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1．　 ま え が き

　　列車 の 保安装置 で あ る プ レーキに まず要求 され る 事

項 として，在来か ら原則 と して あげ られ て い る機能の

　目標は ，新幹線用電車 に つ い て もその 例外 で は ない ．

すなわ ち ，

　 （1） 信頼度 が 高 い こ と．

　   　自由度 が広 い こ と ： ブ レーキの か けゆる め が 自

　　 在 で あ っ て ， 運転士 の 意志 どお り素早 く応答で き

　　　る もの で あ る こ と．

　   　ブ レーキ作用 が 均等 で あ る こ と．

　 （4） 保守費 を含 め て 経済性 あ る もの ，

　 以 上 の よ う な条件 を満 た さな けれ ばならない が ， こ

の 電車 の よ うに 今 まで 我 々 が 経験 した こ との ない 高速

運転 をす る車両の 笏合は，趣 きも異な り特別 の 考慮 も

払 わ ね ば ならない ．

　 まず信号方式の 全面的変更 に よ りブ レーキ 機購は，
制御の 大 部 分 が ATC の 指令 に よって行なわ れ ， 運転

士 自体 の 操作す る範囲 も機会 も非 常 に 少な く．常時 は

駅停車用 ブ レーキ扱 い の み で ．他 は 主 と して 機器の 正

鴬 な作用 状 況 の 監視 で ある こ とか ら，ブ レーキ方式は

おの ずか ら在来 の もの と変 わ っ て しま っ た．

　在来線 の 「こ だ ま」の 場合 もや は り発 電 ブ レー
キ を

併用 した 電磁直通 ブ レ
ー

キ で あ る が ， 発勉 プ レー一キ を

制芻す るの に直通ブ レーキ管圧 力を用 い た，した が っ

て ブ レーキ の 劇御 は 車掌弁 に よ る 非常 ブ レーキの ほ か

すべ て 運転 士 の 操作す る ブ レーキ 弁ハ ン ドル の 動 きに

よ っ た．すなわちブ レーキ の 指令 は 運転 士の 視力そ の

他 の 感覚か ら人聞の 神経 な どの メ デ ィ ア を経 裔 して 車

両 の ブ レーキ が 発動す る もの で あ っ た が ， こ の 電車 の

場合 は高速運転 をす る た め ブ レ
ー

キ 距離 が 直 視距難 を

は る か に上回わ る の で，視力 に た よるわ け に 行 か ず常

時 は ATC の 指令 に よ リブ レ
ー

キ を発動す る もの とな

っ た．

　ブ レ
ー

キ 指令 の 発儔が ATC の 指 令 に よる な らば ，

空 気 プ レーキ の 発動 もその 指令 に 直結する電磁 弁 な ど
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を利用 した ほ うが もちろん好都合 の 点 が 多 い が，電 気

