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1 ．は じめ に

　中国 の 重 工 業用 工 場 はク レ
ー

ン の 支柱 を 兼 ね る た め 往 々 に して 大きな軸力を受 け る 事 が 多 く ，

ま た ， 中高層 ビ ル の 外柱 等 は 地 震 時 に 過 大 な 軸力 を 受 け る 可 能 性 が あ る ，軸方向力 を 主要 な 変動

因子 と し た 鉄 筋 コ ン ク リ
ー

ト造短柱 に 関 す る 既往 の 実験結果 を見 ると ， 曲 げ 耐力 と せ ん 断耐力は

軸力 比 の 増加 に 伴 っ て 上昇 し，逆 に 靭性能は減少 して 行 く傾向が 見られ る，筆者 等が行な っ た実

験 で は 軸 力比 の 値 が O，7を超 え る と 多 く の 試験体 で 高圧 せ ん 断破壊 を 生 じ ， そ の 際 に 主筋は座屈

して ， 通常 の フ
ープ状に配筋ざれたせん断補強筋 は定着部 で 破壊す る傾向が 見 られ 距 ． ［1 ， 2 コ

　本論文は以上の 事項を 考慮 したもの で ， 高軸力柱

の補強方法と して 高強度スパ イラ ル 筋 の利用 を 考 え

こ れ を 高軸力柱試験体 に 単角ス パ イ ラ ル や 複合 ス パ

イラ ル 状 に配筋 し ， そ の 効果 を実験 に よ り確認 し た

結果 を ま と め た も の で あ る ．ス パ イ ラ ル 筋 は 通 常 の

フ
ープ状配筋に 比較 して 定着 部 の 破 壊 を 押 さ え る の

に 有 効 で ，さ ら に 拘 束効果 が 高 い 事 が 知 ら れ て お り

高軸力柱 の せ ん 断補強 として 有効 で あろうと思 わ れ

る ．実験 は シ ア ス パ ン 比 （M／aD） と 軸方 向力 （N ）

を 主要変動因子 として ， 軸力比 （η。 ： N！BDFc） が

0．2か ら 0．4を超え 1．0に 至 る 迄 の 高軸 力の 範囲 の

実験を行な い ， 柱 の 曲げ耐力 や せ ん 断耐力 ， 靭性能

に 関 して ス パ イラ ル 筋 の 補強効果 を 検討 した．
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表 1 　試 験体
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使用材料の 試験結果 （鋼材 ）

呼 u 名 　 断 面 楓

aS 　　 C  

　降 伏 点 強 度

σ ソ　 kg ！ c  

最大 催 度

σ 鬮　 kg 〆c  

φ 5 o ，　 L9657006000
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2 ．試 験体

　 試験 体 の 概要 を図 1 と表 1 に 示 し，使用 した釧 材 の 試験結果 を表 2 に 示す ．試験 体は実物 の 約

童！2 ．5の 縮尺模型 35体 で あ り ， そ の 主 要 変勤因子 は軸力比 η 。 と シ ア ス パ ン 比 M！QD ， せ ん断補強

筋 の 形状 と 覚 （Pv） で あ る ．η 。 の ｛直は O．2・v 　1．0 の 間 で 変化 させ て お り， 0．2の も の が 3 体 で ，

