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昭和 54年版鋼船規則及 び検査要領一 部改正 の 解説

（74SOLAS 及 び 78　Protocol 実施 に 伴 う改 正 ）

1． ま え が き

　昭和 55 年版鋼船規則集及 び 同検査要領に 採 り入 れ る

こ と に し て い る改 正 規則及 び検査要領 の うち ， 本年 5 月

25 日 に 発 効 した 1974 年海 上 人命安全条約 （以 下 74SO

LAS と い う） に 基 づ く運輸省令 の 改正 に 関連する改正

点 の み を，昭 和 54 年 版 鋼 船規 則 の
一

部 改 正 と して
， 本

年 5 月 に 発行 し た．

　 こ の
一

部改正 は ，日 本籍船舶 に 対す る 実施 期 日 を改正

運輸省令 に 合 わせ る 必要 上， 昭和 55 年版鋼船規則 の 発

行 に 先ん じ て 行 う こ と に な っ た も の で ， 日本籍船舶 に 対

し て は ，昭和 55 年 5 月 25 日 に 実施 さ れ て い る．改正 個

所 の うち ， 条約年度及 び 引火点 の 改 正 は，特 に 説明 を 要

し な い と思 わ れ る の で ， そ の 他の 改正 個所 に つ い て 解説

す る、

II．　 B 編 1 章 L2 ．7　イナー トガス 装置

　本条文の 改正 は ， イナ ートガ ス 装置が 運輸省令船舶消

防設備規則 中に 新 た に 規定 された こ とに 関連す る．

　イ ナ ートガ ス 装置は ，
74SOLAS に 関す る 1978 年議

定書 （以下 Pretocolとい う）に よ り， 明確に貨物船安

全設備証書 で カ バ ーす る設備 の 一つ と して 規定 され て お

り， 日本籍船舶 に つ い て は ， 当会船級船 で あ っ て も， 船

舶消防設備規則 に 基 づ い て 運輸省 の 検査 が 行 わ れ る の

で ， F 編 18 章 の 規定 を そ の ま ま 適用すれ ば ，
イ ナ ー ト

ガ ス 装置 に つ い て ， 運輸省 と の 2 重検査 と な る．

　 こ の よ うな 2 重検査 を避 け る た め ，B 編 1．2．7 の 改正

を行 っ た もの で
， 外国籍船舶 に つ い て も同様な ケ ース が

考 え ら れ る た め ，

一般的 に船籍国政府が イ ナートガ ス

装置 に つ い て 規則を定 め て い る場合 は ，そ の 規定 と規則

F 編 18章の規定 と を 条文 ご と に比 較検討し ， 同等と認

め られ る要件 に つ い て は ，船籍国政府 の 規則 に よ る こ と

と した もの で あ る．

　規則 F 編 18 章 の 規定 中， 船舶消防設備規則第五節 の

四 に 同等の 規定 が な い 条文 は ， 次 の とお りで あ っ て ， こ

れ らの 要件に つ い て は ， 運輸省の 規則運用 で カ バ ーさ れ

な い 限 り，口 本籍船舶 に つ い て も適用 され
， 今後と も船

級条件 と して ， 18．1．11 の 規定 に 基 づ く当会 の 試験検査

が 行わ れ る．

　− 18．1．2 提 出図 面 及 び そ の 他の書類

　
一18．1．3一ユ， 同

一4 及び 同
一6 （ガ ス の 供給）

　− 18．1．4−2 （ガ ス 洗浄器）

　− 18．1．5−2 ， 同一3 及び同一4 （送風装置）

　
− 18，1．6　冷却水供給

　一18．1．7−1 及び同
一2 （イ ナ ー トガ ス 供給管系統）

　− 18．1．8　貨 物 油 タ ソ ク 換気 用 管 装 置

　一18．1．9　腐食 に対す る考慮

　一18．1．10−3〔4）及 び 同 （6）（計測及 び制御装置）

III・ F 編 1 章 1．1．7 管装置

　
一2・と し て 追 加 した 各種 の 油管 を有 す る装置 の 配置に

関す る規定 は ， 改
「
II｛船舶機関規則 の 第 310 条の 2

， 第 330

条 の 第 2 項及び第 359 条 の 4 の 各規定 を受けた もの で あ

っ て ， 規則 F 編 11．1．2−2 の 燃料油 タ ン ク ， 燃料油 こ し

器等 の 配置 に 関す る規定 と同様 な趣旨に 基づ い て い る．

　改正船舶機関規則 の 上記規定 は ，74SOLAS 第 H − 2

章第 33規則中の 防火対 策を 具体化 し て ， 全船舶 に 適用

す る規則 と した もの と の こ と で あ る．し た が っ て ，追加

規定中 の 「その 他 の 油管を有す る装置」は ， 前掲第 33 規

則 （c ）で い う 「動 力伝達装置 ， 制御及 び 作動装置並 び に 加

熱装置に お い て 圧 力 を か け て 使用 され る他の 可燃性油の

貯蔵 ， 配分及び使用 の た め の 設備」と解釈す べ きで あ る，

　 な お ，荷油管装置 に つ い て は ，改 正 船舶 機関規則 の 前

掲条文で 直接規制を 受け る もの で は な い が ， 「そ の 他の

油管を有す る装置」を前述の よ う に 解釈 した 場合 ， 規則

F 編 12 章の 規定 だ け で は ， 荷油管装置 に 対す る 防火対

策が 不 十 分とな り ， 片手落ち と な る恐 れ が あ る た め ， 特

に 追加 した もの で あ る ．

IV・ C 編 4 章 操舵 装置 （全般）

　今回 の 操舵装置に 関す る C 編 4 章 の 規則改正及 び こ れ

に 関 連す る B 編及 び C 編 の 検査要領 の 改正 は ，
74SOL

AS の 規定 を採 り入 れ る と と も に
，
　 ProtOCQ1 に よ る 74

SOLAS 追加規定 を先取 り し て 行 っ た も の で あ る．

　当会 は ， こ の 規則改正 に 先 立 ち，昭和 54 年 7 月に 船

主 ， 造船 所 ， 関 連 メ ーカ の 関係者 ， 学識経験者，当会技
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術 ス タ ッ フ で構成 した 「操舵装置懇談 会 」 を 発足 さ せ ，

