計算値が 実験値 よ り大 き くな

っ て い る。　 これ は，式（ll）で 用 い たひ び割れ 本

数 に CL モ デ ル で 部材危険断面 に生 じる と仮定

した 曲げひ び割れ が考慮 され て い ない こ とに よ

る影響だ と考 えられ る 。

5．ま とめ

　RC 造柱部材を対象 と し て ，地震応答値か らひ

び割れ長 さを推定す る CL モ デ ル とひ び割れ 幅

を推定す る CW モ デル を提案 し，既往 の 実験結
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1．5

果 と の 比 較か らそ の 妥当性 に つ い て 検討 し た 。

そ の 結果 ，

　1）CL モ デ ル は，実験値に対 して ひ び 割れ長 さ

を大 き く評価 して い る 。

　2）CW モ デル に よ る ひ び割 れ幅は，実験報告

よ り大きくな っ た。　 し か し，こ の 比 較 の 対象は

ひび割れ幅 の 実測 値 では な い た め ， 今後 実測値

を用い た比較が必要で あ る と考え られる 。
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一6　文献 11の実験の 主筋ひずみ の 比較
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