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石炭焚 き船の 設備 に関す る検査要領解説

　石油 の 代替燃料として 石炭利用技術の 開発は ，船舶分

野 に お い て も活 発と な り ， 着 炭焚き船を設計計画す る際

の 安 全 性確保 の た め の 技術基準作成 の 要望 が 各方面 か ら

寄せ られ た．一
方 ，当会の 現行規則 E 編は ，油焚 きボ イ

ラ を対象 と した 規定 で あ る の で ， 石 炭焚き船 の 設備 に 関

す る技術基準に つ い て は ， 新 し く規則 を 作成す るか 又 は

規則 の 運用 に よ っ て検査要領に追加す る 必要が あ る．

　今回 は ， 石炭焚き設備が 開発途上 に あ り，
ま だ ，

ほ と

ん ど実績が 得 られ て い ない こ と，近 い 将来 ， 更 に 新 し い

シ ス テ ム や装置が開発され る で あ ろ う こ と などを考慮 し

て
， 石 炭焚き方式 と し て は 最 も実現性 の 高 い 塊 炭生焚 き

の メ カ ニ カ ル ス トーカ方式を 中 心 と し ， 石炭 の 貯蔵 ， 移

送 ， 給炭 ， 燃焼 ， 灰処理 等の諸設備に 関する技術上 の指

針を検査要領と し て 示 した ．

　以 下 ， 本検査要領作成 に 当た っ て 検討 さ れ た 事項及び

省 エ ネ ル ギ
ー
研究会 ， 規則改正専門委 員会 ， 技術委員会

な ど，当会 内 各 種 委 員 会 に お い て 取 り上 げ ら れ た 問 題 点

等 を含め て 全般的 な解説を行 う．

1． 通 則

1．1 一　　　般

　本検査要領 は ，主 ボ イ ラ と重要 な 補助 ボ イ ラ の 燃料 と

し て 石 炭 を 用 い る 船舶 の 設備 に 適用 で き る が ， デ ィ
ーゼ

ル 船の 補助ボイ ラ に 石炭を使用す る 計画は ， こ こ 当分 は

表 1 各種石炭焚 き方式 の 比較

項 目
方式

実 績

構 造

コ 　 　ス 　　ト

ば い じ ん

石 炭 性 状

完 企 自動 化

ボ イ ラ 性能

許 容 最 小
負　　 　 荷

負 荷変 動時
の 燃 焼 性

そ　 の 　 他

ス 　 ト　 ー　 カ　式

往年 の 船舶 に 多数 の 使用実績が

あ る．外 国 に お い て は 稼動中 の

船舶 も あ る．国内産 業用 ボ イ ラ

と し て 使用 中の も の もあ る ．

機械式 で 構造 は 比較的簡単．中
容量の ボ イ ラに 適す．

施設費 ， 所要動力 ， 消耗費やや
大．（火格子の 消耗等）

比較的少，フ ラ イ ア ッ シ ュは 数
パ ーセ ン ト程度．