船舶局担当官 の 参加 を得 て Protoco1適用上 の 諸問題 を

中心 に 検討 を 重 ね ， 規則等改正 案 の 具体化 を 図 る と と も

に ，本年当初 か らは ， t の 懇談会 を 「技術委員会 ・操舵

装置専門委員会 （委員長 ・鞠谷東京商船大学教授）」 に 改

組 し て ， 改正案 の 詳細審議 に 当た っ て い ただ い て きた．

　改正案 の 策定 に 当た っ て は ， 1975年 に 採択され て い る

IMCO 決議 Resolution　A325 （IX）； Reco  endation

Cencerning　Regulations　 for　 Machinery　 amd 　 Electrical

Installations　 in　Passenger　 and 　Cargo 　Ships （以下 A325

と V ・ う）の ほ か ，Improved 　Steering　Gear 　Requirements

とい う 表題 の も と に 1978年以 来審議が 進 め られ て い る

A325 改正 案 （現 在 は ， 既 に 74　SOLAS 第 H − 1 章 C 部

の 改正案と し て 最終審議段階 に あ る）を参考 に し
， 改正

規則 の 条文解釈 や 運 用 に 必 要 な事項 は ，検査 要領に 採 り

入れ て ， 改 正 規則 の 合 理 的運用 に 資す る こ と に し た．

　 C 編 4 章 の 改 正 及 び 追加 規則並び に 関 連す る追 加 検査

要領 の 個 々 に つ い て は ，章 を 改 め て 後述す る が ， 追 加規則

中の 4．1．11 及 び 4．1．12 は，現 存船に適用 され ， 4．2．1，

4．2．2 の
一7．な い し

一11，4．2．3 及 び 4 ．2．4 は ， 現存 タ ン

カ ーに さか の ぼ っ て 適用 され る の で 注意 を要す る．

　な お ， 日 本 籍 の 現存船及 び 現存 タ ソ カー
に 対す る適用

期 日は ，別 表 に 示 す とお りで あ るが ， 外 国籍船 舶 に対す

る適用期 日は ，Protoc・1が ま だ発効 せ ず，船籍国政府か

ら別 段 の 指示 も な い の で 決定 し て い な い ．た だ し ， 4．1．

11 （CS 編 19．L11 も同 じ ）に っ い て は ， 74　SOLAS に

基 づ く規 定 で あ り，74SOLAS 批 准国 の 船 舶 に 対 し て

は ， 日本籍船舶と同様 に 適用さ る べ き で あ る．

〔別表〕　操舵装置規則の 日本籍現存船及 び現 存 タ ン カーに対す る 適用

適 用 対 象 船 舶

動力操舵装置を備え る全船舶

総 トン 数 10，000 ト ン 以 上 の

新 タ ン カ ー （備考 1）

総 トン 数 10，000 トン 以 上 の

現 存 タ ン カ
ー （備考 2）

改正規則条項番号

C 編 4．1．10 及 び 4．1．11

CS 編 19．L10 及 び 19．L11

C 編 4．1．12又 は

CS 編 19．1．12

C 編 4。2 の 全条項

C 編 4．2 中の 次 の 条項

　 4 ．2．1

　4．2．2 の
一7．な い し 一11．

4．2．34

．2．4

適　 用　 期　 日

昭和 55 年 5 月 25 日 以 後の 最
初 の 製造中検査，定期検査 又

は 第 一種中間検査 の 日

同上 ．た だ し ， 第 二 種中間検
査 を含む．

昭和 55 年 11 月 25 冂

昭和 56 年 11 月 1 日

備考　1．新 タ ン カーとは ，現存船 （実施 日前 に建 造 され ， 又 は 建 造 に 着手 さ れ た 船舶）で あ っ て

　　　 次 の い ずれ か に 該当す る タ ン カ
ー

をい う．

　　　 （1 ）　昭和 54年 6 月 2 日以後に 建造契約が結ばれ る タ ン カー

　　　 （2 ） 建造契約が な い 場合に は ， 昭和 55 年 1月 2 日以後に 建造 に 着手 され る タ ン カー

　　　 （3 ） 昭和 57年 6 月 2 日 以後 に 引 き渡 され る タ ン カ ー

　　　 （4 ） 主要 な変更又 は 改造 が 行 わ れ る タ ン カ ーで あ っ て ，次 の 条件 を 満 た す も の

　　　 　　 （a ） 昭和 54 年 6 月 2 日以後 に 契約 が 結ばれ る こ と

　　　　　 （b ） 契約が ない 場合に は ， 昭和 55年 1 月 2 口以 後に 工 事が 開始され る こ と

　　　　　 （c ） 昭和 57 年 6 月 2 日 以後に 工 事が 完了す る こ と

　　　2．現存 タ ン カ ーとは ，上 記新 タ ソ カー以 外 の タ ソ カ
ー

で あ っ て 現存船 で あ る もの を い う．

（注） 上 表の 備考中の 新タ ソ カ ー
及び 現存 タ ン カ

ー
の 定義 は ，改正運輸省令 に よ る もの で あ っ て ，

　　　Protocol で は，現存船 で あ る こ とは 必要条件に な っ て い な い ．

V ． C編 4章 操舵 装置 （各条解説）

4．1 の 規定 は ， すべ て の 船舶 に 適用 され る の で ，表題

を「構造 ， 材料等」 か ら 「一般」 に 改め た．

　4 ．1．1適用 の 規定中 ，

−1，及 び 一2．の 改正 は 字句修正 で

あ り自明 で あ る の で 説明 は 省略す る．

　4．1．10 電気設備 の 規定 に は ，

−2．及び
一3，が追加され

て い る．−2．及び 一3．は，旧 H 編 7章 7．4．1 の 規定 を こ

こ に 移 し た もの で ， 内容は 全 く同 じで あ る．な お ， こ れ

らの 規定中，主機操縦場所は ， 通常主機を操縦す る場所
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を意味す る．した が っ て ， 主機の 遠隔操縦装 置を 船橋に

