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1　 は じ め に

　 近年 、 建 築構造 物 の 高 層化 、SRC構造 物 の 増 加 に伴 い 、こ れ らの 構 造物の 軽量 化 が 要求 され て
’
き

て い る 。現在 、軽 量 コ ン ク リ
ー

トの SRC 部材 へ の 使用 の 上 限 は、鉄骨鉄 筋 コ ン ク リ
ー

ト構造計算規

準 ・同解説
t ）

（以 下，SRC規準 と い う。）に よ りFc＝270kgf ／cm2 に 制 限 され て い る が 、よ り 高強度 な 軽

量 コ ン ク リー
トの 使用 が 可能に なれば 、高層建 築物 の 軽 量化 に 大 き く貢献す る こ と と 考え られ る。

一
方 で は、こ れ ら の コ ン ク リ

ー
トに用 い る 良質な骨材 の枯渇も次第に 顕在化 し つ つ あ る 。こ うし

た 背景か ら、高強度人 工 軽量コ ン ク リー
トの 需要 が 増 加す る状況 は整 い つ つ あ り、そ の 構 造性 能

に 関す る 資料 の 整備 が 要求 され る よ う に な っ て きた が 、現 在、高強度 人 工 軽量 コ ン ク リー
トを用

い た SRCts材 に 関す る 実験 的研 究 は ほ と ん ど行 わ れ て お ら ず 、　 SRC規準 で は 人 工 軽 量 コ ン ク リー
ト

を用 い た場 合に つ い て は、そ の RC部分に つ い て は RC規準 を準用する形 で 適 用 が 可能に な っ て い る 。

従 っ て 、実 際時に そ の 適用 が 合理的 であ る か ど うか 、特 に 、SRC部材 の 特色の せ ん 断付 着破壊 に 対

す る せ ん 断耐 力 に つ い て 、既往 の SRC部材 に対 す る実験結果 をそ の まま適用で きる か ど うか に つ い

て は 検証 で き て い な い 状況に ある 。 そ こ で 、 本研究で は 高強度人 工 軽 量 コ ン ク リ
ー

ト（Fc・360kgf

／cm2 ）を 用 い た SRC柱を 対象 と し て 、そ の せ ん 断破壊性 状 の 基本的 特性 の 把握 、お よ び終 局 せ ん 断

耐 力 の 考察 を 目的 と し、さ らに SRC規準に よ る 終 局せ ん 断耐 力式 の 適用 の 妥 当性 も併 せ て 検 討 す る。

2 　 実験概要

・． ・ 嫐 計酖 ・ び讖 体 　 §
　 実験 変数 と し て 鉄 骨形状 （十 字形鋼　 　 o

強 輜 形 鋤 帯 筋 比 （0．2％．e．6％．O．8％〕　 R
帯 筋形状 （閉鎖形 ．L字形）、お よび作用　 　鵠
軸 力比 （O、O．2）の 4種 類 を選 び、表

一1に

示 す Fc＝360kgf／cm2 の 人 工 軽量 コ ン ク

リ ー．
トを用 い た 8体 の 試験体 を計 画 し

　　　　　　　　　　　　　　　　 （十 字形鋼 ．L字形 帯筋 の 場合 ） O
た 。図一1お よ び 2に 試験体 の 断 面構成 お 　　　　　　　　　　　　　　8
よ び形状寸法 の

一部 をそれぞれ 示す 。

柱断面 は 30cm× 30cm、柱長 さは gecm．tt

骨 は ．十 字形鋼 は強 軸
・
弱 軸方 向 ともH−

20G× 50 × 6x12 、強 軸H形鋼は H−200xl

OOX5 ．5× 8と し た 。 主筋 は 、十 字 形 鋼 を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o