均一粒度 ，均 質が望ま しい ．
水分含有量幅大．Driyer 不要．
塊炭 の 使用．

負荷変動対策な ど困難な 点もあ

るが 可能 ．

やや 劣 る ．（熱回収 が 困雑）

20％ 程度ま で 微粉炭 よ り良好 ．

追従性劣 る．
点火 ， 消火 に 時間が か か る．

炭塵 に よ る 爆発 の 危険性小 ．船
の 動揺，振動 ，傾 斜 へ の 対策要

す ．
ス プ レ ッ ダ，火格子 の 保守必要 ．

微　 粉 　 炭　 式

船舶用 と して は ほ と ん ど実績 が

な い ．陸 用 ボ イ ラ と し て は 高
温 ， 高圧 用 ， 全 自動 ボ イ ラ と し

て 実績 が あ る．

シ ス テ ム 全体と して や や複雑．
た だ しボ イ ラ 構造 は 簡単．大容
量 の ボ イ ラ に適す．

施設費 ， 所要動力 ， 消耗費大．
（特 に 微粉炭機，デ ス ラ ッ ガ ，

ス ーツ ブ ロ ワ ， 集じ ん 装置 に 関
し て 経費大）

量 多 い ．フ ラ イ ア ッ シ ュは 30
卍 50％ 程度以 上 ．

広 範囲の 石 炭が 使用 可 ．
水分除去 の 要あ り．Driyer要す．
微粉炭 の 使用．

可 能．

良好．高性能化可能．

40％ 程度．た だ し 改善方法 も

開発中．

追 従性良好．
点火 ， 消火時間早 い ．

炭麈対策必要 ．白然発火 の 危険
大．微 粉炭機 の 振動 ，騒 音 対 策 ，
微粉炭機と そ の 付帯 装 置の 保守
必要．

流 　 動　 床　 式

船舶用 ，陸用 と も実績 は ない ．
焼 却 炉 と して の 実績 は あ る．欧

米 で は 産業用 ボ イ ラ が 実用化 の

段階 に あ る．

設備 は小 型軽量化 可 能．た だ し

予触媒装置 ，再生装置などが 必

要と な る．

触媒装置等 を要す ．ただ し空気

予熱器 ， 送風機 ，
ミ ル ，ク リン

カ ア ッ シ ュ 処理設備不要 ．
総合 コ ス トは 不 明．

極め て 少量．脱 硫脱硝 装置不

要．

広 範囲の 石炭 が 使用 可 ．た だ し

粒度 は 調整要す．極 め て 粗悪な
石炭使用可 ，

可能．触媒装置に つ い て も 研究
中．

良好 ．高性能化可 能。

タ
ー

ン ダ ウ ン 比改善 の た め に は

設備の 増強を 要す．

一
般 に 追従性 は よ く な い ．

安定燃焼 の た め に は 更 に 研 究
中．

傾斜，動揺 に 対す る安定性 の 研
究 要 す ．火 炉 ボ イ ラ 管 の 損耗対
策要 す ．
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出現 し ない もの と考え られ る．