備 え，機関制御室 で も主機を操縦す る よ うに 設備 し た 船

舶 は ， 舶橋 と機関制御室 の 両者 に 運転表示装置及び過負

荷警報装置を設け て お くべ きで あ ろ う．

　4．1．11 自動操舵か ら手動操舵へ の切換え の 規定 は ，
74

SOLAS 第 V 章第 19 規則 （a ）を採 り入 れ た も の で あ る．

　操舵装置 の 制御装置 は ， 船橋か らの 遠隔 制御系統 と操

舵機室内 の機側制御装置か ら成 り，遠隔制御系統 は ，自

動追従制御 ， 手動 追 従制御 及 び 手動非追従制御 の 3 方式

に よ る 制御 を ， 任意 に 選 べ る よ うに 装備 され て い る の が

普通 で あ る．本条 に規定す る切 り換 え の 迅速性 は，自動

追従制御系統 か ら手動追従 （又 は 非追従）制御系統 へ の

切 り換 え に 対 し て 要求 され る もの で あ るが ， オ ートパ イ

ロ ッ ト操舵 ス タ ン ドは，従来か ら こ の よ うな考慮 が 払 わ

れ て い る の で 問題 は な い は ず で あ る．

　なお ，本条に 関連 し て 切 り換 え 装置に 対す る詳細要件

を検査 要領 に C4 ．1．11 と し て 追加 して あ る．こ の 要 領

は ， IMCO 　Resolution　A342 （IX）
“Recommendation　 on

Performance　Standards　 for　Automatic　PilQt” の 第 2 項

の 規定 を採 り入れ た もの で あ る．

　4．1．12操作説 明 書 の 掲示 の 規 定 は，Protocolに よ り 74

SOLAS 第 V 章 に eg　19−2 規則 と し て 追加 さ れ た 「操舵

装置
一

試験 及 び 訓練 」 に 関 す る 規定中の （c ）（i） を 採

り入れ た もの で あ る． こ の 第 19−2 規則 に は ， 出航前 12

時間以 内 に 乗組員 に よ っ て 行われ るべ き操舵装置の 点検

及 び 試験項 日も規定 され て お り ， 3 か 月 に 1回 は 代替電

源 の 作動 を含む非常操舵訓練を行うよ う規定 し て い る，

ま た ，操舵 装置の 操作 や 保守 に 携 わ る も の は ，操舵系統

の操作や 切 り換え 手順 を熟知 し て い な け れ ばな らな い と

規定 さ れ て い る．

　 74SOLAS 第 V 章 に は ， こ の ほ か に 第 19 規則 と し て

オ ートパ イ ロ ッ トの 使用 に 関 し，交通過密 区 域 で 視界 が

狭 い 状 況 及 び そ の 他危 険 な 航海状況 に お い て オ ートパ イ

ロ
ッ トが使用 され る場合 は ， 操舵を直ち に 手動 で 行 うこ

とが 出来なけれ ば な らない 旨 の 規定 が あ る．

　 こ れ らの 規定を勘案す れ ば，本条で 要求 され る 「動 力

装置及 び速隔操舵制御系統 の 切 り換 え 手順 を示す線 図 を

付 した 操作説明書」 は ， 操舵装置が 正常に 機能 して い る

状態 で 航海 条件 が 変化 した と き に 行 う通常 切 り換 え操作

と ， 操舵装置 に 異常が発生 した ときに 操舵能力を確保す

る た め に 行 う緊急切 り換 え 操作 の 両手順 を示 し た も の が

要求さ れ る こ と は 明 らか で あ る．

　通常，船橋 に 装備 さ れ て い る 操舵装置 の 切 り換え装

置は ， 次 の 三 つ で あ る．

　  　自動操舵 ， 手動操舵 ，
レ バ ー操舵相互 間の 切 り換

　 　え ス イ ッ チ （操舵 ス タ ソ ド組 み 込 み ）

　（2） 遠隔操舵制御系統 の 選択ス イ ッ チ （同上）

　（3） 動 力装置遠隔発停 ス イ ッ チ （単独パ ネ ル 又 は 操舵

　 　室 コ ン ソ
ー

ル 組み込 み ）

　 こ れ らの ほ か に ， 増 1隔器等 の コ ソ ポー
ネ ソ トの 切 り換

え ス イ ッ チ や ， 遠隔制御用 の 油圧 ポ ン プ の 切 り換 え ス イ

ッ チ が 装備 され る 場合 が あ る が ，い ず れ も操作 は 簡単 に

行え る よ う考慮が 払 わ れ て お り ， 通常切 り換え操作時に

問題 を 生ず る こ と は な い ．

　問題 に な るの は ， 操舵装置に 異 常が 発生 した と き の 緊

急切 り換え操作 で あ っ て ， 故障検知手段，動力装置の 型

式，遠隔操舵制御系統 の 構成等 に マ ッ チ し た 安全，か つ 迅

速 な 切 り換 え操作方法が 示 さ れ て い な けれ ば な らな い ．

　な お ， こ の緊急切 り換え操作に は ， 無電 圧 ，過負荷，

追 従不 良 ， 作動 油 タ ン ク 低液面等 の 各種警報を受 け て
，

あ るい は操舵速度 の 変化等 を 操舵者が 感知 して 船橋 で 行

う極 め て 緊急度 の 高 い 切 り換え操作 と，そ の後 に 続 く故

障部 の 確認，切 り離 し
， 修理 等の た め に 操舵機室 で 行 う

切 り換え 操作とが あ る．

　 し た が っ て
， 船橋に 掲示 す る操作説明書 と操舵機室内

に 掲示 す る 操作説明書 とは ， そ れ ぞ れ の 場所 で 操作 す る

切 り換 え 装 置を 中心 に した 別 内 容 の も の で 差 し支え な い

が ， 操作説明書 の 製作 を 遠隔操舵制御装置や操舵機 メ ー

カ 任せ と し ， そ れ ぞれ の メ
ー

カ の 所掌外 とな る こ との 多

い 動力装置遠隔発停 ス イ ッ チ や ， 同給電回路切 り換え ス

イ ッ チ等が 記載漏 れ に ならない よ うに 注意す る必要 が あ

る．

　 4，2 の 規定 は ， Protocol に よ り 74　SOLAS の 第 H −

1 章 C 部第 29規則 に （d）と し て 追加 され た 総 ト ン 数

10，000 ト ン 以上 の タ ン カ ーに 適用 され る規定 を ， 日本政

府の 正 式和訳文 に 従 っ て 忠実 に 採 り入 れ た もの で あ る．

　III・で 述べ た よ うに ， 既 に A325 改正案が 策定 さ れ て

お り ，
Protecolの 条 文 解釈 上 の 疑問 点 や ， 実行 上 の 問題

点 の 解決に 役 立 つ 事 項 が 数多 く含 ま れ て い る．こ れ らの

うち ， 明らか に PrQtocol条文 の 合理 的修正 と 考え られ

る 事項 を 検査 要 領 に 採 り入 れ た の で ， そ れ らを含め 各条

項 ご と に 解説す る．

　4．2 の 表 題 及 び 4．2．1 の 規 定 で ， 他編 で 使用 し て い る

油槽船 の代わ りに タ ソ カーとい う用語を用 い た の は ， こ

の 追加規則 の 適用範囲が 油槽船に 限らず 74SOLAS で

定義され て い る 「引火性 の 液体貨物をば ら積 み して 運搬

す るす べ て の貨物船」で あ る こ と を示すため で，ばら積

み さ れ る 液体 貨物 が 引火性で あ れ ば ， 引火点 の 高低 と は

関係な く， 4。2 の 各規則が 適用 され る．

一 3 一
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　液化ガス 運搬船 に つ い て は，検査要領 C4 ．2．1 を定 め ，