指令 の 制御機構は 指令伝 勸 ミ速 く巧 み な制御 が 可能 で

あ る 反 面， 回路に 接触不 良など不慮 の 故障が 起 ると広

範囲 に わ た っ て突然作用 不 能 となる おそ れ が ある．こ

の ような場合 の 対策 と して 空 気 ブ レーキ だ け で プ レー・

キ カ の 裏付けが可能 となるように，常時励磁 回路 を切

る こ とに よ っ て働 くプ レー一　＄力 を確 保す る ご とく仕組

ん で あ る．

　在来 の 空気ブ レー
キ 方式 に おい て例外 な しに 採用 し

て い たブ レーキ管減圧方式 を今 回 い っ て きし， 引 と お

しの ブ レーキ管 をや め ， 全列車 を・一往復 す る緊急ブ レ

ーキ回路 と名付 ける電気回路 に お きか えた．こ れ に踏

切 っ た の は，在来電 磁 直通ブ レーキ の 列車分離対策に

余儀な く併用 して い た制御弁を必要 と しない こ と，こ

の 回 路 は列車分離 の時の 保護の みなら ず，列 軍 に 急 き

k 空気ブ レ
ー

キ をか け る必 要ある と きの 保護装置 と し

て 幾重 に も簡単 に利用 で きる利点が ある こ と，ならび

に こ の 電車がブ レーキ以外の 故障 で 他の 動 力 車 に 救援・

を仰 ぐ時 な どの 無 動力 回 送 は ， 同種 の 電車に よ る とい

う前提に立 った か らで ある．

2． 主要部品 の 説明

　 2・1　ブ レーキ弁 （VB ）　 ATC の 指令 とは関係な

くハ ン ドル 扱だけで 空気ブ レー
キ も，発電 ブ レーキ も

ともに 制御可能 の もの で，空気部と電気部か ら成り立

っ て い る （第 ・1図）．

　雍気部 （図の 中央部）は ハ ン ドル の 回 転 角度 に 比 例

した LE力 を送 り出す セ ル フ ラ ッ プ方式の もの で ，回転

角度 に 比 例 する カ ム の リフ トが制御圧 力を決定 す る．

制御圧力 は 管 cp か ら複 式逆 止 め 弁 （DC ）経 由で 電磁

直通制御器 （EPFC ）へ 送 られ る．

　電気部 は ハ ン ドル 角度に 応 じて発電ブ レ
ー

キ を制 御
『11る 可 変抵 抗器 （図 の 下部）と ，

ハ ン ドル 扱条件に よ

り開閉す る 12 個 の 電気接点 （図の 上部）を持 っ て い

る．

　2・2 電磁直通制御器 （EPFC ）　　ブ レーキ弁 に 付

属 し，ブ レーキ弁 の 空気圧指令を受 け対応圧 を各軍に

設備 した 電磁弁 を通 じ全列車 に 与 え る機 器 で ある．指
レ

令圧 を膜 板 の 一面 に 受 け他 の 一
面を直通管 に 面 して連
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結 し， こ の 膜板の 動 きに よ っ て 開閉す る 電気接 点 を持

　ち，一
方各車両に 備 え た直 通管 圧 給排用 の 一

組 の 電磁

弁 （ゆるめ 用 RV および ブ レーキ 用 AV ）を，直通

管 とと もに 引 とお した 回 路を使用 して 直通管圧 の フ ィ

ードバ
ッ ク を受 けな が ら動 く電気接点 に より制御 し，

指令 圧 を直通管 に 再生 す る．

　 平常時 ATC か ら発 せ られ る空気ブ レーキ指令は，
ブ レーキ 弁 とは 別 に，ATC 指令用電 磁 弁 （ATCV ）
の 消磁 に より調 圧 弁 （PLV ユ）を経巾 して 複式逆 止め

弁の ブ レ
ー

キ弁 の 反 対側 か らは い って くる．

　 丸際 の もの は 膜板 を 3 枚お き，そ れ らの 二 つ の IP 間

室に それ ぞ れ 置 か れ た 電 磁 弁 （16C）　SV ，ユ10　SV ）の 消

励 磁 の 組合 わ せ に より，同 じ指令圧 に 対 しそ の 時 の 遉

i に よ っ て 三 とおりの 直通管圧 を得 る こ とが で きる．
こ れ は ATC 制御 に よ る場含 あら か じめ 決 め られ て い

る 三 つ の 速度域 ご と に ， ブ レーキ率速度制御を行な一・

て 予定の 減速度 を得よ うとす る もの で あ る．

　2・3 電磁 弁　電 磁 コ イル の 消励磁 に よ っ て開閉
『1

る 空気弁で ，こ の装置に は い ずれ も OFF 電 磁 弁を採

弔 して い る．発電 ブ レ
ー

キ発 効 中空気ブ レーキ を待機

させ る締切電磁 弁 （LOV ）は ， こ れ が 断線 す る と発電
プ レー一

キ に 空気ブ レ
ー

キ が相重 な っ て車輪滑 走を起 こ

す の で，こ の 断 線 とと も に 発電 ブ レーキ も消滅 させ る

よ う発電 ゾ レー
キ 制御 継 電器 と直 列 回 路 に い れ て あ

る．した が っ て この 電磁弁 の 定格電 圧 は，継 電器 と直
5iJに い れ る必要ある 緊急 ブ レー

キ 用電磁 弁 と ともに そ
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　の 他 の もの が，い ずれ も 100V で あ るが とくに 50V