用 い た試 験体 で は 12−D16 （SD35）、強 軸H　 8
形鋼を用 い た試験体で は 12−D13（SD40）

で ある。帯筋 には、D6（SD30）を使用 し ．

帯筋間隔は それ ぞれ 10c皿 （Pw＝0・2％）・3・（強車由H形鋼 、閉鎖形 帯 筋 の 場合）

3c皿 （Pw＝ 0．6％）、2．5cm（Pw＝ 0．9％）と し た 。　　　 図一1　断面構 成

1強軸H形鋼、Pw＝ 0．2％
の 場合）

　図
一・2　形 状寸 法
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2 ． 2　 使用材料

　表
一2に使用材 料の 力学的性 質を示 す。コ ン ク リ

ー

ト は 粗骨 材 に の み 人 工 軽量骨材 （ア サ ノ ラ イ ト） を

用 い た第一種 軽量 コ ン ク リート と し、ヤ ン グ係 数 は 、

十 字 形 鋼 を 用 い た試験 体 で は 1．44× 105kgf／cm2 、強

軸 H形 鋼 を用 い た試験体で は 1．51× 105kgf ／c 皿
2 で あ

り、また比 重は そ れ ぞ れ 1．81、1，79 で あ っ た 。

2 ． 3　 載荷 お よ び測定方法

　載荷 は 、建研 式載荷 装置 を 用 い て 行 い 、軸力 を所

定 の 値 ま で 負荷 し、そ の 軸 力を
一

定 に保持 し た 状態

で 柱 中央 部 （反曲点位置）に 正 負の 繰 り返 しせ ん断

力 を 負荷 し て 行 う もの と し た 。 また 、変位の 制御は 、

荷 重点 の 横た わ み δか ら求 め られ る相対部 材 角 R （

＝δ／hh ：柱長 ） に よ る 漸増 変位制 御 法 に 従 っ た 。

3 　 実 験結 果

3 ． 1　 ひ び割れ お よび破 壊状況

　試 験体の 最大強 度時 におけ るひび割れ 状況 、お よ

び 実 験終了 時 の 破 壊状況 の 例 を図
一3に 示 す 。

表
一1　 試験体

一
覧

識 棉 鉄鰍 臠
砒 帯fiXff「dlt乾枇

36C2236C8236L2236L82L322L320L362L36022222
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表
一2　使用 材料 の 力学 的性質

繝 繍
飜 界（鑼欝 階

ずみ

階2 騒B
器書糊
盟， 嬲
Dl6　（SD35）

24212508303231623276433839483188　0．1誕（γy＝O．1725）
3381　　　　　　0■141
4753　0．143（7y ≡0．2161）
4476　　　　　　0，155
4188　　　　　0．176
601s　 　 　 −
4595　　　　　　0●202