タ ン カ
ー

に 含 ま れ る も の と し て 取 り扱 う こ と に した 。こ

の 取 り扱 い は ， 運輸省 ，
USCG 等 の 取 り扱 い と同じ で あ

る．

　なお ， 最近 の IMCO 文書 に よ れ ば ， 貨物 の 種 類や船

型 に 関係な く， 危険化学品運搬船や液化ガ ス 運搬船 に も

適用す る こ とが決定 し て お り， 引火性 の み が対象で は な

くなる よ うで あ る．

　4．2．2−1，の 操舵能力 に 関す る 規定 は ，
Protocolと表現

は 異な る が 内容 は 全 く同 じ で あ る．条文中の た だ し書 き

に よ り，LIV が 9 以上 の 貨物船 に 適用す る 操舵時間 の 参

酌が認め られ な くな る の で ，Protocol 上 の 新 タ ン カ
ー

で ，

規則 C 編 4．L2 −1．の参酌 規定 を既 に 適用 し た も の に つ

い て は ， 操舵能力を再検討す る必要が あ る．

　な お ，本条は新タ ン カーに適用され る規定 で あ る か ら，

現存タ ン カ
ー

に 対し て は，主操舵 装置の 操舵能力 に 関す

る 再試験等 は 要求 さ れ な い ．

　4 ．2、2−2，の 動力装置の 数量及び 能力 に関 す る 規定で

は ， 規則 4．2．2−1．で 要求 され る 操舵能力 を得る た め に ，

装備され て い る動 力装置を全数使用 して よい か ， 又 は 1

台 の 予備機を 残 す べ き か が 論議 さ れ た ．本件 は ，74SO

LAS 第 29規則 （c ）（il）の 補助操舵装置の 省略に 関 す る

規定 の 適用が 認 め られ るか ど うか に よ っ て 解釈が 異な っ

て く るが ，
A325 及 び A325 改正 案 で も，1 台 の 予備機

が 要求 さ れ る の は 旅客船 に 限 られ て い る の で ， 従来ど お

り，装備 され て い る 動力装置 を 全数使用 し て 所定 の 主操

舵能力 を発揮 で き れ ば ， 補助操舵装置は 要求さ れ な い も

の と解釈する こ と に し た．

　ま た ， 条文 中の 「同等の 能力を有す る 動力装置」 に 関

し て ， 油 圧 ポ ン プは 全く同じ 型式 ， 容量で あ る が ， 駆 動

用電動機 の う ち 1 台 を極数変換式 2 段 速 度電動機 と し ，

低速 （低出力）側を後述す る代替電源専用 とす る場合の

取 り扱 い が ， 問 題 点 の
一

つ と し て あ げ られ る．

　 この 方式は ， 動力装置を 2 台の み装備する船舶 で ， 代

替動力源の 容量を 必要最小限に する た め に 考案され た 方

式 で 経済的 で あ る が，こ の 電動機が 故障す る と （多く の

場合 ， 巻線 の 焼損で 船内修理 は 不可能 に 近い ）代替動力

源 に よ る操舵 が 不可能 に な る の で ，次 に 述べ る規則 4．2．

2−3．の 単
一

故障対策規定 の 主旨 に 沿 わな い こ とに な る．

　 した が っ て
， こ の 方式を採用す る場合は， 2 台 と も極

数変換式と し ， 代替動力源に 接続 され て い る電動機 が 故

障 した ら， 電動機，始動器間 の 配線接続換え を 行 っ て ，

代替動力源 に よ る 操舵能力を確保で き る よ うに するか ，

又 は 少な く と も極数変換式電動機用 の 予備固定子 1個を

常備し，い つ で も 取 り換 え られ る よ う に して お く 必 要 が

あ る．

　な お ， 動力装置の定義 に つ い て は ，
Protocolに よ っ て

追加 された 74SOLAS 第 且
一1 章 A 部第 2 規則 （皿 ） に

従 っ て ，検査要領 C4 ．1．1 を 定 め て あ る． こ の 要領中，

「付 属 す る電 気 装 置 」に は 電動機用 の 始 動 器，切 り換 え ス

イ ッ チ （装備 され て い る 場合）及 び 関係す る配線を含む

もの と し，給電 回路 の し ゃ 断器や配線 は 含まない もの と

解釈 し て 差 し 支え な い ．

　4．2．2−3．の 単一
故障対策 に 関す る規定は ，SOLAS に

従来か ら規定 さ れ て い る動力操舵 ユ ニ
ッ トの 2組設備に

関す る 要求を 強化 した規定 で あ っ て ，
A325 改正 案 で は ，

よ り具体的 に 厳 しい 規 定 が 追加 さ れ て い る．

　動 力装置の 電気系 は ， 2 組装備さ れ て い る機器間 を連

係 す る配線 や 器具 が 設 け られ る こ と は 少 な い の で ， 給電

回路 の 切 り換 え ス イ ッ チ の 配置 や 多心 ケ
ーブ ル の使用 に

あ た り，回 路 の 独立性 が 損 な わ れ な い よ うに 配慮す れ ば，

問題 は 生 じ な い はず で あ る が ， 油圧 系に 対 して は 特別な

配慮 が 必要 で あ る．

　油 圧 系 は ，ラ ダー
ア ク チ ュエ

ー
タ （ラ ム，シ リ ン ダ，

ベ ー
ン ユ ニ

ッ ト等），油圧 ポ ソ プ， 油 タ ン ク ， 配管 で 構成

さ れ るが ， 通常は ，
2 系統 の 油 圧 系 が 連係管 に よ り接続

さ れ て い る た め ， 油 圧 系 の あ る部分 に作動油 の 漏 え い が

生 じ た 場合 ， 放置す れ ば 作動油が 全部流出 し て ，舵 の 固

定機能を損な うばか りか ， 漏 え い 部 を切 り離し て作動 油

を 補給 し て も ， 空気抜き作業等 で 操舵能力 の 回復 に 手間

取 る こ と に な る ．

　し た が っ て ， 作動油 の 漏 え い を で きる 限 り早 く検知す

る手段と，漏 えい を生 じ た部分を簡単に 切 り離す手段 が

必 要 に なるが，作動油 の 漏 え い を検知する に は ， 検査 要

領 C4 ．2 ．2−3。に 示す よ うに ， 油 タ ン ク に 低液面警報を設

け る の が 最 も簡単 で あ り，実際 的 で あ る．ま た ， 漏 え い

部 を簡単 に 切 り離せ る よ うに す るた め に は ， ラ ダーア ク

チ ュ
エ ー

タ の 型 式 に 応 じ て ，止 め 弁 を適宜 配 置 し て お く

必 要 が あ る ．

　図 1 及 び 図 2 は ，広 く使用 され て い る ラ プ ソ ン ・ス ラ

イ ド型 ラ ダーア ク チ ュ
エ ー

タ を 使用 し た 操舵装置 に つ い

て ， 油 圧 系 を例示 した もの で ，図 1 で は ，弁 a，b，　 c，

d，e
，
　 f 及 び 点線 で 示す管系が ， 本条の 規定 に 適合 させ

る た め に 必要 な コ ン ボ ーネ ソ トで あ る．こ れ らの 弁，管

系 の 追加 に よ り， 例え ば 弁 a に 関連 の あ る管系 に 損傷が

生 じ て も ， 弁 a
，
b

，
f

， A を閉 じ，弁 c，d
，

etB を 開 く

と と もに ， 油圧 ポ ン プ PU1 を停止 し ， 油 圧 ポ ン プ PU2

を運転す る こ とに よ っ て ， 操舵機能を維持する こ とが で

き る．

　ま た，図 2 の 例 で は ， 故障個所 に 応 じ て 1 台の PU を

4
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図 1　油圧 系統図 （1 ラ ム ／2 シ リン ダ式）

図 2 油 圧 系統図 （2 ラ ム ／4 シ リ ン ダr辷）

停止 し，バ イパ ス 弁 a ，b 及び連係弁 c ，　 d を 開閉す る こ

と に よ り操舵機能を 維持す る こ とが で き る．た だ し，本

図 で は ， 止 め 弁が省略 され て お り， 故障個所 の 切 り離し

は考慮 され て い な い の で 注意さ れ た い ．

　 巨 一タ リベ ーン 型 の ラ ダーア クチ ュ
エ ータ （い わ ゆ る

ベ ーソ ユ ニ
ッ ト）が 使用 さ れ る 場合 は ， 図 1 と 同様な配

置で 良い が ， ピ ス ト ン 型 が 使用 され る 場合 は ，ピ ス ト ソ

P
ッ ドの 存在 に よ る行程容積の ア ソ パ ラ ン ス を考慮 し

て ， 信頼性 の あ る 配置 とす る こ とが 望 ま れ る．

　な お ， 本条 の た だ し 書 き 「本会が や む を得な い と 認 め

る場合は この 限 りで な い 」は ，
バ ル ブ マ ニ ホ

ール ド（バ ル

ブ ブ P ッ ク ）や 図 1 及 び 図 2 中 の シ リ ン ダ元 弁 ， 連係弁

等 が 対象 とな る．こ れ らを 2 組ずつ 設ける こ とは ，
い た

ず ら に管系 を複雑に す る結果と な るの で ，
Protocolで い

う
・・

as 　far　as 　reasonable 　and 　practicable
”

の 趣旨 に よ り，

故障発 生 の 想 定 対象か ら除い て 1組 ず つ の み とす る こ と

を認 め る こ と に し て い る が，当然 の こ と な が ら，十分 な

強度 を持 つ 信頼性 の 高 い もの が使用 され なけれ ばならな

い ．

　ま た ， 本条 に 関連す る検査要領 C4 ．2 ．2−4．の 単
一故障

発 生後 の 操舵能力 に 関す る 規定 は ，前述の 規則 4．2．2−2．

の 解釈 に 関連 し て 定 め た も の で ， 主操舵能力 を得る た め

に 全数 の 動力装置 を使用 して よ い こ とに した の で ，単
一一

故障発生 後の 操舵能力 は ， 補助操舵能力以 上 あ れ ば よ い

こ とに した ．

　4．2．2−4．の 機械的継手類 に 関 す る規定 は ，チ ラ ー，コ

ドラ ン ト等を 1 組 の み とす る前提で，十分 な 強度 を持ち，

信 頼 性 の あ る 構 造 とす る こ と を 要 求 した も の で ，こ れ ら

は ユ組装備が 常識的 で あ り ， 従来 か ら こ の よ うに 取 り扱

わ れ て きて い る．な お ，遠隔操舵制御系統の 2 重性要求

に 関連し て
， 疑義が 生 じ や す い フ ロ ーテ ィ ン グ レ バ ー

（リン タ 機構 を含む） に つ い て は ， 検査要領 C4 ．2．2−2．

を定 め ，堅 ろ うで 信頼性 の あ る 構造 で あ れ ば 1 組 で よ い

こ と を 明確に し て あ る．

　4，2．2−5．の 動力装置 の 自動再始動 に 関す る規 定 は ， 従

来か ら普通 に 行わ れ て い る電動機制御方式を規則化 した

に 過 ぎな い の で 説明は 省略す る．

　4．2．2−6．の動力装置の 故障警報 及び始動方法 に 関す

る規定中 ， 「動力装置は 自動的 に も ， ま た ， 船橋か らの

手 動 操作 に よ っ て も…」 は，日本政府 の Protocol和訳

正 文に よ っ て い る．

　本条の 規 定 で 第 一
の 問題点は ， 警報す べ き動力装置の

故障 の 種類 で あ り ， 第 二 の 問題 点は ， ど の よ うな ケ ース

に お い て 自動始動が必要 か とい うこ と で ある．以下 ， こ

れ ら に つ い て 考察す る．

　動力装置 は ， 検査要領 C4 ．1．1 に 示す よ うに ， 広 く川

い られ て い る電動油圧式 で は ， 油圧 ポ ソ プ ， 電動機 ， 付

属 電気 装 置を 言 い ，電気 関 係 で は，し ゃ 断 器 の ト リ ッ プ

や電磁接触器 の 作動不良に よ る無電圧 の ほ か ， 過負荷 ，

断線等 に よ る欠相，絶縁不良等に よ る 過電 流が検出 可能

な故障 と し て あ げ る こ と が で きる．油 圧 ポ ソ プ に つ い て

は ， 種 々 の 原因 に よ る 作動不良を検出す る実際的な手段

は ， 油 タ ン ク の 低 液 面 検出及 び 舵角の 追 従不 良 検出以 外

に 見当た らない ．

　 こ れ ら検出可能な 故障 の うち ， 無電 圧 ， 過負荷 及 び 低

液面 の 各種警報 は，本条 の 規定 に か か わ らず別 に 要求さ

れ て い る の で，第一
の 問題点 に つ い では，こ れ ら以 外 の

警報の 要否 が問題 に な る．

　ま ず ， 欠相警報で あ るが ， こ れ に つ い て は A325 及び

A325 改 正 案 で は 明 確 に 義 務 付 け ら れ て お り， 望 ま しい

設備の
一つ で あ る．しか し ， 規則 H 編 3．5．8−3．の 規定 で

単相 運 転保護 は ， 3 相交流電動機回路 の 保護 に ヒ ューズ
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を使用 し た場合 に の み考慮を払え ぱ 良い こ と に な っ て お