　 と して ある．

　　また滑走防止装置に使用する 電磁弁 は台 車 に 取付 け

　られ る の で，耐振性 の 小 形強力な もの とす る た め交 流

　用 100V 電磁 弁 と して ある．

　　2・4 複式逆止め 弁 （DC ）　 三 又 路 で二 つ の 供給通

　路の うちの 高 E の ほ うが 出 口 の 第 3 通 路 に 開 き， 低 圧

　供給通路 を締切る逆止 め 弁で ， 2路の 差圧で 選択開閉

　を必 要 とす る追分通路 に お く．

　 2・5 中継弁 （RV ）　指 令 圧 を受 け て 供給空気だ め

空気を 中継給排す る大 容 量の 弁 で あ る．直通管圧 を受

　け て各車の ブ レーキ カ を出す た め の 中継 弁 は ，非 常 ブ

レーキ 時の 分増 し圧 力 を累 加 で きる よ う二 重 膜 板 と し

た 複式中継弁 （DRV ）と して あ る．

　 2・6 増 圧 シ リ ン ダ （ASOI）　 大径 （180　nlm ）の

空 気 ピ ス トン と小 径 （42mm ）の 油 プ ラ ン ジ ャ とを直

結 し， 約 18 倍の 増 圧 比 を得る空 油圧 増圧器 で，中継

弁 か ら送 られ て 来た ブ レーキ指令空 気 圧 を油圧 に 変換

昇圧 す る．最高油圧 は 約 120kg ！cm2 で滑走防止装置

を持 っ て い る，

　 2・7 油圧 シ リ ン ダ （OC ）　 台車装架の ブ レーキ ン

リ ン ダを小形化 し基礎 ブ レーキ を簡単 に す る た め，高

rEの 油圧 シ リ ン ダ と し た もの で ，ピ ス トン の 押 出力 は

て こ を介 して 制板 子 を両面か ら締付ける．円板 ・制板

子 の 摩耗 に よりピ ス トン 行 程 が 伸び る と作用 が 鈍化す

るの で，もどり行程 を阻止す る す き ま調 整 器付 と な っ

て い る．

　 2・8　気圧 ス イ ッ チ （PS）　 空気圧 で 電気接点を開

閉す る ス イ ッ チ で，元空 気 だ め 圧 減衰時また は 直通管

圧 の 立上 が りが 異常の 場合緊急ブ レーキ を か け る よ

う，元空気 だ め管 （MRP ）お よび直通管 （SAP ） に そ

れ ぞ れ 置 く．

2・9 二 道締切弁 （TCV ）　 電源 の 故障 な どで 電 気

関 係が 全面的 に 使用不能 となった ときに ，純空気の 直

通 ブ レーキ を作用 させ る た め の 通路 の 開閉 用 弁 で あ

る．

　2・10 車端解放器 （COC ）　 緊急ブ レーキ回路の 折

返点の 回路構成 と， 空気通路開閉 コ
ッ ク とを組合わ せ

一
体 とした もの で あ る．

3．総合作用 （機器名称略号 は 第 2 図参 照）

　3・1ATC 　tcよ るブ レ ーキ作用　 プ レーキ指令 は

電 磁 弁 （ATCV ）が 消磁 す る こ とに よ り供給 空気だ め

圧 が 調 圧 弁 （PLV 　1），複式逆 11
一め 弁を経 て電 磁 直 通 制

御器 （EPFC ） の 膜板の 一面 に 送 られ，そ の 電 気接 点

の 開閉 に よ り引 とお し回 路 150
， 151 な らび に 各車 の

昭 和 39 年 工1 月
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電磁弁 （RV ，　AV ）経 由で 直通管 （SAP ）の 圧 を制御