コ ン ク リート種類 蹄 鍍 　 　 引張強度

（  f／CM2）　　 （kgf／cme）

覊
肺 脚 　嬲

881133

　各 試 験 体 と も、ひ び割 れ お よ び破壊 の 進行過 程は 類似 して お り、まず 曲げ ひ び 割 れ が 柱 側 面 に 、

次 い で 、斜張 力 ひ び割れ が 柱 正 面 に発生 し、そ の 後、主筋に 沿 っ て 付着割 裂 ひ び割れ が 生 じ た 。

最初 の うち、ひび割 れ は 骨材 の 間 を 縫 っ て 生 じた が、付 着割裂ひび割れ の 様な大きな ひ び 割れ 発

生 時に は 、骨材 自身を貫通 して ひ び割れ が生 じ た 。 ひび割れ は 、 最大耐力時ま で は 斜張力 ひ び割

れ が 卓越 し て い た が、それ 以降 の 履 歴過 程 で は、斜張力 ひ び割れ は ほ とん ど成長 せ ず、付着割 裂

ひ び割 れ が 主 筋全 体 に 著 し く成長 し、強 軸方向 の 鉄骨 フ ラ ン ジ と ウ ェ ブ の 境 界 位 置、お よ び 弱 軸

方 向 の 直 交 フ ラ ン ジ の 外 縁位置 に も付着 割裂 ひ び 割 れ が 生 じ た。ま た 、か ぶ り コ ン ク リ
ー

トの
一

部 が 剥離 お よ び 剥 落 し、せ ん 断 付着割 裂破壊 の 様 相 を呈 し た 。以 上 の よ うに 、人 工 軽 量 骨材 を 用

い た場合 、 柱材 と し て の 破壊性状 は非 常 に脆性 的な もの で あ っ た が こ れ は 骨 材 自身 の 性 質 が 脆 性

的 で あ る こ ともそ の
一

因 と な っ て い る と考え られ る。

　帯筋比 の 影響 に つ い て み る と 、Pw＝ 0．2％の 試 験 体 で は か ぶ リ コ ン ク リー
トの

一部が 剥 離お よ び剥

落 し ただ け で は な く、コ ア コ ン ク リート に ま で 破壊 が 及 ん で お り、最終 状態 に お い て 内蔵 され た

鉄骨の 露 出も認 め られ た。特 に、強軸H形鋼を内蔵す る軸力比 0．2の 試験 体 （L322）で は、帯 筋 の フ

ッ ク の 抜 け 出 し に よ り横拘 束が低 下 し、主筋 の 座屈 が 著 し く、鉄 骨 フ ラ ン ジ に 局部座 屈 が生 じ、

最終的 に軸力 が保持 で きな くな り破壊に 至 っ た 。こ れ に対 して 、Pw＝ O．5％お よび 0．8％の 試験 体 で は 、

か ぶ リ コ ン ク リ
ー

トの 剥 離が顕著 で 試験体 の ほ ぼ全面に 及 ん で い た が 、帯筋 に よ る 横拘 束 が 大 き

い た め コ ア コ ン ク リ
ー

トの 損傷は 認 め ら れな か っ た。帯 筋形状 の 影響に つ い て み る と．L字形 帯筋

の 試験 体 で は 、90
°
フ ッ ク 部 分 の 抜 け 出 し に よ る ひ び割れ が 著 しく成長 し、か ぶ りコ ン ク リートの

剥 離お よ び剥落を 促進 し、破壊 が 大 きな もの と な っ た と考え られ る。しか し、ひ び割れ の 発 生荷

重 に 関 し て は 、帯筋形状 の 違 い に よ る影 響は ほ とん ど認 め られ なか っ た 。 鉄 骨形状に つ い て は 、

十 字形 鉄骨 を 内蔵 す る 試験 体 の 方 が ひ び割 れ 発 生 荷 重 は 低 く 付 着 割 裂 ひ び割 れ も顕 著 に 認 め られ

た が 、最終破壊は 強軸H形鋼 を内蔵す る 試験体 の 方 が よ り大きな も の と な っ た 。ま た 、軸力 比 の 影

一364一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Concrete Institute 

NII-Electronic Library Service 

Japan 　 Conorete エnstitute

響 に関 し て も、軸力 比 0の 試験体 の 方 が ひ び割 れ 発

生 荷 重は低 い が、最終 破壊 は軸力 比 0．2の 試験 体 の

方 が よ り 大 きな も の とな っ た。

3 ． 2　 履 歴 特 性

　各試験体 の 履歴 曲線を 図一4に 示 す。縦軸は 作用 せ

ん 断力Q（tf）、横軸は 相 対部材 角 R（× 10’2rad ．）を表

す。また、破 線 は P − △効果 を表 し、一
点 鎖線お よ

び 二 点鎖線 は ．それ ぞ れ SRC規準お よ び拡張 累加強 度

理 論
3 ｝

に よ る終局せ ん 断耐 力 （Qu．Qsu）を表 す。

　 各試験 体 の 履歴 形 状 は と も に 最 大 耐 力 時 の サ イ ク

ル ま で は 極め て 安 定し た 紡 錘 形 を 示 し、そ れ 以 後、

僅 か な が ら逆 S 宇形 に 移行 す る 傾 向 に あ る が 、ほ ぼ

紡錘 形状 を保 ち、全 体 と し て は エ ネ ル ギ ー吸収 能力

の 高い SRC柱 の 特 性 が 認 め られ る 履 歴 とな っ て い る 。

作用 軸力 比 O．2の 試 験体で 最大耐力後に 大 き く耐力

が低下す るの は 、そ の 時点 で付着 割裂ひび割れ ｝こ よ

る コ ン ク リ
ー

トの 損傷が顕著 で あ っ た た め と思わ れ

＜L322 ＞ ＜L362＞ ＜L320＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図
一3　ひ び割れ お よび 最終破壊 状況