り， ま た ， 10 ，000総 ト ソ 以 上 の タ ソ カ
ー

に 使用 され る操

舵電動機の 主回路電線が簡単 に断線す る こ と は極め て ま

れ で あ る の で ，
Protocolの 規 定 範 囲 に お い て ， 規則 の 要

求事項 とす る の は 問題 で あ る．

　次 に，過電流警報で あ るが ， こ の 対象と な る過電流は

過負荷 に よ る もの で は な く， 巻線 ， ケ
ープ ル 等 の 絶縁不

良 に よ る高 イン ピーダ ソ ス 短絡電流 で あ り，損傷 の 拡大

を 防止 す る た め に は ， し ゃ 断 器 等 を ト リ ッ プさ せ る 過電

流保護 とす る必要 が あ る．A325 及 び A325 改正案 で ，

“
protection　 against 　 excess 　 current

”
と規定 され て い る

の は こ の た め で あ っ て ，し ゃ 断器等が ト リ ッ プ すれ ば ，

無電圧 警報が発せ られ る の で 別 に警報を 設げ る 必 要は な

くな る．

　ま た ， 追従不良警報に つ い て は ， 自動操舵時 の 針路外

れ 警報 （Off−course 　Alarm）の ほ か に ，
　 USCG が 要 求し

て い る Steering　Failure　Alarm （定 め られた時間以内 に

実舵角が 指令舵角 に 達 し な い と き発す る警報）が あ る

が，Pr。t  ol 範囲内で 行 っ た 今 回の 改正規則 で 要求事項

とす る に は 無理 が あ る．

　以上 に よ り， 第
一

の 問題点す な わ ち 動力装置の 故障警

報 に 関 し て は ，
Protocol の 規 定範囲 に お い て ，本条 に よ

り特 に 追加 すべ きもの は なく ， 別 に要求 され る 無電圧 ，

過負荷及 び 低液面 の 警報 で よ い と結論付 け る こ とが で き

る．したが っ て 第二 の 問題点 は ， こ れ ら 3 種類 の 警報が

発 せ ら れ る と同時に ，
STIBY 機を 自動始動 さ せ る こ と

の 可否 に限定し て考え る こ と が で きる。

（1） 無電圧 に よ っ て 自動始動 させ る場合

　運転 中の 操舵電動機の 無電 圧 は ，給電回路 の し ゃ 断器

ト リ ッ プ 又 は 電源故障の い ずれ か に よ っ て 生ず る．

　給電回路 の し ゃ 断器 ト リッ プ に よ る ST／BY 機の 自動

始動 は，自動操舵 に よ り航走 中 の 船舶 で ST ／BY 機 が 備

え られ て い る場合は ， 設け た 方が よい こ とは 明 らか で ，

こ れ に よ っ て 危険 が 生ず る こ とは な い ．しか し ， 動力装

置が 2組 か ら成 る操舵装置で は，Protocol で 追加 さ れ た

74SOLAS 第V 章第 19−1 規則 に よ り， 狭水道等 で は 2

台 と も運転す る こ と が 義務付 け ら れ る の で ，
STIBY 機

が 存在 し う るの は，大洋航行中に 限 られ る こ とに な る．

し た が っ て ， 無電圧 に よ っ て 自動始動 させ る 程 の 緊急性

は な い もの と考え られ る，

　 こ れ に 対 し，電源故障 に よ る 無電 圧 の 場合 は ，使用 中

の 操舵電動機が ， 規則 4．2．2−12．に規 定 さ れ て い る非常

発電機又 は 操舵装置専用発電機 か らも運転 で きる よ うに

な っ て い るか ，ど うか に よ り異 な り，運 転 可能 で あ れ ば ，

規則 4．2．2−5．で 要求 さ れ る再始動装置 に よ り自動的 に

再始動す る の で ，
STIBY 機を 自動始動 させ る 必要 は 全

くな くな る．反対 に ，も し 運転 不 口∫能 で あれ ば ， 非常用

発電機又 は 操舵装置専用発電機に接続さ れ る STIBY 機

を 自動始動 さ せ る よ うに し て お か な け れ ば
， 非常用発電

機等を自動始動 させ る意味 が な くな る こ と に な る．

  　過 負 荷 に よ っ て 自動始動 させ る 場合

　航海条件 に 見合 う適正台数 の 動力装置が運転 され て い

た とすれ ば ， 操舵電動機の 過負荷 の 原因 は ，ほ と ん ど の

場含，被駆動側 の 操舵装置 コ ン ポ ーネ ン トの 異常で あ る．

こ の 異常が解消され な い ま ま ST ／BY 機を自動始動 させ

れ ば ， 始動渋滞 に よ り操舵電動機を損傷 さ せ る 恐 れ が あ

る．また，仮 に 自動操舵 中等で 主操舵能力を 要 し な い た

め ，動力装置の
一

部を休止 させ て い た こ と に よ り過負荷

が 生 じた と して も，閻欠的 に ごく短時間 ， 転舵中に限 っ

て 発生す る に 過 ぎな い の で ， 操舵電動機を損傷させ る恐

れ は ほ とん ど な い もの とみ て よ く ， ま た ， こ の よ うな 過

負荷を ， 通常使用 され て い る熱動形過電流継電器 で 検出

す る こ と は 不 卩∫能 に 近 い ．

（3） 油 タ ン ク の 低液面 に よ っ て 自動始動 させ る場合

　使用中 の 作動油 タ ン ク の 油面 低 下 は，油 圧 系 統 の 作動

油漏 え い に よ っ て発生す る．

　低液面警報 は ，油圧系統 の 作動油漏え い を 間接的 に 知

る 手段 と し て 用 い られ て お り ， こ れ に よ っ て 漏 え い 個所

を知 る こ と は で きな い ．した が っ て ， こ の 信号を利用 し

て STIBY 機を 自動始動 さ せ よ う と す る の で あれ ば ， 作

動油 の 全流出を防 ぐた め，油圧系 を ラ ダ ーア ク チ ュエ ー

タ を含め て 完全 に 独立 の 2 系統 とす る か ，叉 は 漏 えい 個

所 を検出 し て 自動 的 に 切 り離 し ， 少なく と も 1系統 を完

全な状態 に 保ち う る よ う に す る必 要が 生ずる．

　 し か し ， 低液面警報は ，
A325 改正 案策定 の 段階 で 初

め て 成文化され た もの で ，ラ ダー
ア ク チ ュ エ

ー
タ の 2 重

化や故障系 の 自動 切 り離 し に つ い て も 同 じ で あ る が ，

A325 改正 案で は ， 自動始動 に 関す る 宇句が削除 さ れ て

お り， 動力装置故障時の STIBY 機自動始動 を 否定 した

も の と考え られ る．

　操舵装置用動力装置の 自動始動 に つ い て は ，以 上 の 考

祭に よ り， 前述 の 規則 4．2．2−5．で 要求 され る 再始動装置

と，前記（1）に 述べ た代替電源か ら駆動 され る操舵電動機

の 自動始動 装 置 が 設 け られ て い れ ば 十 分 と考え られ るの

で ， 検査要領C4 ．2．2−5．を定め て
， 規則 4．2，2−6．で 特別

に 要求され る警報 は ない こ とを明 らか に した．

　 した が っ て
， 規則 4，2．2−6．の 要求事項 は ， 実質的 に 船

橋 か らの 遠隔発停装置だけ と な り， 警報す べ き故障 の 種

類 を除 い て は ，A325 改 正 案 と 同 じ に な る．

　4．2．2−7．の遠隔操舵制御系統の 2組装備に 関 す る規
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定で は ， 遠隔操舵制御系統 の 定義と そ の 制御方式 が 問題