し， こ の 圧力 を EPFC の 膜板の 他 面 に 呼び 返すフ ィ

ー
ド バ ッ ク 制御 で あ る．こ の SAP 圧 を各軍の 複式中

継 弁 （DRV ）が 締切電厳弁 （LOV ）経 由で 拾 っ て 空

気 ブ レーキ カ とする の で あ る が ， 発電 ブ レーキが健在

な限 りSAP 圧 は LOV で止 め られ 空気 ブ レーキは か

か らない ．

　EPFC の 膜板有効面積 は 三 つ の 速度域 に した が っ て

海要減速度1．5，2．o また は 2．7km ！h！s を出 す た め小

さい ほ うか らそ れ ぞれ 3LO 唾，42．24 お よび 55，64　cm2

と な っ て お 1），別に 設 け た 速度検知機溝か らブ レーキ

作用 中の 速度域 に よ り，第 1表 の よ うな消励磁制劉 を

受 け PLV 　1 の 同 じ指令に 対し速度域 ご とに SAP 圧

を変え る．

　3・2 　プ レ ーキ 弁 に よ るプ レ ーキ 作用　 ブ レーキ弁

を取 扱 う こ と に より cp 管 を加 圧 し DC 経由で ATC

郎

制 御 の 場 合 同様 EPFC を作用 させ るが，　 cp 圧 は一定
で は な くハ ン ドル 角度 に 応じ可 変 で あ る．た だ し発電

ブ レーキが有効に 作用 して い る限 り，各 車 の LOV で

空 気 ブ レーキ を阻止す る か ら，平 常 は 発電 ブ レーキ の
．

期待 で きない 低速 （約 50km ！h）に な っ て初 め て 塞 気；

ブ レ
ー

キ が 作 用 す る．な お前 2 節の 場合 と もヲ隔ケブ レ

ーキ 指令 が 出 る と発電ブ レ
ー

キ作用の 有無に か か わ ら

ず空気 ブ レ
ー

キ の 増 分 が 追加され る．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 　 1　 表

速 f．E 域 kmlhl 　 IOO・U 上 ！16。〉 一＞ 110

電 磁弁の 　160　SV
引
　　 Qn 　　　　　　 off

消 励 磁 110SV ．　 on 　　　　on

。粘
の

翫 ll：ll．一・… 8
…ll：li−・．・5・

SAP 紐 の 比 1　 　 　 1・50 ・2・04 ・2・69

所 要 減速 度 の 比 旨　 　 　 　 　 L5 ：2．0 ：2．7

110 以 下

off

　 off
’

55．64
　 　 ；1．eo55．64

几eも
’τ“¢

芝
：
；一：
．．二
”

；．

1
〜

穿」一 →

tU −．一　．

｛
−
1丶

‘
；

　　　
美纛

1讐蝶翻∴廻
機器那号 　　名　　称

ASOI ； 増圧 シ ワン ダ （Air　Servo　Oil　Intensifier）
BVCOCDCDRV： ブ レ ーキ 弁 （Brake 　Valve ）

：車端解放器 （Cut 　Out 　C ◎ck ）
； 複式 逆止 め 弁 （Double 　Check　Valve）
二複式中継弁 （Duplex 　Re 王ay 　Valve）

L ＿一．＿一．菫3更舶鋤

EPFCT 電磁直通制御器 （E 足ectro 　Pneumatic　Feed　back　Centroller）
MRMRP

醐
’“T9

こ1：簸冓貔 ：

：元空気だめ （Main　Reservoir）
：元 空気 だ め讐 （Main 　Reservo 正r 　Pipe）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 AV ：プ レ ーキ 用，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 RV ：ゆ る め 用，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 2図　空

