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Fluorescence　Measurements　of　Formaldehyde

　　　in　Flame　by　YAG 　THG 　Excitation

YAG 三 倍波励起 に よ る火炎中の ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの

　　　　　　　　　 螢光測定

　　　　　　　　　山岸進、土 屋正 之

　　　　　　　　　　平成 5年 9月

TLM 　XV （第15回 「燃料 に お け る 省 エ ネル ギー
研究課題

担 当者 会 議 」） Proceedings　 of　 XVth 　 Task　 Leader’s
Meeting15

　ホ ル ム ア ル デ ヒ ド （CHzO ＞は炭化水素燃焼過程で 発生

する 重要な中間生成物 の
一

つ で ある と共 に、特 に ア ル コ
ー

ル 燃焼 に お い て 多 く発生 す る有害 な環境汚染物質で も ある 。

こ の よ うな 燃焼 ガ ス 微量成分 を 検知 す る に はLIF （Laser
Induced 　Fluorescence ） が 有効 な 方法 で ある 。 筆者 等 は

VAG レ ーザ 3倍波で励起 した蛍光を観測 して 、
　 CH ，O の蛍

光バ ン ドで ある こ と を シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン で 確認 した。YAG

3倍波 は光源 と して 強力 で か つ 安定 して お り実用 的で あ る

こ とか ら、こ れ を用 い て 濃度測定 を行 い、温度測定 は 同時

に観測で き る窒素の 振動 ラ マ ン 線を用 い る 方法 を提案し た 。

　大気圧下 で の 蛍光測定 に お い て は、粒子間衝突頻度が 高

い の で ク エ ン チ ン グが 問題 とされ て い る。

　 しか し、本実験で は、広範な振動回転 バ ン ドが 観測 さ れ

る こ と、各バ ン ドの強度が 励起 エ ネ ル ギに比例す る こ と、

蛍光強度 の減衰時間 も各 々 同 じで あ る こ と が 確認 され たた

め、励起状態の エ ネル ギ遷移が ク エ ン チ ン グ に 比 し て 非常

に速 く行 わ れ て お り、蛍 光 強度が こ れ に よ っ て 大 き く影 響

され る こ と は な い と考 え られ、窒素 の ラ マ ン とCH20 蛍光

を同時 に 観測 し て、線強度比 と散乱断面積比 か ら濃度 を求

め る こ とが で き る。

　 ま た、CH ，O は燃焼反応 と して 比 較的低温領域 で あ る

1000K以 下 で生 じ、こ の研究 に は分光的非接触温 度測定 の

確立 が重 要 な課題 とな る 。 こ こ で は窒素 の ラマ ン 線 と干渉

す る成分 は ホ ル ム ア ル デ ヒ ドで あ る こ とが 確認 さ れ て い る

の で 、干渉バ ン ド形状 を シ ミュ レ
ー

シ ョ ン に よ っ て 推定 し

た 。

　上述 の 方法を用い て 、バ ーナ 火炎面近傍 に お ける ホ ル ム

ア ル デ ヒ ドの 濃度 と温 度分布をin− situ 観測 し、有効 な方

法 で あ る こ とを 示 した 。

油拡散現象 の 数値解析

Nurnerical　Analysis　the　Oir　Dissipation　Phenomenon

　　　間島隆博、金湖富士夫

　　　　　平成 5 年 9 月

第23回安全工 学 シ ン ポ ジ ウム 予稿集

　近年タ ン カーに よ る 油流出事故が 頻 発 し て お り、海洋 汚

染 の 要因 とな っ て い る。こ こで 示すの は流出 した 油の 挙動

の、計算機に よ る予 測 で あ り、油拡散 現 象初期 にお け る重

力拡散 に つ い て の 解析結果で あ る 。 初期 の 油 の 形状 は対角

線の長さ が底面で 40m 上 面で 20m高さ 1cmの正 四 角錐台 と

して 、油 の 自重で 拡散 して い く様子 を示 し、次 に 潮流、オ

イ ル フ ェ ン ス 、風 とそ れ ぞ れ の 条件 を足 し込 ん で、拡散状

態の 時間履歴 を追 っ て 考察を加 えた。今 回示 され た 解析結

果で は、一
様潮流中の 重力拡散過程 の 油 が厚 く分布す る領

域 は潮流の 方向 に対 し垂直方向 に長 い 形状 とな る結果 が得

られ た が、実際 に 生 じ る 現象で あ る か 否 か を確認す る必要

が あ る。
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