　 ま た ，石 炭焚 き船 は ，当面 ，燃料炭 の 安定供給 と運航

採算面 で 有利 と予想され る数万 トン か ら十数万 トン 級 の

専用船 で ，18，000〜25，000ps 程 度 の 蒸 気 タ
ーピ ソ と

5e −・65　kg！cm2 ，450 〜520 ’C の 中型水管ボ イ ラ を装備す

る 船 に 実現性 が 高 い ．し た が っ て ， こ れらの 諸条件を満

た す 石 炭焚 き方式 と し て は ，表 1 の と お り，現段階 で 建

造費，維持費，実 績面等で やや優 る メ カ ニ カ ル ス ト
ー

カ

方式 が 最適 とみ られ て い る 。た だ し，高性能化 や自動化

に 有利 な 条件 を も つ 微粉炭方式 や ， 新 しい 時代 の ボ イ ラ

と して 脚光を 浴び て い る 流動床方式が ， 早晩導入 され る

こ と も あ り ， ま た ， 陸 上 設備 の 開発 に 併行 して COM や

ス ラ リー炭利用 の 可能性 に つ い て も将来考え る余地があ

る ．した が っ て ， 検査要領は 主 と し て メ カ ニ カ ル ス トー

カ方式を対象とする指針と し ， 他 の 方式 の 設備 に つ い て

も準用 で きる構成 と した ，

　一般 に 石炭焚き船 の 計画 に 当た っ て の 課題 は
， 当初 に

予定 した 炭質 の 石 炭 の 安定 した 購入 と石炭 の 成 分，粒度

等 の ば らつ き の 許容範囲 で ， 適用す る 船舶 の 諸元，航路，

設備配置，ボ イ ラ 型 式等と密接な 関係を有する．す な わ

ち ， 燃料炭 の 性状 に 応 じ た設備の 機能や性能な ど ， 主 と

し て ハ ード面 で の 配慮と ， 港湾 に お ける運航や公害規制

に 関す る諸設備の 強化を含め た シ ス テ ム の 安全 と安定 の

両 面 か ら設備 を選定す る 必要が あ ろ う．その た め ， 提出

図 面 及び資料 に つ い て は 特 に 使用す る石 炭 の 種類及 び 性

状 ，ヒ
ートパ ラ ソ ス や余剰蒸気処 理 な ど，シ ス テ ム の 機

能の 安定維持を重視 し た 内容 と し た ．

　炭化度に よ る 自然発火性を考慮 した 設備配置 ， 粘結性

や 粒度 の ば らつ き と 円滑移送 及 び セ グ レ ゲー
シ ョ ン の 防

止を考え た 設備 ， 含イ恢 分と ボ イラ 燃焼装置や灰処理能

力な ど各個 の 設備要件 は ， か な り異な っ た も の と な ろ う．

　 1．1．4 の 危険場 所 は，石 炭 か ら生ず る ガ ス （メ タ ン ，

水素 ，
CO ）及 び 炭塵 （ダ ス ト）が存在し ， 爆発性混合気

を形成す る 恐れ の あ る区画や 区域 に つ い て ， 爆 発 ， 火災

の 危険防止 の 観点か ら分類 し た ．こ こ で
， 石 炭庫内部及

び 同通気 ダ ク ト内部並び に 移送設備等 の 通気 ダ ク ト内部

に は ， 常時 ガ ス が存在する も の と して 取 り扱 っ た．

　 1．1．5 及び 1，1．6 は ， 登録検査 及び定期的検査 の 際 に

お け る 石炭焚 き設備 の 試験検査 に つ い て 指針 を 示 した も

の で ， 図 1 に 示 す石 炭 の 移送 か ら給炭 ， 燃焼 ま で の 各設

備 及 び 灰処 理 設備 に つ い て ， 全般的 な 現状検査 と各種駆

動装置の 制御，安全警報装置等の 効力試験 の ほ か に ， 高

密度移送管 （Denseveyor）や メ カ ニ カ ル コ ン ベ ア 及 び給

炭設備で 石炭 に 直接接触す る 部分 の 摩損や汚損 ， 常時は

Funne ］

Gate

〔d・y）

OverBoard

図 1 石炭焚 き設備 の 概略 図
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作動 し な い 安全装置や補助パ
ッ ク ア ッ プシ ス テ ム など ，

特 に 設備 の 特性や機能 に 見合 っ た 検査 が 必要 と考え ら れ

る．

　なお ，
バ ン カ に付属する載炭用の シ ャ トル や可動 シ ュ

ー ト
，

ブ リ ッ ジ プ レ ーカ ，ダ ス ト ゴ ソ ト ロ
ール 装 置 な ど

が あ る場合に は ， これ らの作動試験を行 う必要 が ある．

2． 設備 の 配置

2．1 一　　 般

　石炭焚 き設備 の 配 置 に お い て 留意す べ き 事 項 は ， 陸 上

設備の実績 は 必ず し も適用 で きな い こ とで ， 特 に 船舶個

有 の 動揺，傾斜 ， 振動 な ど ， 周囲環境に よ っ て 損傷を受

け た り ， 機 能 に 障害を 生 じ な い よ うに設計すべ きで あ

る．次 に 2．1．2〜2．1．5 に 示 すボイ ラ を含め た 石 炭焚 き

設備 の 容量 と数 は ，
IMCO 　Resoltttion　A325 （74　SOLAS

バ ン カ

透

備

移

設

バ ン カ

送

備

移

設

一 L ＿＿

給炭

設備

給炭

設備

ボ イラ　　 ボ イラ

灰 処 理

設備

灰処 理

設備

　 灰

け イ ロ

　 　 　 r 　　 　
ロロ

　