に なる．

　 こ の た め ， 検 査 要領 C4 ．2．2−1．に 遠 隔 操舵制御系統 を

定義 し ， 同 C4 ．2．2−6．に 遠隔操舵制御系統 は ， フ ォ ロ
ー

ア ッ プ方式 を 原則 とす る こ とを 明記す る と と も に ， 2 組

設備すべ き ゴ ン ポーネ ソ トの 種類を示す こ と に し た．な

お，こ こ で い う遠隔操舵 制御系統 は ，自動操舵装置 を意

味す る も の で は な い の で ， 自動操舵用 の ジ ャ イ ロ コ ソ パ

ス 等 は ， 2 組装備の 対象に は な らな い ．

　検査要領 C4 ．2．2−1．の 遠隔操舵制御系統 の 定 義 は ，

A325 改正案 に よ っ た もの で ，
　 Protocol で は 「要求さ れ

る 舵 の 動作を船橋 か ら操舵装置用動力装置を制御す る 装

置 に 伝達す る 手段」 とだけ規定 され て お り具体的 で な い

の で ，
A325 改正案で補足さ れ た規定 の方を採用す る こ

と に した ．

　ま た ，フ ォ ロ ーア ッ プ方式を原則 と した の は ，多 くの

遠隔操舵シ ス テ ム が 2系統と も フ ナ P 一ア ッ プ方式 で構

成 され て お り ， 操舵手 の 感や熟練度 に 頼 ら ざ る を得な い

ノ ン フ ォ P 一ア ッ プの レ バ ー操舵 は ， フ ォ ロ ーア ッ プ制

御に必要 な増幅器等の ゴ ン ポ ーネ ン トが故障 した場合

の ， 予備操舵手段 と し て 設け る の が 一般的 で あ る か らで

あ る．しか し ， 遠隔操舵 制御系統 に 関す る規定 は ，現存

船 に も さ か の ぼ っ て 適用 され る規定 で あ り，レ バ ー操舵

を 2 系統 の 遠隔操舵制御系統 の
一つ と し て 認 め な い こ と

に すれ ば，操舵 ス タ ン ドを新換せ ざ る を得ない もの が 出

て くる の で
，

レ パ ー操舵 で も主操舵能力 に 相当す る 転舵

が 安全 に で き る場合は，要求さ れ る 2 系統 の うち の
一

つ

と し て 認 め る こ と に し て い る．

　な お ， 本条 の 規定 で は ， 操舵輪又 は 操舵 レ バ ーを除 き，

遠 隔 操舵制御系統 の 各 コ ン ポーネ ン トは 2組 ず つ 装 備す

る こ とが 要求 され ， そ れ ぞ れ の 系統 は 他 の 系統 と は 関

係 な く使 用 可 能 で な け れ ば な ら な い ，こ の 要求 は，規則

4．2．2−3．に 要求さ れ て い る動力装置の 単一故障対応策 と

同じ思想 に立脚 した も の で ， 電気系統 で は ， 共通回路配

線や単式切 り換 え ス イ ッ チ を規則要求 の 2 系統 の 遠隔操

舵制御系統間 に設け な い よ う にする 必要が あ る．ま た ，

船橋と操舵機室 間の 制御回路 の ケ ープル に 多心 ケ ーブ ル

を使用す る場合に は ， 系統別 に 別 個の 多心 ケーブル を使

用 し ， 操舵電動機主回路 ケ
ーブル と同様 に ， で きる 限 り

離れ た 別電路 に 布設す る こ とが 望 ま し い ．

　 4．2．2−8．の 遠隔操舵制御系統 へ の 給電点 に 関す る 規

定 は ， 代替電 源か らも給電 で き る よ うに す る こ とが 要求

され る新 タ y カ ーに つ い て は ， 当然 の 要求と考え られ る．

しか し現存 タ ン カ
ー

で は ， 操舵電動機用始動器 が 機関 室

内 に設け られ て い る もの があ り， 改造 に多大の費用を 要

する場合 が ある．

　 こ の 現存 タ ソ カ
ー

の 問題 に つ い て は，IMCO で も問題

と な り，改造 は 必 ず し も安 全 性 の 向上 に は つ な が ら な い

と の 見解 か ら ，
A325 改正 案 で は 代替方式 が 併記 され て

い る．こ の 代替方式 は ， 検査要領 C4 ．2，2−7．に示 す 方式

で ， こ れ に よ り ， 前述 の よ うな 現存タ ソ カ ー
で も， 規則

4．2．2−10．又 は こ の 規則 に 関連す る 検査要領 C4 ．2．2−8．

に 適合す る場合は ， 改造 を 要 し な い こ と に な る．

　4．2．2−9．の 遠隔操舵制御系統 の 無電圧警報 に 関 す る

規定 で は ， 可 視警報 を系 統 別 に 備 え る べ きか ど うか が 問

題に な る が，遠隔操舵制御系統 は ， 同時 に 2 系統が使用

さ れ る こ と は な い の で ，警報 に つ い て は 両系統共 用 と し

て 差 し支え な い ．

　 なお ， 規則 で 要求され る 各種可視警報に つ い て は，検

査要領C4 ．2．2−9．に 個別 に 表示 す る こ と を規定 した が ，

現存 タ ン カ ーや既 に 建造中の 新 タ ン カ ーで は ， 検査要領

C4 ．2．2−3．に規定す る 低液面警報の た め に ケ ーブル を追

加す る の は 大変な の で ， 動力装置 の 過負荷警報用 の 表示

燈 を共用す る こ ともや む を得な い と考え て い る．た だ し

共用す る 場合 は ， い ず れ か
一

方 を フ リ ッ カ ーさせ る な ど

の 考慮 を払 う必要 が ある，

　 4．2．2−10．の 遠隔操舵制御系統 の 切 り離 し装置 に 関す

る規定 は ， 次の
一11．の 規則 で 要求され る操舵機室内の 制

御 装 置を 使 用 す る場 合 の 安 全 確保 を主 眼 に し て い る ，こ

の ほ か に も， 操舵機 室 内 の 遠隔操舵制御系統 コ ン ポ ー
ネ

ソ F の 保守，点検時 の 危険防止 に も役 立 つ 装置 で あ る が，

前者 を 重視 し て
， 検査要領C4 ．2．2−7．の 給電方式が採用

さ れ て い る場合は ， 検査要領 C4 ．2．2−8．に 示 す よ うに，

操 舵機室 内 で 遠 隔 操舵制 御 系 統 が 働か な い よ うに す る 方

法 で もよ い こ とに した ．

　4．2．2−11．に 要 求 され る制御装置 は ， ト リ ッ ク ホ ィー

ル 等 の 機側制御装置 で あ っ て ， 操舵電動機の 始動器や遠

隔操舵制御系統用 の 油圧 ポ ン プの 始動器 を 規定 した も の

で は な い が
，

こ れ らの 始動器 も操舵機室内に設置す る よ

うに しな い と ， い ろ い ろ と不 都合を生ずる の で 注意を要

す る．

　な お ， この 操舵機室内の 制御装置に よ る操舵能力 は ，

検査要領 C4 ．2．2一ユ0．に 示 す と お り ， 補助操舵能力 で 差

し 支 え な い 。こ の よ うに 定 め た の は，遠隔操舵制御系統

が 2 系統 と も使用 不能に な る こ と は非常 に ま れ な事態と

考え ら れ，仮 に こ の よ うな 事態に な っ て も ， 補助操舵能

力 が確保 で きれ ば 十分 と考 え られ る こ とに よ る も の で ，

こ の 制御装置 を用 い て 操舵装置 の 調整 を行 う場合で も ，

両 玄 35 度 の 転舵が で き れ ば 十分で ， 転舵速度 は 重要 で

ない と考え られ る．
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　4．2．2−12．に 規定す る 代替動力源 は ， 必ず し も発電機