0 ．4が 9体 ， 0．6が 9体 ， 0．7が 3体 ， 0。8が 7体 ， 0．9体 力sl 体 ， 1．0が 3体 と し た ．M！fiDは

1．0〜3．O で 変化 さ せ 1．0が 16 体 ， 2．Oが 11体 ， 3．0が 8体 と し た ．せ ん 断補強筋 の 形状 は 通

常 の フ ープ 状 配 筋 10体 ，単 角 ス パ イ ラ ル 配 筋 11体 ，複合 ス パ イ ラ ル 配 fi　14体 と し た ．せ ん 断補強

筋 の 量は通常 の フ
ー

プ状配筋 と単角 ス パ イ ラ ル 配筋が 0．61 ％ で 複合 ス パ イ ラ ル 配筋が 1．05 ％

と した．試験体断面 （BxD ）は 16　 c剛角で
一定と し，主筋は 全試験体共 3− D10　（pt ＝ LO ％）

を配筋 した，　 試験体 の 名前 は abc −dと つ け て ，a は シ ア スバ ン 比 の 埴を現 わ し，b はせん断 補

強筋 の 配 筋 種 類 と し て ，0 は 通 常 の フ
ープ状 配 筋 ， 1 は 単角 ス パ イ ラ ル 配筋 。2 は 複合ス パ イ ラ

ル 配筋 を現わ して い る．また ， c は同
一

条件 試験体 の 番号 で ，　dは軸力比 の 値 を示 して い る ．

　 各試 験体 の 設 計時 に 想定 し た 破壊 モ ー
ドは ， せ ん 断補強筋 の 効果 の う ち 1 特 に 靭性 に お よぼす

影響 を見 た い こ とも あ っ て ，ほとんどの 試験体 に 対 して 曲げ破壊指向型 を 計画 し た ．な お ，各試

験体 の 軸方向力 N に 関 し て は ， そ の 試験体 の コ ン ク リ ー
ト強度 （ Fc　kg！C鬮

2
）を加 力直前 に 測

定 し て ， そ の 値 を も とに して 所定 の ny　e に な る よ う な N の 値 を 採用 し ta　．

3 ．実験 方 法

　加力装琶 を 図 2 に 示 す ．水平方向 の 加力は逆対称応力加力と し て ， 試験体に所定の 軸方向力 N

を加 えた状態 で 正 負交番 の 多数回繰 り返 し 静加力実験 を 行 な っ た ．

　予定荷重履歴 は 全試験体共通 で ，ま ず荷重制御 で 加力 を 行 な い 2．5ton （了 ＝ 9．8　kg／c旧
2 ）

で 正 負 各 1 回 の 繰 り返 し 加力 を 行 な っ た 後，繰 り返 し の 制御荷重 を 且 tonず つ 増 加 さ せ て ，各 繰

り返 し制卻荷重毎 に 1回ず つ の 繰 り返 し加力 を 予 定し た ，そ の 後 ， 後述 の 試験体降伏以後 は 部材

角 R で 制御 し，R ＝ 1／200 ，1ノユ00 ，1／50，1／25で 各 3 回ず つ の 繰 り返 しを 行 な い ，最後 に 押 し

切 る事 を計画 した．ま た ，軸方 向力 の 保持 が 不可能と な っ た場合 や ， 各変形制御限界点 で の 最大

荷1 が 最大耐力 の 50％ 以下 とな っ た場合 に は ， そ の 部材が破壊 したと み な して 加力を中止 した。

4 ．実験結果

　各試験体の 実験結果 を 表 3 に一
括 し て 示す ．典型 的な試験体 の 荷重 ・ 変形 曲線を図 3 に 示す．

こ こ で ， 降伏点は荷重 ・変位曲線の視察に より ， 主筋の 降伏状況や破壊の進展状況を参考として

決定 し ， 終局時 の 限界変形 は最大耐力後急激 に 耐力低下 を 生 じた点 ， ま た は徐々 に耐力低下を 生

じ た 場合 に は 最大耐力 の 85％ まで 荷重が低下 した点 の 変形 を採用 し距．

　各試験体 の 破壊 モ
ー

ドに 関 して は ， 通常 の フ ープ状配筋を した も の で ， 軸力比 O，4以上 の 値の

も の は せ ん 断 ひ び 割 れ 発生 後 ， せ ん 断

補強筋 の 歪 が 増大 し最大耐力時近 傍 に

端 部 定 着 部 で せ ん 断 補 強 筋 が 破 壊 し て

主 筋 座 屈 を 引 き 起 こ し ， 軸方向力 の 保

持が不可能 とな り急激 な耐力低下 を生

じた ．M／QD　1 （M／QD＝ 1の 略 ，以 下 同様

） で 高軸力 を 受 け る 試験体 は 主 筋圧縮

降伏 を 伴 っ て 上記の 様 な せ ん 断破壊を　　　　　　　　　　　　ttzasc

し ， MIQD2 ， 3 の も の は 曲 erR 伏 直 後 　 　 　 　 　 　 　 図 2 加力装置
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に ζ の 様 な 破壊 を 生 じ て い る ．