一ビ　 b一
ビ／

ホ ッ パ

　1ホ ・
・

パ 1
　 　 　 　 　 −＿1

Amendment 　Draft）に 準処 して図 2 の とお り，原則 と し

て い ずれ の 装置又 は系統に 故障を 生 じて も航海 に 支障を

及 ぼ さない もの とす る が ， 予備装置 の 能力 を常備 と 同程

度 の 2 重性 とす るか ， 緊急航海用 の 待機性とす るか は ，

損傷予想頻度 （例 え ば MTBF ，　 MTTR な ど）， シ ス テ

ム の 重要度 ， 検査間隔 と方法及 び経済性などか ら決 め ら

れ る．

　2．1．6 及び 2．1．7 は ， 推進蒸気プ ラ ン Fの安定性 に つ

い て 指針 を示 した もの で ，低負荷時 に お け る蒸気系熱バ

ラ ン ス の 保持及 び ボ イ ラ や蒸気 タ ービ ン の 安定化並 び に

ボ イ ラ の 応答性及 び タ ー
ン ダ ウ ン 比 の 劣性に よ る船舶 の

操縦性 に 与え る影響 に つ い て
， 十分 ， 検討す る 必要 が あ

り ， 例え ば各設備に見合 っ た ダ ン プ 装置の 能力 ， 復水 ，

給水 系 の 追従性 を含め て ， 負荷変動時の 制御手順を設定

して お くこ と も必要 で あろ う．

　2 ．2．1 は ， 居住 区などの 区画 に ダ ス トが 侵入 して 火災

の 原 因 とな っ た り ， 無防備 の 機器や装置が 汚損 さ れ て 機

能喪失を起 こ さな い よ うに
一
般的 な注意を喚起 した もの

で ， ダ ス トを 生ず る恐 れ の あ る石炭設備は な る ぺ く隔離

す る こ と が 望 ま しい ．ま た ，自然発火予防 の た め に 石炭

庫 に は 温度計を取 り付け て 監視す る と と も に ， 熱源 か ら

の 加 熱を防止す る 対策が 必要 で あ る ．なお ， 石炭 の ガ ス

や ダ ス トを排出す る トン ネ ル や区画 に は ， 通気 し ゃ 断 の

状態 で 閉鎖 で き る装置と ダ ス トの 拡散を防止する フ ィ ル

タ な どの 脱塵装置を設置し ， また ， 通気装置を通 して 他

区画を汚損し ない 配慮をする．

　2 ．2．4 は ，
ピ ル ジ 装置に 関 す る も の で ， 石 炭塊 の 落下

や飛散 に よ る ビ ル ジ 管 の 損傷 （浸 食 ， 腐食な ど）や ピル

ジ だ め の 閉 そ くが 生 じな い よ うに ， 石 炭粒 の 脱落を 防 止

す る と と もに 容易 に 掃除が で き る よ うな配置とす る 必要

が あ る こ と を 示 した．

3． 石炭設備の構造
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図 2　石炭焚 き設備 の 配置

3．1 一　 　 般

　石 炭庫や コ ン ベ ア ， 給炭ホ ッ
パ な ど の 石 炭粒に 接触す

る 部材 に つ い て は ， 耐摩耗性材料を 用 い る とか
， 増厚に

よ っ て 早期 の 損耗を防止す る 必要 があ る．石炭庫や給炭

ホ ッ
パ の 最小厚さ及 び 予備厚 さは ，通常，9mm 以 上 及

び 2 ．0   以上 と さ れ る．

3．2 石 　炭　庫

　石炭庫 は ， 積載時に 均等な高さに 配分する た め に シ ャ

トル や可動 シ ュートな どの 固定設 備が 必要 な場合 もあ る

が ， 受入れ設備 ， 石炭庫配置，ハ
ッ チ形状など と と も に

十分な検討を 要する．

　
一般 に 石炭受入れ時 の 問題 と して は ，付着粘土 の 洗浄，

一　3 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



NIPPON KAIJI KYOKAI (ClassNK)