る。しか し、そ の 後 は付着割裂 ひ び割れ や か ぶ り コ ン ク リート の 剥離お よ び剥落は 促進 され るが、

耐力の 低下 は 緩慢で あ る。帯筋比 の 影響 に つ い て み る とPw； e．2％の 試験体 と、　 Pw＝ O．6％お よ び O．8％

の 試験 体 ど を 比 べ る と 後 者 の 方 が 耐 力 が 高 く、最大 耐力後 の 耐力 劣化 も緩慢 な も の と な っ て い る。

帯 筋 形 状 の 履 歴 特 性 に 与 え る 影響 は 認 め られ ず 、ま た 、軸力 比 に つ い て は 、最大耐 力時 ま で は そ

の 耐 力 は 軸力比 O．2の 試 験体 が軸力 比 0の 試 験体 を上 回 っ て い る が 、そ の 後耐 力 の 逆転 が み ら れ 、

軸 力 比 0の 試 験体 の 方が靭性 に 富ん で い た 。 鉄骨形状 に つ い て は 、十宇形鉄骨を 内蔵 す る 試験体

に 最大耐力 後 の著 し い 耐力劣化が認 め られ たが 、こ れ は付 着割裂 ひ び 割 れ の 発 生 に 起 因 す る も の

と考 え られ る 。軸力 比 0以 外 の 試 験 体 で は 0，03rad ．以 降 の 履 歴 は 、鉄 骨形 状 ご と に ほ ぼ 同 じ 形状

を 示 し て い る が 、こ れ は 鉄骨 自身 の 履歴性状 に 収 束 し た もの で ある と考え られ 、軸力比 0の 試験体

で は コ ン ク リートの 破壊 が小 さか っ たた．め RC部分 の 耐 力 が 幾分か 残 っ て い た と考え られる 。

3 ． 3　 ひ ずみ の 推移状況

　図一5に 帯筋お よ び鉄骨 の ウ ェ ブ、フ ラ ン ジ の ひ ずみ推移状況 を示 す 。 縦 軸は 各構 成 要素の ひ ず

み 度 E 、あ る い は γ を、横 軸 は 相対部材 角 Rをそれぞ れ 表す 。 な お 、破 線 は 各構成要素 の 降伏 ひ ず

み 度 を表す。

　 帯筋 に つ い て は 、特 に 帯筋比 ｝こ よ る 影響が 顕著 に 認 め られ 、Pw＝0．2％tsよ び O．6％の 試験体 は最大

耐 力時 に ほぼ降伏 し て お り、そ の 後 、 ひ ずみ は 減少 す る 傾 向が認 め られ るが．N こ れ は 変位 振 幅 の

増 大に 伴い 、帯筋の横拘束力 が最大耐 力後 コ ン ク リ
ー

トの 損傷お よび帯筋 フ ッ ク の 抜 け出 し等に

よ，
っ て 低下 した た め と思 われ る 。Pw＝ O．2％で L字形帯 筋を 用 い た試験 体 （36L22）で は 、最大耐 力時 に

ひ ず み は 急激に 増 加 し そ の 後に 大 き く低 下す る が 、こ れ は 90°

フ ッ ク部分 φ抜 け 出し に よ る もの で

ある 。 また、Pw＝ 0．8％の 試験体 で は帯筋は ほ とん ど降伏 し て い な か っ た 。 十字形鋼を用い た 試験体

で は 最大耐 力時 に お い て 鉄骨 ウ ェ ブ は 降伏せ ん 断ひ ずみ に は 達し て い な い が、そ の 後、帯 筋 の 降

伏 に伴 う横拘束 力 の 低 下、コ ア コ ン ク リート の 損 傷 に よ っ て 負担 せ ん断 力 が増 加す る た め 、ひ ず

み は増加する 。

一方、鉄骨フ ラ ン ジ につ い て、柱 材 で 曲げ応 力 が 最大 とな る 材 端部 の ひ ず み をみ
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軸力 比
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　図
一4 履歴 曲線

る と、各試 験体 とも最 大耐力時 に は ほ ぼ降伏 ひ ず み に 達 し て い る 。こ の こ と よ り、最 木耐 力 時 に

は 鉄骨 要 素 は 全 塑性 モ ーメ ン トに 達 し、曲げ耐 力 を 発 揮 し て い る と思わ れ る。

3 ． 4　 鉄骨 お よび鉄 筋 コ ン ク リ
ー

ト部分の 負担せ ん 断力

　 図
一6に試験 体 の 鉄 骨部分 の 負 担せ ん 断力 ： sQ お よ び鉄筋 コ ン ク リート部分 の 負担 せ ん 断 力 ：rcQ

（＝ srcQ − sQ ）と 部 材 角 の 関 係 の
一例 を 示 す 。縦 軸 は 負 担 せ ん 断 力 の 無 次 元 化 量 ；Q／bDFcを、横 軸 は