　　　　 一1．　 ．．
．
：1，、．糞

塗．

「　　　　　
二
i、．−i

．
　　　　　　ロ
L ＿．．一惣垂堕戯

機 器略号 名 　 称

OC ：油圧 シ リン ダ （Oil　Cylinder）
PLV ：調 圧 弁 （Pressure　Limitting　Valve ＞
PS 　 ；気圧 ス イ ッチ （Pneumatic 　Switch）
SAP ：直 通 管 （Straight　Air 　Pipe）
SR 　 ：供給空気 だめ （SupPly　Reservoir ）

SRV ：単式中継弁 （S玉mple 　Relay　Valve）
TCV ：二 道締切弁 （Twln 　Cut　out 　Valve）

鳳切締VLo
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　 3・3　緊急 ブ レーキ　 列車分離，緊急 ス イッ チ扱の

・ほ か ブ レーキの 保安度 を増すた め，ブ レ
ーキ指令 が出

て い る に もか か わ らず SAP 圧 の 立上が りが 不良の 揚

合や MR 圧 が減衰した揚合に ， 自動的 に 緊急ブ レーキ

が作用す る よ うそ れ ぞ れ気圧 ス イ ッ チ を設 け，こ の 隅

路 を開 くよ うに し て あ る．す な わ ち 緊急 用 電 磁 弁

（UV ）の 消磁 に よ 13調圧 弁 （PLV 　2）で 3．6kg ！cm2 に

調 EEされ た 空気 で 複 式 中継 弁 （DRV ） が制 御 され る．

　3・4 純直通 ブ レ ーキ扱　 電気制御回路 の 故障 な ど

の 場合純空気的 に 列車 の 空 気 プ レーキ を作用 させ る

た め の プ レーキ 扱 で
， 先頭車 だ け に お か れ た 申 継 弁

（RV ）と こ れ と直結し た 二 道締切弁 （TCV ）を開 い て

ブ レ
ー

キ 弁 を取扱 え ば，cp 吐が こ の 中継弁 （RV ）に

作用 し全列車 の 複葬二中継弁 （DRV ）を SAP 圧 の み で

制御して 空気 ブ レーキ をか け る こ とが で きる．

4 ． あ と が き

　初速 2 Okm ！h か ら使用するブ レーキは 過去 の 経験

が 通 用 しな い 領域 で あ っ て
， 空気ブ レーキ 装置 に おい

て も試験台試験 か ら量産化まで の 道 の りは 遠 か っ た

が，試作 した 装置 の 成 績か ら量産 に移す自信を得た．

た だし 1 章 の （4）項 で 述 べ た 保守費を含 めた 経済性に

つ い て は 使用実績が 回答をもた らすで あろ う，

　試 作以 来 の 体験 で 認識 した こ とは ， 電気制御 は 保安

度を上 げ る た め に 追加 され る数多くの 補助継電器 など

を使用 す る の で ，純空気式制御 に比 し指令の 伝達は 速

い けれ ども応答は 思い の ほ か 早 くな い 面 が あ る こ とで

あ る，これ は将来 こ の 装置の 簡素化等 の 問題が起 っ た

時の 参 考 とす べ き宿題 で ある．
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毎．「 磁気と超伝導を統 合 した コ ン ピ ュ
ー タの 記憶装置