　 単角 ス パ イラ ル 筋試験体 で ， η 。

0．4以上の もの に関しては 、 MIQO　1

の も の は最大耐力 に 達 した後 に スパ

イラル 筋が降伏し ， せ ん断破壊 して

耐力が低下 した ，M！qD2 の も の は 主

協降伏 の 後 ，塑性 率 が 2〜3 程度 で

終局耐力 とな り徐 々 に 耐力 が 低下 し

た ．MIQD3 の も の は 曲 げ 降伏後 ， 塑

性率 が 4前後の 変形 で の 繰 り返 し加

力の 時に 徐々 に 耐力 低下 を 生 じ た ．

　単角ス パ イラ ル 試験体 は上記 の プ

ープ状配筋試験体と比較 して ほぼ同

様の 耐力 とな っ た が ， 部材角 R ＝ 1！

50で 実験 を 中止 し た 時 に は 何 れ の 試

験体 も そ の 軸力 は 保持 して い た ．

　複合 ス パ イ ラ ル 筋試験体 で 軸 力比

O　．4　P7上 の も の は ， 初 期 ひ び 割 れ 発

生荷重 は前 2 者 と大差はなか っ たが

斜め ひ び 割 れ の 本 数 が 多 く発 生 し て

お り，最大耐力 に 達 した 後 の 耐力低
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下は少な く，部材角 R ＝ レ 50 の 所 で 　　　　　　　表 3　実 験 結果一覧
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tQbc，　 tOSC ，
　 tqVC： 初 ひび 割 れ 発 生荷重，曲 げ ひび 割れ ，せ ん 断ひ び 割 れ ， 割 裂 状縦ひ び割 れ ，　tQy，δS

障 伏時荷重 と変形 ，
tQta

，
δ m ：R 大耐力時荷量 と変形 ，

　 tQu， δU ：終局 時荷重 と変形
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の 繰 り返 しで も ほ と ん ど耐力 低下 を生 じな か ’
）

　”L
　，ま た ， R ＝

1！25で の 繰 り返 しで は ，外部 帯筋 の 歪度 が 5000μ 前後に達 して

水平耐力が徐々 に低下し た が 軸力は 保持 し て い た ．こ れ は 軸力

比 LO の 試 験 体 で も 同 様 で あ っ た ．破 壊 モ ードに 付 い て は ，Ml

qD　1 の 試験体 で は ，前 2 種類 の 配筋 の 試験体が せ ん 断破壊 し た

の に 比較 して ， 曲 げ 圧縮破壊 と な り耐力 も 2 割前後 上昇 しta．

5 ，実験結果の 検討

　各試験体 の 諸ひび割れ発生荷重や 最大耐力の 実験値と計算値

と を 比較 して 表 4 に 示 す 。こ れ ら の 計算式を以下 に 示す ．
　 　 　 （曲 げ ひ び 割 れ ： cqBC ）

　 　 cQBC ；（2／ho　）（1．B衙 Ze　十 　N ■Dte）　　　　　　　　　　　　　　（1）　［3 〕

　 　 　 （せ ん断 ひ び割 れ ： caSC ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロロい　 　 　 　 　 −OtUG
　 　 caSC ＝0．971R 　B．　D（1＋σ 。　／c σ t）　　（M／qD）　　　　　　　　　　　（2）　　匸4 ］