相対部材角Rを そ れぞれ 表す。また、一点 鎖線 は 後述 の SRC規 準よ り 求 め た鉄 筋 コ ン ク リー
ト部分

の 理 論せ ん断耐 力 rcQu を、点線は 鉄骨部分の 理論せ ん断耐力 sQu をそれ ぞれ表す。なお、　 srcQ は

全 せ ん 断 力を表 し、sQ は鉄骨部分 が完全 弾塑性 の 挙 動 を示 す と仮 定 し、鉄 骨 フ ラン ジ 部分 の ひ ず

み 度 か ら算 出 され る 曲げ モ
ー

メ ン トに よ り求 めた鉄骨 部分 の 負担せ ん断 力を表 す。

　鉄骨部分 の 負担せ ん 断力は 、各試験体 ともSRC柱材 と し て の 最大耐力時に 最大 とな り、そ の 後は

ほ ぼ
一

定 の 値 を示 して い る。また 、そ の 値 は sQu に ほ ぼ
一

致 して い る こ とか ら鉄骨 部分の 負担せ ん

断力は SRC規準に よ る 理 論せ ん 断耐力 sQu に よ っ て ほ ぼ評 価 で き る もの と 考 え られ る。鉄筋 コ ン ク

リ ー
ト部分 の 負担 せ ん断 力は、各 試験体 とも rcQu をか な り上 回 っ て お り、帯筋比が小 さくな る ほ

ど そ の 耐 力差 が 大 きな も の とな っ て い る 。軸力比 の 与 え る影響 を み る と軸力 比 が
．0．2の 試験 体 で

は SRC柱 と し て の 最大耐 力前後に
一

気 に RC部分 の 耐力が劣化 し始め る が 、こ れ に 対．し て 軸力 比 0の

試 験体で は 大 きな劣化 は 認 め られ な か っ た 。鉄骨 形状 に 関 し て は 、十字形鉄 骨 を 用 い た 試 験 体 の

一366一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Concrete Institute 

NII-Electronic Library Service 

Japan 　 Conorete エnstitute

　1．0
（％ ）

　　　　
　 　 　 　 　 （XIO

“

r・d．）
　 　　　 　 図一5　 ひ ずみ の 推移 状況

200，
　
20

　
0

O．10

0　 　 1　 　 2　 　 3

0．10

4 　 5R
　 　 ’t
〔xlO 　rad ．｝

図
一6　鉄 骨お よ び鉄 筋 コ ン ク リート部分 の 負担 せ ん 断 力

Q（’bD 代 ｝ 　　　Q （
0．20

’bO 恥 ）

＜L320＞ ＜36C82＞

0．10
RcQ ロ・

o ． ． R
「

一ロ， 胃−鴫一騨一一一一一一
sQu 嚼一 一一＿一＿一 一一一一昌

0　　 12 　 　 34 　，25
（翼10r＆d．⊃

R
　　b1234 　．a5

倒 Orad．⊃

R

方 が ．強 融 H形 鋼 を 用 い た 場 合 と比 し て

理 論耐 力 （rcQu ）と の 耐 力差 は 大 きい 。

4 　 せ ん 断応 力度係数 α mex の 検討

　 文献 2）に従 っ て 、軽 量 コ ン ク リー
ト

を用い た SRC柱の せ ん断付着破壊耐力