と は 限 ら な い が ， 非常発電機又 は専用発電機とす る の が

一
般的 で ある，

　専用発電機とする場合 ， 又 は操舵機室 に 設 げた専用 の

エ ン ジ ン と す る 場合 は ，
セ ル モ

ー
タ 始動方式 を採用す る

と蓄電池 の す え付 け 場 所 が 問題 に な る が ，容量的 に は ，

小型 の もの に な るの で ， 蓄電池箱 に 納 め て 操舵機室 に 設

置 し て 差 し支え ない ．た だ し ，通風 に は 考慮を払 い ， 配

電盤や始動器類か らな るべ く離 し て 置 く必 要 が あ る．

　 そ の 他 の 性能 に つ い て は，非常発電機用原動機 に 準ず

る。ま た ， 始動源 の 容 量 に つ い て は，セ ル モ ータ 始動方

式以外の方法に よ る場合を含め ，
recharge す る こ と な

く，連続 して 少な く と も 3 回以上始動 させ る に 十分なも

の 1組 と し て 差し支え な い が ， 人力始動 で きな い も の で

は，自動始動繰 り返 し 回数を制限す る装置を設け ， 自動

始動 に よ り，始動源 が 空 に な ら な い よ う に し て お く こ と

が望ま し い ．

　なお ， 専用発電機とす る場合は ， こ の た め の 配電盤が

必 要 に な るが ， こ の 配電盤 は ， 専用発電機と 同様に 操舵

機室内 に 設置す る 必要が あ る．

　4．2．2−13．の代替動力源に よる 操舵装置の 運転に 関す

る規定で は ， 45 秒の 制限時間 の 意味に つ い て見解が 分 か

れ て い る．

　当会 と して は ， 「45秒以 内」 を 「45 秒以内 の で きる限

り短い 時間内に 」 と読み替え て ，こ の 規則 を運用す る方

針 で あ る．した が っ て ， 停電時 に 主電源 の STIBY 発電

機の 始動を 優先さ せ ， そ の始動失敗 を判別 して か ら ， 非

常発電機又 は専川 発電機を 始動 さ せ る 方法は 認 め ら れ な

い ．

　ま た，停電 が 転舵中 に 発生す る と，命令舵角 と実舵 角

の 間に ズ レ が 生 じた ま ま ， 動力装置 も遠隔操舵制御系統

も停止 す る の で ， 代替電源 に よ っ て 再始動す る場合 ， 特

に操舵電動機を極数変換式 と して 低出力巻線 を代替電源

で使用する場合に は ， 操舵機の 型式 に よ っ て は ， 起動 ト

ル ク が 不 足 し X ｝一ル する 恐 れ が あ る の で f分 に 注意す

る必要が あ る．

　4．2，3 の 舵角指示器に関す る規定 は ，従来 か らの プ ラ

ク テ ィ ス で あ り， 問題 は ない は ず で ある．

　4．2．4 の 通信手段 に つ い て は ，検 査 要 領 C4 ．2．4 を 定

め ， 船内一般電話 （船内自動交換式電話）を唯
一

の 手段

とす る こ とは 認 め な い こ と に した． こ れ は，SOLAS で

特 に 要求し て い る 通信手段は ， 専用 又 は 準専用 と す る の

が普通 で あ り， こ こ で 要求される通信手段 は ， Pretocol

で 追加 さ れ た 74SOLAS 第 V 章 ca　19−2規則 で 要 求 さ れ

る操舵装置の試験及 び訓練に 必須の 設備 と考え られ る か

ら で あ る．

　した が っ て ，専用 又 は 船橋と機関 室間 に 設 け ら れ る 通

信手段を利用 し た準専用 の 共電式電話器 を設け る か ， 船

内一般電話の ほ か に 船橋と通信す る他の 手段，例えば ト

ークパ
ッ ク ， トラ ン シ

ーバ 等を 備 え て お く必要があ る，

　鋼船規則 C 編 4 章の 規則及 び 検査要領に つ い て今回行

っ た 改正 及 び追加 は ， 以上説明 した と お りで あ る が ， こ

れ らの 改正 に 関連 して ， 規則 B 編 の 検査要領に ， 操舵装

置 に 関 し て 提出願 う図面 の 種類等を追加 し た の で ， 便宜

上 ， 次に これ ら に つ い て解説す る．

VI・ 検査要領 B 編 B2 　登録検査一部改正

　 B2 ．1．2 の 製造中登録検査時 の 提出図面及び 資料に関

す る検査要領 に ，−4．と し て 総 ト ン 数 10，0QO トソ 以 上 の

タ ソ カ ー
の 操舵装置に 関して

， 提出を受け る 図面 及 び資

料の 種類 を定め た．こ れ らの 図面 及 び資料は，必ず し も

操舵装置用 と し て
一括して 提 出す る必要 は なく ， 通常 ，

機関及 び 電気設備関係 に つ い て 提出され て い る図面中に

包含され る 図 面，例 え ば舵角指 示 装置，通信手段等 は 省

略 し て差し支え な い ．

　な お ， 現存 タ ン カ
ー

に つ い て は ， 希望す る 受検期 日 以

前 に 十分 な 余裕を もっ て ， 次 の 図面 を 提出願 う こ と に な

っ て い る．

　  　主 操 舵 装置の 要 目表

　（2） 遠隔操舵 制御系統 の 仕様 吾並び に 油圧 及 び電気系

　　　統 1ヌi

　  　警報装置 ， 舵角指示装置及び通信手段 の 系統図

　 B2 ．1．5 の水圧試験及び 水密試験等に関する検査要領

を新た に 設 け ， 操舵装置 の 圧 力試験，漏 え い 試験及 び規

則合否 の確認 検査 が 必 要で あ る こ と を 明記 した．

　（1）に 言 及 され て い ない 配管，弁等の 圧 力試験は，規則

F 編 17章の規定 に 従 っ て行 う必 要 が あ る．試験 圧 力 に

っ い て は ， （2）の 漏 え い 試験 と と も に 従来 の 規則要求叉 は

プ ラ ク テ ィ ス と 同 じ で あ り，問題 は な い は ず で あ る．

　（3＞の 確認検査 は ，係留中の 船内試験及 び海上 試運転中

に 行 う こ と に な る が，一般 的 に は ， 次 の よ う な 手順 で 行

うこ とに な ろ う．

　船内試験時に行 う検査

　一承認図面 との整合性確認

　一製造工 場 に お け る試験検査証明書の チ ＝ッ ク

　
ー

操作説明書 の 内容及び掲 示方法の 確認

　
一

舵角指示 装置の 独立性及 び精度確認

　
一通 信手段 の 効力試験

　
一

各種警報装置 の 効力試験
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71 昭和 54 年版鋼船規則及び検査要領
一