　 　 　 （曲 げ耐力 ： cQBU ＞

　 　 c血BU＝ （2〆h。）｛0．8a レ σ yD ＋ 0．5い D（1− N！BDF¢ ）｝ （3） 匚5 ］

　 　 　 （ぜ ん 断耐力 ； cq 閇 ean ）

　 　 cQ 胴 ean ＝｛0．且且5ku●kp（180十 Fc ）／（　M！QD十 〇．且2）　十 2．7VSi
−
；
−
i
−
ay
’

　 　 　 　 ＋ o」 σ ◎｝B ・」　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 （4） ［4 ］

　 　 　 こ こ で ，Ze ： 等 価断 面 係数．　 h。：柱 内法高さ，σ 。＝NIBb ．
　　 。 σ t ＝i．811iE，　 k、

＝1．0 ，kp＝。．82P肥 」＝。．875d，　 d ：柱有効

　 　 せ い ，at ：引っ張 り主 膨断面積，σ y ，σ 野 ：主筋，帯筋降伏強度

5．1 諸 ひ び 割 れ 荷 重 の 検討

　表 3 お よび表 4 を見る と ， 諸ひ び割れ の 発生荷重 に 対 して は

3 種 類 の 配筋形 状 の 違 い に よ る 影響 は ほ とん ど 見受 け ら れ ず ，

η。と 鬥！QDの 値 に よ っ て ひ び 割 れ 荷 重 は 変化 し て い る，

　MIQD2 ， 3 の 試験体は せ ん 断ひ び 割 れ に 先行 して 曲げひび割

れ が 発生 し て お り ，
こ の 傾 向 は 曲 げ ひ U 割 れ 発生荷 重 の 計算値

が せ ん断 ひ び割 れ の そ れ よ り も 相 当に 下 回 っ て い る結果 と
一

致

し て い る ．鬥！QD　1 の 試験体 で は ， η 。が 0。4以 下 の 範 囲 内 で 曲

げ ひ び 割 れ が せ ん 断 ひ び 割 れ に 先行 して 発生 し て い る が そ れ 以

上 の 範囲 で はせん断ひび割れ が 先行 し て 発生 し て い る ．さ らに

η 。 　0 ．8以上 で は 曲げ と せ ん 断 ひ び 割 れ は 発 生 し な く な り ， 縦
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 T ／Fc

ひ び 割 れ が 支配的 に

な っ て い る．

　 こ れ ら の ひび割 れ

発生荷重 は ， 実験値

と 計 算 値 で 比較的良

い 適合性 を示 し て い

る も の が 多 い ，
　 U紺CONFI 擢E卩　COHCRerE

一STEEL

　 CONFIHED　CONC爬EτE

図 5 　断 面 分割

1o
．1

o．

　
T ノ

　

　