NII-Electronic Library Service

N 工PPON 　KA 工J 工　KYOKA 工　（ClassNK ｝

日本海事協会会誌　No．176
，
1981 126

金属片， 木片 ， 岩石等 の 混入防止 ， 粒度 の 調整 ， 多量水分

の 浸入 防止 な どが あ る．こ れ らの 処 理 が不十分な場合 に

は ， 移送 か ら給炭 ， 燃焼 に 至 る過程 で 各種 の トラ ブ ル を

生ず る 恐れが あ る の で ， 陸 上 施設 で 解決 で きな い 事項 に

つ い て は ，船内設備で の 補償を配慮 しな け れ ばならな い ．

　
一

方，石炭庫か ら移送設備 へ の 供給 は ， サ
ーピ ス バ ン

カ レ ベ ル 又 は ボ イ ラ 給炭制御装置か らの 信 号に よ っ て ，

石炭庫下 部に 設け られ た電動ゲート弁 ，空気又 は油圧 駆

動弁を経 て 重力 で 落下 され る こ と に なろ う．こ の 重力落

下 の た め の ホ ッ
パ 又 は 取 出口 は ， 石炭 の ブ リ ッ ジや滞留

を避 け ， 円滑 な流動 を確保す る傾斜が 必要で ， 有効な 傾

斜角は 50
°

N70
°

以上 と して 陸上設備 で は 基準化され て

い る．ま た ，出 口 は，形状 ， 寸法 ，
コ ン ベ ア への 給炭方

法等 に よ っ て 相違 す る が ，摩損や 腐食 を 軽減す る た め に

ス テ ン レ ス 鋼や ス テ ン レ
・
ス ラ イニン グ等 が 用 い られ る こ

と もあ る．こ の ほ か ，石炭庫 は，貯炭 の 停滞を生 じた り，

積載時に損傷を受けない よ うに内部構造 を単純化する こ

と及 び ボ イ ラ ，蒸気管等 の 加熱源か ら隔離す る こ とが 必

要 で あ る．石 炭の 自然発火は ，空気接触面積の 大 きい ダ

ス トや 粉炭の長時間の 堆積 と温度上昇及び空気流通 に起

因す る 場合が多い の で ， 特 に 揮発分 が 高く ， 微細 な粉炭

を多く含む炭質 で ， 採掘後 3 か 月程度 の 新 しい 石炭 を販

り扱 う際 に は ， 内部 の 流動を良 くし ， か くは ん に よ る表

面 温度 の 低下 と局部的 な
一

酸化炭素 の 滞留 を 防止す る の

が 安全 で あ る．一
方 ， 自然発火性 の 強 い 石炭を積載 した

場合 に は ， 石炭庫 の 通気を し ゃ 断す る とか ， 必要 に 応 じ

て イ ナ ーテ ィ ン グ や 重油 に よ る コ ーテ ィ ン グ を考慮す る

対策もあ る．

　3．2．5 の 庫内の 爆発に対す る 安全措置は ， 万
一
事故が

生 じた 場合で も被害を最小 に と ど め る もの で ， 放爆 ハ
ッ

チ ， 逃 し弁等も考え られ る が ， 適切 な爆発予防対策 を講

じ る の が望ま しい ．

3．3　移 送 設 備

　 石炭庫 か らサ ービ ス バ ン カ 又 は 給炭 ホ ッ
パ へ の 移送 に

は ， 機械式 コ ン ベ ア や エ レ ベ ータ 又 は空気 式送炭管 の 利

用 が考え られ るが ， 石炭庫ゲ ート弁 ，
コ ン ペ ア 等 の 故障

を 想定 し て ，な る ぺ く多数 の P 一デ ィ ン グポ イ ン ト と独

立 の コ ン ペ ア を配置し ，
ボ イ ラ へ の 給炭が 中断 しな い 対

策が 望ま れ る．

　低圧 の コ ン プ L／ ッ サ と空気 タ ソ ク を配 備す る Dense

Phase　Pneumatic　Conveyor　System に よ る移送 に お い て

は ， 給炭ホ ッ
パ レ ペ ル 又 は ボ イ ラ負荷か らの 指令 に よ っ

て 送炭がバ
ッ チ 処理 されるが ， こ の シ ス テ ム で は ， 曲管