に対す る コ ン ク リー
トの 直接 せ ん 断 応

力 度係 数 α max を

α max
＝ （Qexp−sQu −rQo ）／b

’ ・rd ・Fc・・ 

に よ っ て 検討 す る 。 こ こ で ， sQu は 鉄骨

部分 の せ ん断耐 力 で 、前述 し た 様 に 本

実験 で は 曲げ耐 力 か ら決 ま る せ ん 断耐

　 α max
O．4

O」3

02

o．1

α s＝min 曹（0．15，22．5／Fc＋0●04ら）

　　睡（  fた  ）

o 　　　　 100　　　 200　　　 300　　　 400
● ：十字形鋼を用い た軽量コ ン ク リ

ー
ト試験体（本実験｝

匿 ： H 形鋼 を用い た軽量コ ン ク リート試験体（本実 験）
□ ： H 形鋼 を用い た普通コ ン クリ

ー
ト試験体（文献2））

　　　図
一7 せ ん断応 力度係数 α max

力 で あ る 。rcQu は 帯 筋に よ る せ ん 断耐力 で 、最 大耐 力時 には帯 笛は ほ ぼ降伏 し て い る の で 、

　 rQo ＝rPw ・
σ wy ・b・rd …

　
… ・… ・・

 

で あ る 。 最大耐力時の 実験 値Qexpよ り α max と コ ン ク リ
ー

トの 関係 を検討 し た結果 を 図一7に 示 す。

縦 軸 は α ，，ex ．横 軸 は コ ン ク リー
トの 圧 縮強度Fc（kgf／c 皿

2
）を表 し ．● お よび ■ 印 は そ れ ぞ れ 本 実 験

に お け る 十宇形 鋼 お よ び強 軸H形鋼 を 用 い た 軽量 コ ン ク リ
ー

ト試験体を ．囗 印は 文献 2）に お ける普

通 コ ン ク リート試験体 をそ れ ぞ れ 示 す 。 また 、図中 の 実線は SRC規 準 式 で せ ん断付 着破壊 で 決ま る

場合 の コ ン ク リート部 分 の せ ん 断応 力 度係数 α S を 表 し、

　 α s ＝ min ．（0．15，22．5／Fc＋ O．045）・・ 

で あ り、点線 は SRC規準 に準 じ て 軽 量 コ ン ク リ
ー

ト を用 い た 場合 の 低 減係数 K＝ 0．9 を考慮 し た 0．9

α sをそれぞれ 表す 。 図よ り強軸 H形 鋼 を用 い た 軽 量 コ ン ク リ
ー

ト試験体 の 場合は 普 通 コ ン ク リー

ト を用 い た場合 と ほ ぼ同 じ 値 を 示 し て い る が、十字形 鋼を用 い た 場合は よ り高い 値を示 して い る。

し か し、何 れ の 場 合 に お い て も軽 量 コ ン ク リ
ー

トに よ る 実験 値 は α Sよ り高 い 値 を 示 し て い る。

5　 終 局 せ ん断耐 力 の 検討

　SRC規 準式お よび拡張累加強度理論式
3）に よ り終局 せ ん 断 耐力 を 検討 し た結果を 図 一8お よ び 9に
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匚 ］ 拡張累加強度理論による終局せん断 耐力
P 薀　SR〔親準による終局せ ん断耐力