・・

0，

rI

表 4 　 実験値 と計算値の 比較

供試 体 健 Q86 聢 qs 。 RQg 陵 Q ・ ε 睫Q50

102・02L ．57 且．360 ．95o ，86o ．97
122・022 ．13L72LOIo ，91o ．93
103・04o ，85 且．0且 Q，62o 、6z0 、刊
H3 ・010 ，86 置．04O ，62O ．63o ，71
123・04o ，85o ．91o ，85O ，860 ．91
1
’
24・041 ．D2o ．9io ．850 ．860 ，馴
虹0卜 061 ，14 ［．200 ．99o ，89o ．日5
m ・06o ．93LI21 ．050 ，95o ，BI
12卜 060 ．960 ．961 ．301 ．口 1．02
104−08o ．ε8o ，87L201 ．060 ．了2
lI4・081 ．ooLOO1 ．100 ，970 ．66
124・08o ．88o ，871 ．52 鹽．39o ．85
122．08LOO0 ．871 ．121 ．260 ．79
106−101 ，021 ，08L661 ．260 ．73
II6．Io 且．16 巳．80 馳．3G0 ．78
126・塵o 2．311 ．75D ．92
213・022 ．91 i．181 ．0 マ 0．82
212・o姻 1．831 ．o層 1．oo1 ．01o ．78
222−0亀 2．081 ．33Ll21 ．13o ．78
201−060 ，η 0，82L35L210 ．76
211・06 塵．531 ．261 ，嗣 1．290 ．8画
221 ・061 ．531481 ，59L42o ．61
20 瑁・081 ．18Lo91 ．721 ．360 ．67
214 −081 ．18 屆．291 ．651300 ，64
22噌・08LI31 ．221 ．70L310 ．60
223・09 o．袙 2．07 量．530 ．58
303 ．041 ．55 邑．D21 ．011 ．06o ．田
きL3・042 』 6 紅．17 凸．01 且．  2o ．62
323・o司 L901 ，［51 ．loL ．且o0 ．59
30卜 061 ．020 、86L281 ．卩 0．5τ
311・061 ．021 ．08LI6 且．OT0 ．52
321−0咽 1．［91 ，01 且．301 ．19o ．52
302．OT1 、190 ．9司 1．621 ，200 ．51
312・OTL 且90 ．831 ．56L2 臼 0、52
322−OT 0，931 ，59L28O ，50

記 号 説 明
cQsc ：曲 げ ひ び 副 れ 荷 重 計 算 値

cameen ：せ ん 断 酎 力 計 算 値

cOsc ：せ ん 断 ひ び 割 れ 荷 重 計 算 値
。Qev ：曲 げ 耐 力 計 算 燈

cQeE ：切 断 法 に よ る 曲 げ 耐 力 の

itqeo ＝ tQec ！cQec 　 　 　 計 算 値

RQsc ； tQsc ！cqsc

随Q8E 冨tQ 霞ノ CQBE 　 RQ8 ・
＝ 監 α囲／oQ8 り

tasu ＝
tq 」 ／cQ ．e 。 n

o

C  

nye

図 4 　 最 大耐 力 の 検 討
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曲げ耐力計算値 は実験値 と良 い 週合を示 して い る が

それ を上回 る範囲で は計算憤が小さな値 とな っ た ．

5．2．3 切断法 に よ る解析

　高軸力柱 の 内 部 応力 状 態 や 主 筋 の 歪 度 等 を 検 討 す

る 為 に ，こ こ で は切断法 に よ り曲 げ モ
ー

メ ン トを受

け る断 面 の モ
ー

メ ン ト
・曲率関係 の 解析 を行な っ 捷．

解析仮 定 と し て は ， 断面内 の 応力は平面保持 を ， 材

料 の 応 力 ・歪関係 はそれぞ れ の 材料 の
一軸載

碕実験 に よ っ て 得 られ た結果 を用 い た．コ ン　　6．0110．．1

ク リ
ー

トの 引張 り耐 力は無視 し ， 内部応力 が

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 A．OtlO’−2
断面 の 受 ける応力 と釣 り合 っ て い る と仮定し

た ，本解析で 用 い た断面 の 分割 を図 5 に 示 す
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1．OtLO −・2