部 に お け る石 炭 の 閉そ く ， 管内壁 の 摩損 ， 空気装置 へ の

粉塵や ドレ ン の 侵入防止 ， 給炭 ホ ッ
パ 内 で の 過圧防止 ，

ダ ス トに よ る 爆発や 火災対策に 特 別 な配慮が 必 要 と な

る．ま た ， 機械式移送装置は ， 全体をダ ク トや トソ ネ ル

内 に 収容 し ， 離脱す る 石炭や ダ ス トの 拡散 を極少に と ど

め る 配慮 と ， 軸受な ど の 過熱や電気的 火花に よ っ て 移送

中の 石炭や ダ ス トに 着火 し ， 火災 又 は 爆発 が 生 じ な い よ

うな細部の対応も重要 で あ る．

3 ．4　給炭 ホ ッ パ

　移送装置か ら の 石炭は ， ボ イ ラ室 上部 の サ ービ ス バ ソ

カ （給炭 ホ ッ パ ）又 は 給炭機 に 付属す る フ ィ
ーダ ホ ッ

パ

に供給され ，
フ ィ

ーダ，ロ ータ リ式 な ど の ス プ レ ッ ダ又

は デ ィ ス ト リ ビ＝一
タ を通 し て 火格子上 に 散布又 は投入

され る ． こ の サ ービ ス パ ン カ 又 は 給炭 ホ ッ
パ の 総容 量

は ，
コ ン ペ ア が

一
時的 に 故障して も数時間か ら十数時聞

は ， ボ イ ラ の 運 転 が 続行 で き る 程 度 の 能力 （ロ イ ド船級

協会 で は 12 時間 の 最大負荷燃焼 量を要求）を有す るの

が 望 ま しい が ， 給炭制御方式 ，移送設備配置な ど の 設 備

全体 の 機能性 か ら計画す べ きで あ ろ う．給炭 ホ ッ
パ の 構

造 は ，石炭庫 に 準拠 し，円滑 な 流動状態が維持 され ると

と もに セ グ レ ゲ ー
シ ． ン を避 け る配置 とする，特 に 微細

炭 が 局部的 に 滞留す ると石炭 の 流動 に 伴 うか くは ん冷 却

が 阻害 さ れ ”温度 上 昇 と ガ ス 停滞 に よ っ て 自然発火 の 危

険が 高ま り ， ま た ， ボ イ ラへの 給炭粒度に 不均等 を 生 じ

て 燃焼 む らの 原因 と な る．

　 そ の 他 ， 給炭 ホ ッ
パ 内部に お け る爆発又 は 火災 の 安全

措置に つ い て は ，石 炭庫に 準 じ て 緊急時の 給炭の し ゃ 断

装置及 び通気装置が 必 要で あ るが ， 爆発が 起 こ っ て も被

害を最小 に と ど め る こ とが で きる脱塵器等を通 した密聞

サ イ ク ル を取 る方式や ， 上部 に フ ィ ル タ を設けた 大気開

放方式な ど で は ， 通気装置は 省略で き る．特 に Dense

Phase 移 送方式 の 場合 に は ， ホ ッ
パ 内 の 圧 力を逃 が すた

め の 調整装置が 必要 で ， 1 次爆発が 生 じた 後の 2 次的 な

爆発及 び火災防止 に各種 の 考案が な さ れ て い る．

3．5 粉 砕 設 備

　石 炭粒度 調整 の た め に 粉砕 設備 を 設け る場合の 指針

で ， 粉砕時 に 生ず る ガ ス や ダ ス トに 引火す る 爆発 ， 火災

の 安全対策に つ い て 十 分配慮 した構造 とす る こ と ， 及 び

ドラ イ ヤ が 設け られ た もの で は ，火災防止上高温の 空気

が バ ン カ や ク ラ ッ シ ャ 動作部 に 流入 しない 構造 とす る必

要が あ る．

4． ボ イラ及び灰 処理設備

4．1 ボイラ の 構造

　ボ イ ラ に お け る障害と し て は ， 燃焼室 の ガ ス 爆発 ，
バ

ッ ク フ ァ イ ア ， 煙路火災 ， 灰処理 設備内火災，フ ラ イ ア

ッ シ ュ に よ る汚損 ， 侵食及 び腐食 ， 不 均一燃焼に よ る局

一
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部過熱な ど の 対策を配慮する．そ の た め に は ， ス トーカ