部改正 の 解説

　一主操舵装置用動力装置の 自動再始動試験 ， 自動及び

　　遠 隔始動試験

　
一

代替動力源及 び 代替動力源 に よ り駆動 され る 動力装

　　置等の 始動試験

　一遠隔操舵制御系統 の 切 り離 し装置 の 確認

　
一

自動操舵 ， 手動操舵問 の 切 り換 え 装置 の 作動確認

　
一 2系統の 遠隔操舵制御系統の 独立性確認

　海上試運転中に 行 う検査

　一主操舵装置に よ る操舵試験

　一主操舵能力 を発揮 させ る の に 必要 な動 力装置 の うち

　　 1台を休止 させ て 行 う操舵試験

　
一

代替動力源 に よ る 操舵試験

　一操舵機室 内の 制御装置に よ る 操舵試験

　以上 の 操舵試験 は，操舵機室 内の 制御装置に よ る 操舵

試験 を除き，す べ て 遠隔操舵制 御系 統 を用 い て 行 い ，主

操舵装置に よ る操舵試験 に お い て は ， 2 系統の 遠隔操舵

制御系統を適宜 切り換え て 試験す る必要 が ある．なお ，

レ パ ー操舵を ， 要求され る 2 系統の
・…つ とする場合は ，

主操舵装置 に よ る操舵試験 の うち 1 回 は ，
レ バ ー操舵に

よ っ て 行 い ，安全 に 操舵 で きる こ と を確認 しな け れ ば な

らな い ．

　な お ， 定期的検査時の 検査項 日は ， 特 に指定 され て い

ない が，Protocol に よ っ て 追加 され た 74　SOLAS 第 V

章第 19−2規則に従 っ て ， 乗組員 に よ っ て 行 わ れ る試験

及 び 点検の 記録を確認 し ， 必要 と判断さ れ る 項 目に つ い

て 効力試験を行 うこ と に な ろ う．

VIL 　 H 編　電気設備の規則及び 検査要領一部

　　　 改正

　 C 編 4 章操舵装置 の
・・

部改正 に 伴 い ， H 編 5 章配電及

び 7章制御用機器 の 規定 の
一

部 を改正 した ．

1． H 編 5 章　配電

　規則 5．5．1 の 表題 を 「動力装置回路」 に 改 め ， 5．5．2

と し て ， 新 た に 遠隔操舵制御系統 に 関す る 参照条文 を 追

加 し た ．

　動力装置 は ， 規則 C 編 4 章 の 追加規定 に
．
言及され て い

る もの と 同 じ で あ り，検査要領 C4 ，1．1 に 定義 され て い

る．

　規則 5．5．1−1．に お い て ， 「2組 の 給電回路の う ち ， 1 回

路 を 非常配 電盤 か ら給 電 し て 差し支え な い 」 とい う規 定

は ， 総 トン 数 10，000 トン 以 上 の 新 タ ン カ ー
に つ い て は ，

「… 1回路 を 非常配 電盤 又 は 操舵装置専用発電機用 配電

盤 か ら給電す る 必 要 が あ る」 と読 み 替 え る こ と に なる．

　なお，規則 5．5．1 の 表題改正 に よ り，本条 の 適用範囲

は ， 動力装置回路 に 限定 され る こ とに な り，遠隔操舵制

御系統 に つ い て は ，新設 の 規則 5．5．2 に よ り，
C 編 4 章の

規 定 に よ る こ と に な る が ， C 編 4 章 の 規定 で は ， 遠隔操

舵制御系統 に 関 す る規 定 の ほ とん ど は，総 ト ソ 数 10，000

トン 以 上の タ ン カ ーの み に適用 さ れ る規則 4．2 中に規定

さ れ て い る，し た が っ て ，規則 5．5．2 の 追加規定 は ，実

質的 に 総 トン 数 10，000 ト ン 以 上 の タ ソ カ ー
の 遠 隔 操舵

制御系統 の み を規定 した こ とに な るが ， A325 及び A325

改 正 案 で は ，こ れ ら遠隔操舵 制 御 系 統 に 関 す る規 定 は ，

全船舶 に 適用す る規定 に な っ て お り， 代 替電源 か ら給電

す る件 を除けば 特別 な困難は な い の で ， 今後の新造船計

画 に あ た っ て は ，す べ て の 船舶 の 遠隔操舵制御系統 に C

編 4 章 の 規定を適用す る こ と を推奨 して お きた い ．

2．　 H 編 7 章　制御用機器

　規則 7．1．3 の （3）の 規定 を
一．一

部改正 し ， 操舵電動機 の

意味を 明 確 に し た．こ の 改 正 は ， 遠 隔 操 舵制 御系 統 を規

則 に 導入 し た こ と に よ り，遠隔操舵制御系統用電動機の

取 り扱い に疑義が 生 じ な い よ う に す る た め で ， これ ら制

御用電 動 機に つ い て は ， 操舵電 動 機に は含め な い こ と に

して ， 今回 の 操舵装置 に 関す る
一

連 の 規則改正 に 関する

限 りは，特別 な要件 を付加 し な い こ と に し た もの で あ る．

　規則 7．4 及 び 7．4．1 の 表題 を 「操舵電動機用始動器」

に 改 め ， 7．4．1 の 規定 を全面改正 した ．前者 の 表題改正

は ，C 編 4 章 の 4．2．2−11．に 規定 さ れ た 「制御装置」 と

の 混 同を防止 す る と と も に ， 7．4 の 適用対象 か ら遠隔操

舵制御系統を除く こ と を 明確 に する た め の 措置 で あ る ．

　 後者の 改正 は ， 旧 7．4．1 の 規定内容 が C 編 4 章 に 移 さ

れ て い る こ と を明らか に す る と と もに ， 操舵電動機川始

動器に 対 して ，従来か ら 採用 さ れ て い る自動 再 始動方 式

を規則化 した もの で ある．

3．　 H 編 　検査要領 の 一部改 正

　 C 編 及 び H 編 の 操舵装置 に 関す る 改正規則 の 運 用 上 ，

必 須 で は な い の で ，昭 和 54 年 版 鋼 船 規則集検査 要領 の

一
部改正 に 含 め て 発行す る こ とを見送 っ た H 編検査要領

の 改 正 個所 中 ， 操舵装置 に 関す る 事項 を ， こ の 機会 に 説

明 し て お く こ と に す る ．

　H5 ．5 操舵装置回路 で は ，
　 H5 ．5．1 の 表題 を 「動力装

置回路」 に 改 め ， H5 ．5．1−1．及 び 同
一3．を 削除 し て い る．

H5 ．5．1−1．の ｝
ll11

除は ，
　 C 編 4 章 に新た に 規 定 さ れ た 遠隔

操舵制御系統 へ の 給電方法及 び 代替動力源 に よ る操舵能

力 の 確保 に 関す る 規定 に 適合す る よ うに 回路計画 を 行 う

場合，図 H5 ．5．1−1，に例示 して あ る操舵電動機回路 は ，

必ず し も適 切 と は い い 難 く，切 り換 え ス イ ッ チ の 設備が ，

2 組 の 回路 の 独立性 を保ち，単一故障に よ る操舵機能の

全喪失を 防止す る うえ で ， 障害とな る恐 れ が あ る た め で

ある．
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　 また ， H5 ．5．1−3．の 削除 は，遠隔操舵制御系統が C 編

4 章に 規定 さ れ た こ と，規則 H 編 5．5．1 の 規定を動力装

置回路 の み に 適用す る こ と に し た こ と ， テ レ モ ー
タ とオ

ー
トバ イ P ッ トと を併設す る ケ ース が ない こ と等の 理 由

に よ る も の で あ る が，現 在 の プ ラ ク テ ィ ス に な ん ら影 響

を与え る もの で は な い ．

　H19 ．1予備品 の 追加 は ，前述 の 検査要領 H5 ．5．1−1．の

削除 に 関連す る も の で ， H5 ．5．1−1．中 に規定 さ れ て い た

操舵電動機等 の 予備電機子又 は 固定子 に 関す る参酌規定

を こ こ に 移すと と もに ，遠隔操舵制御用 の 電動機 に つ い

て は ， 規則H 編 19．1．1−4．の 規定 は適用 され な い こ と を

明確 に し た ．

　な お ，
こ の 予備電機子 又 は 固定子 に つ い て は ， 古くか

らの プラ ク テ ィ ス に よ り，複数装備 の 操舵電動機が 同型

式 ， 同容量 の もの で あ る こ と を前提 に し て お り ， C 編 4

章 4．2．2−2．の 項 で説明 した 2 台の 操舵電動機の う ち 1

台 を極数変換式 とす る よ うなケ
ース は 想定され て い な い

の で，こ の よ うな ケ ース で は ， C 編 4 章 4．2．2−2．の 項 で

述 べ た よ うな考慮 を 払 う必 要 が あ る．

VIIL む す び

　鋼船規則集及び同検査要領 に つ い て ，今回行 っ た
一

部

改正 の 概要 は 以 上 説明 した とお りで あ るが ， 昭和 55年

版鋼船規則集及 び 同検査要領 に は ，
こ れ らの 改正 の ほ か ，

B 編及び C 編 の
一

般改正 が 採 り入 れ られる予定 で あ る．

　ま た ， 操舵装置 に つ い て は ，
IMCO に お け る改 正 審議

の 進捗 に よ り， 近 い 将来 に お ける再度 の 改正 は 必至 で あ

る．こ の た め ，操舵装置専門委員会 で は ，IMCO の 動向

に 注 日 しつ つ ，A325 改正案 の 検討を引 き続 き行 っ て い

る こ と を報告 し，今回 の 鋼船規則集及 び 同検査要領
一

部

改正 の 解説を終わ らせ て い た だ く次第 で あ る．
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