　解析結果 の 内 ， 最 大耐力 を 実験値と比較 し

て表 4 に 合せ て示 し た が ，
こ れ ら の 値は曲げ

破壊 し た ， M！qD2 ， 3 で ， η。　 0．6以 下 の 12

体 の 試験体 に 対 し て 良好 な 適合性 を 示 し た ．

5．2 最大耐力の検討
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 塑 性 串

5．2。1 せ ん断補強筋の効果

　袤 3 を見 ると各試験体 の 最大耐力はせ ん断補強筋の 形

状に よ らず η。が 0．7以下の 範囲内で は そ の 増加に 伴 っ

て徐々 に 上昇 し ， η。が 0．7を 超 え る と そ の 増加に伴 っ

て 低下 し た ．M／OD2 ， 3 の 試験体 で は 曲 げ 破壊 が せ ん断

破 壊 に 先 行 し，そ れ に 伴 っ て 耐 力 は 多 少 低 い 値 と な っ た，

　 N とMIQDza一定 と す れ ば ， せ ん 断破壊 が 先 行 した試駿

体では複合スパ イ ラ ル 筋 で 補強 し た試験体の 耐力が ， せ 　
塑 性 躍

ん 断補強 量 が 多 い 事 も あ っ て ， そ の 他 の 補強方法 を採用

した試験体 に 比較 して 2 割前後 高 い 短 を示 して い る．ま

距 ， 曲 げ 破壊が せ ん 断破壊に 先行 し た 試験体 の 耐力 を見

る と ， 補強方法 に よ ら ず
一

定 の 値 とな っ て お り ， せ ん 断

補強方法 が耐力 に 対 して 影響 が 少 な い 結果 と な っ た 。

5．2。2 実験値 と 計算恆 と の 比 較

　最大耐力実験値と 曲げ耐力計算値 ，せ ん 断耐 力計算値
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 塑

を 比較 し て 図 4 に 示 す ．同図 の 縦軸 に は平均 せ ん断応力

度 （τ ks！c剛
：2
） と Fcの 比 の 値 を 採 り ， 横軸は η 。と し

泛．同図は M！aD別 に 示 して お b ，それぞれ の 図 に は，　 Fc

冨 200kg ／cm 　
2 と し た 場 合 の 計 算 値 の 線 を 書 き込 ん だ ．

　表 4 と 図 4 を 見 る と ， せ ん 断 破壊 し taM／QD　1 の 試験体

で は バ ラ ツ 1が大 き く ， せん断耐力計算値が実験値 に 比

ぺ て 多少大 き目な値 とな っ て い る ．

　曲げ破壊した鬥ノQD2 ， 3 の試験体は η 。　0．4迄は

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 塑 性 畢

lo

シ ア ス バ ン 比 　｛n’ 
盟1）　　　 ・ 力 比

　 　 0．5　　　　　　　　　　　　L．0一 理 o

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 髄 力 比

シ ア ス バ ン 比 　（門 ！Ob＝2 》

　 　 　 　 　 ● 璢電の フ
ープ配 鮪

配 購

巴 筋

O

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 軸 力比
　 　 　 シ ア ス パ ン 比 　〔”’qn＝3）

　 　 　 　 O 齡 の フ ープ鵬 　 0 ム ロ ”leD ・1
　　　　 △ 軸 ス ’冒 ラ ル 闘 ◎ △ EIH！。D・2

■ 歸川 圖

“局時祁材月 （Rur 舶 ．）

o，5 1．0−L厚 D

　 軸 力比

　 　 　 O 通蒂の フ
ーア旧協　　　○ ム ロ 鬥！ao＝t

△ 匚ヨM！  82

” …

nyo

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 鞘 力 比

図 6 　 変形性 能 の 検 討
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こ れ ら の 試験 体 の 解析結果 と実験値 との 比 の 値 の 平均値 は 1．16 で ，標準偏差は O．13とな っ た．