図
一9　理 論値 と実験値 の 比 較

示 す。図
一8は 最 大せ ん 断耐力 （正 載荷 時）と理 論値 との 比 較 を 無 次 元 化 軸 力 n と 無 次 元 化 せ ん 断 力 q

に 関す る 相 関 曲線 で 表 し た もの で 、図中 の SRcIm お よ び SRclsu は SRC部材 の 終 局曲げ耐力 か ら 求 め

られ る せ ん断耐 力お よ び拡張 累加強 度理論に よ る終局せ ん断耐力 をそれ ぞれ 表す。R。Imお よびsIm

は鉄 筋 コ ン ク リ
ー

ト部分の 終局曲 げ耐 力 か ら求 め られ る 終 局 せ ん 断耐力 お よ び鉄 骨部 分 の 終局 曲

げ 耐 力 か ら 求 め られ る 終 局 せ ん 断耐 力を表 し、Iu は SRC規 準式 に よ る 理 論値を 示 し て い る 。な お 、

図中の ● 印 は実験値 で あ る。図一9は SRC規 準 お よ び拡 張累加 強度理 論 に よ る 理論値 と 実験 値 の 比 較

を示 した もの で 、Qsuは拡張 累加 強度理 論 ｝こ よ る 終 局 せ ん 断耐力 を 、また Quは SRC 規 準 に よ る 終 局

せ ん 断耐力 をそれ ぞれ表 す。なお ，図一8お よ び 図一9の 何れ に お い て も前述 の 理 由か らSRC規準 を 用

い た 場 合 に は 軽量 コ ン ク リ
ー

ト に対す る低減を 考慮 し て い な い 。 全 試験体 に つ い て 、理論値 と実

験 値 の 比 は 1．O以上 を 示 し て い る が 、そ の 安全 率 は SRC 規準式 に よ る 値 の 方 が拡張 累加強 度 理論 に

よ る 値 よ り高 い 。拡 張 累加 強度理 論 ｝こ よ る 計算値 は 、実験変 数 に よ る ば らつ き も小 さい の で 、36

0キロ級 の 人 工 軽量 コ ン ク リ
ー

トを 用 い た SRC 柱 の せ ん 断 耐力 は 拡張 累加 強度 理論 に よ っ て よ D 適 確

に評価 で き るもの と考え られ る 。

一方、SRC規準に よ る 計算値 は、安全 率 の ば らつ きが大 き く、ま

た 実験 変数 の 与 え る影響をみ る と、帯筋比 が 小 さい 方が 安全 率 は 高 く、鉄骨形状で は十 字形鋼 を

用 い た試 験体 の 方が 安全率 は 高い 。 従 っ て ．SRC規準式 にお い て 、帯 筋比お よ び鉄骨形状 の 与 え る

影 響 に つ い て は 、今 後更に検討す る 必 要が ある と考 え られ る 。

6 　 結論

　 360キロ級 の 人 工 軽 量 コ ン ク リートを 用 い た SRC柱 の 破壊性 状 は 、そ の 特 徴 と し て 骨 材 自身 の ひ び

割れ を伴 う付着 割裂破 壊 が あげ られ 、ひび割 れ発生 後 の 剛 性 の 低 下 は 大 き く、ま た、最大 耐力 後

の 耐 力 劣化 も顕 著に認 め られ た。また、そ の 終局せ ん断耐力は 、累加強度理論 お よ び SRC規 準式 に

よ っ て 、普通 コ ン ク リ
ー

トと同様 に評価で き る が 、特 に SRC規 準式 で は 軽 量 コ ン ク リー
トに 対す る

低 減 係数 を考慮 しな くて もそ の 安全 率 は 1．2以上確保 で き る。
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