づ一

　1964 年 4 月 27 日 か ら 29 日 まで 3 日 問 ワ シ ン ト

ン で 開催 され た ア メ リカ ナ シ ョ ナ ル 科 学 ア カ デ ミの 年

次総会 に
，
RCA 研究所 の J．A ．　Rajchman は最新式

の コ ン ピ ュータ の 記憶装置 に つ い て 論文 を提 出 し た ．

RCA 研究所 で は 最近 ， 記 憶 装 置 の 総合 とい う面 で 二

つ の 進歩 した 研究 を完成した．そ の
一

つ は ， 半導休回

路 の 積層フ ェ ラ イ トで あり， 他 の 一つ は ，超伝導 の 連

続記憶 シー トで あ る．前者 の 積 層 フ ．＝ラ イ トの 記憶装

置 は，導体 をは め込んだ フ ェ ラ イ トの ブ ロ
ッ ク で ， こ

れ を作 る に は ，伝導 ラ イ ン をあらか じめ ガ ラ ス 板 の 上

に 塗布 して 置 き，そ の 上 に ス ラ リ状 の フ ェ ラ イ トを ド

ク ；？ブ レードで 平 ら に の ばす．こ れ を， は ぎ，
3 枚 ま

た は それ 以．L数枚を重 ね て EE縮 し，さらに 焼結 させ る．

その 結果，厚さ O．005・in とい う薄 さの フ ェ ラ イ ト製

品 で ， か つ O．OOS〜0．OOI　in の 間隔 で 密接 し た導体 を

も っ た もの が で きる．そ の 導休 は，等価直径 o．eo3in

の 薄い 記憶素 子 を形成す る． こ うして 16　384 の 素子

をもつ シ ートが作られた．素子 が小 さい の で
， 高速度

操 作が可 能 とな る．実際 に は 0．1 μ s の 操 作 が で き

る．また 30κ50mA の 非常 に低電流の使用 もで る．

超伝導 は，記憶装置 に 理想的 な特性 を提供する もの

で ，記憶保存の た め の 永続電流 を保ち，切 り換え で 超

伝導状態 か ら正 常状態 へ 迅速 に 移動し，完全 に 磁気 し

ゃ へ い とな る反 磁性を持 っ て い る．
　 　 　 　 　 　 （Science ，1964，　VQL 　 I44，　 No ．361S，　 p．566）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （日本科学技 術躊報 セ ン ター提供）
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赤 　外 　高 　温 　計

　放射高温計 の 多 くの もの は 種 々 の 制限 が あ るの で 温

度の 概数 しか 示 さない ．表面 の 状態 に よっ て も放射率

は 異な る し，物俸 と高温計の 間に ある吸収 の 変 1匕に よ

っ て も有効放射率 は ちが っ て く る．

　玖 射率 の 変化 に よる誤差は装置 の ス ペ ク トル 応答 を

普通 の 輝 度高温計 の よ うに 制限 す る こ とに よ っ て 相当

くこ減 じる こ とが で きる．も し も同様な方法で 放射率 が

変化 し た と して も 二 つ の 波長 で 放射強度比 を測定 す る

装 置 を利 用 す る な らば 誤 差 は さ らに 減 じられ る．こ れ

は 比 剛高温計 の 基礎 で ，United　Power 社 が 開発し た

もの で ， 有効放射 率 の 変 化 は そ の 絶薄薩を測定す るの

で は な く ， 強 度 の 比 を測定す るの で 重要で は ない ．測

定凍長 に 吸収を示 さない なら混 合気 中 で も測定 で き

、る．

　 二 の 装置は 原子 炉用燃料 の 最 高渥度 部 分 を検細 す る

た め に ，研究 開 発 部 が 開発 した もの で ある ．

　比 例高温計 は形 態が特別 だ っ た の で 必要とされ た ．

現 在熱電対が使われて 多 くの 気体流模様を乱し てい る

所 に 最適 で ある．

　そ の 装置は ，対象物の 表 面 か ら 2 枚 の フ ィ ル タ で 選

んだ赤外線 を変換して 電気信号 にする の に 光電導電池

を利用 して い る．電気信号 は 増幅 され ， 表 面温度を直

接表 示 す るの に 使 われ る．そ れ は ， 温度範囲 200〜

500℃ の 1mm2 領域 を観測する．不規則なゆらぎは

3◎OCC で ± 1
°C ，時定数 1秒 に お さえ られ て い る．

現 在 の 装置 は 24　in の 距離 に あ る 物の 上 に 焦点 を も っ

て い る が，少しの 改良 で 24in か ら無限遠 に まで 可変

す る こ とが で き る．
　 　 　 　 　 　 （Metal 　Ind．，1964，　Vol．104，　No ．20，　p．658）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （日本科学技術情報 セ ン タ ー提 供）
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