5，3 変形性能 の 検討

5．3．1 塑性率

　 各 試 験体 の 塑性 率 （μ ） お よび 部 材角 （R ） と η 。 と の 関 係 を 図 6 に 示 す ．μ の 図 中 に は 次 の

算定式に よ る 計算値 （Fc ＝ 200　 kg／cm 　 2 を 仮定 ） を 示 し た ．

　 μ
＝ 10（cQmean ！cq 則

一1）》 1．0 　 但 し，η 。
》 O．4の 場 合 μ

＝ 1．0　 　 　 　 　 （5） ［5 ］

　 上 式 に よ る 計算値 は 全 て の 試験体 に 対 し て 安 全 側 の 疸 と な っ た ．

　 こ れ らの 図を み る と ス パ イ ラ ル 筋の効果が 見受け ら れ る ．複合ス パ イラ ル 筋で 補強 した試験体

の 塑性率は通常 フ
ー

プ配 筋試験体 の 2 “−3 倍 の 値 とな っ た ．ス パ イ ラ ル 筋 で 補強し た 試験体は ほ

とんどの もの が 中国 の 鉄 筋 コ ン ク リ
ー

ト耐震設計規準 の 大 震不倒 の 原 則 で あ る R ＝ 　 1／50の 規定 を

上 回 っ て い る．また ， 通常 の フ
ー

ブ状配筋を した試験 体で ， η 。 　 0．4以上 の 高軸力を受 けるもの

は ほ と ん ど の も の が 低 い 変形性能 と な っ た ．

　 図 3 を見ると ， 複合 ス パ イ ラ ル 筋 で 補強 し た 試験体 の 復元力特性は ， 通常の フ ープ状配筋や 単

角 ス パ イラ ル 筋 で 補強 したもの に 比較 して 良好 なも の とな っ て い る．

5．3 ．2 高強 度 せ ん 断補強 筋 と ス パ イ ラ ル 筋 の 効 果

　 高 強 度 せ ん 断 補 強 筋 を 用 い た 補強効果 に 付 て は ， 今回 の 実験 で は 耐力 上 に は 余 り顕著 な も の は

見 ら れ な か っ た が ，変 形 性 能 の 向 上 に は 有 効 で あ っ ta．

　 単 角スパ イ ラ ル 筋 で 補強 した試験体 は，通常 の フ ープ状配 筋 の も の と比較 して 多少変形性能 が

向上 す る傾向が 見 られ た が ， 顕著なも の とはな っ て い な い ．特 に ，η 。 の 大 きな範囲 で はほとん

どそ の 効果 が 見 られ なか っ た．それ に 比較 して ，複 合 ス パ イ ラ ル 筋 で 補強 し た 試験体で は変形性

能に 関 して 大 き い な補強効 果が得 られ た．こ れ は，補強筋量 が多 く な っ た事 とサブ タ イ で 中間部

に 配筋 され て い る主筋 ま で も拘束 し て い る こ と に よ る 所 が大き く ， コ ア コ ン ク リ ーFに対す る拘

束効果だ け で な く，主 筋 の 座屈 を防 い で い る事 に よると思 わ れ る．

6 ，まとめ

　 高軸力 を 受 け る 鉄筋 コ ン ク リ ート造 柱 を 高強度 ス パ イ ラ ル 筋 で 補強 した際 の 補強効果 に 関 して

実験を行な っ た結果 ， 以下 の 事が指摘出来た．

a ）複合 ス パ イ ラ ル 筋 に よ る補強方法は 蕎軸力 を 受 け る 柱 の 脆性 破壊 を防止 するの に 有効 で あ っ

た ．本 実 験 で は 複合 ス パ イ ラ ル 筋 で 補強 した試験体 の 塑性率は ，通常 の フ ープ状配筋に よ る補強

の も の よ り 2〜 4 倍 の 笛と な っ た．b ）破壊 モ ー
ドに つ い て は，褄合 ス パ イラ ル 筋 で 補強 した試

験 体 は シ ア ス バ ン 比 1 の 試験 体 で 高軸力 を 受 け る も の で も ， せ ん断破壊を せ ず に 曲げ圧縮破壊と

な り，R ＝ 1／25の 繰 り返 し加 力 で も 軸 力 の 保 持 が 可能 で あ っ た ．　 c ） ひ び 割 れ 発生荷重 や 最大耐

力 の 値 は 補強方法 に よ ら な か っ た ．d ）実験 怛 と 既往 の 算定式 に よ る 計算値 と 比較 を し た 結果 ，

ひび割れ強度は良 い 適合性 を 示 し た が ，最大耐力 に 関 し て は バ ラ ツ キ が 大 き く ， 余 り良 い適合が

見ら れ な か っ た ．切断法 に よ る解析結果 は曲げ破壊 した試験体 に 対 し て よ い 適合性 が み ら れ た ．
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