装置 に 対 す る 燃焼 ， 誘引及 び オ ーパ フ ァ イ ア 送風装置 と

の 相対的 な 安全制御 ， 排煙濃度 の 検出， 火災の 監視 ， 温

度や 圧 力 の 監視が 必 要 で あ る．ま た ， ア ヅ シ ュカ ッ トや

腐食対策と して は ， 燃焼 ガ ス 流路 や ガ ス 速度 の 適正 化の

ほ か ，ス ートブ 「
・ワ に よ る清掃も重 要 で あ る が ， ス

ー
ト

プ ロ ワ作 業 頻度 の 増加 は ，侵食 や 腐食 の 促進因子 に な る

こ ともあ る の で 注意 を 要す る．な お ，産業用 ス トーカ式

ボ イ ラ に お い て ， 燃焼 ガ ス 通路 の 管群 が 平均 O ．14mm ／

Y
，

ク リン カ ホ ッ
パ で o．34mm1Y の 腐食率 を示 した事

例 が 報告 され て い る．°

4．2 付 属 装 置

　石炭焚き ボ イ ラ で は ， シ ョ
ー

トウ t
一

タ 事故時 の 応急

対策と し て 油バ ーナ の カ ヅ トに相当す る適当な 手段が な

い ．した が っ て ， 水面 レ ベ ル 警報を 2 段 階 に 設定 して 水

位 の 低下 を生 じな い 事前対策 に 重点 を お き ， 給炭停止 及

び 燃焼空気 の 停止や制限等 の 処 置は ， や む を得な い 場合

の み に 限定 し た．後者 の 緊急対策の 効果 ， 事後処 理 等 に

つ い て は 今後 の 研究課題 で あろう．

　次 に ， ボ イ ラ の 全体構造 は，油焚き に 比 較し て 火炉 ，

燃焼室 ， 煙路 な ど ， 液体 と 固体燃料の 差異 に よ っ て 著 し

く異なるほ か ，燃焼室 負荷や燃料発熱量の 低下 ， フ ラ イ

ア ッ シ ュ に よ る 汚損と摩損対策の た め に ス ペ ー
シ ン グや

管配置 に 特徴を有す る．一
般 に ボ イ ラ 火炉 の 寸法 は ， 油

焚き に 比 べ て 1．5・V2 倍 の 容積 とな り，煙路や燃焼空気

室 ， フ ラ イア ッ シ ュ 回収 の た め の 空閤部 な ど を含め る と

総体的 に か な り大型 に な る と思 わ れ る ．ドラ ム や ヘ
ッ ダ

の 形状や寸法 に は 大差 が な い が ， 負荷変動時 の キ ャ リオ

ーパ の 防止 ， 低熱負荷 の た め の 降水比 の 変化 ， ド レ ン 生

成防止，低 水位発生時 の 対処等 に 考慮 が 必要 で ，ドラ ム

寸法を者
：lt， 増大 せ ざ る を得な い か も知 れ な い ．ま た ，

燃焼効率を上げ る た め に 燃焼室温度を高 くすると灰融 点

に 近 づ き ， 灰が 管に付着 し て 伝熱を 阻害 し，か つ
， 腐 食

の 要因 と もな る．一
方 ， 水冷壁面積を増加 し て 燃焼室 負

荷を上昇す る こ とは 可能 で あ る が ， 火格子や同駆動装置

等 ， 燃焼室周 りの 諸損傷及 び灰 に よ る トラ ブ ル な ど，保

守運転 上 の 問 題 を 避け る た め に 伝熱面負荷を あ ま り大 き

く と る こ と は得策 で な い ．

　表 2 に 標準的 な燃焼室許容負荷率を各燃焼方法別 に 比

較 し て 示す．ま た ， 火炉に お い て燃料の燃焼 に よ っ て発

生す る熱量 は ，ボ イ ラ 型 式 及 び 燃料種類 が 定 ま れ ば ほ ぼ

一定の 相関 に あ る の で
， 火格子面 積と伝熱面積と の 比 も

ある範囲内 に 制限 され，表 3 の とお りとなる．な お ，ボ

イ ラ 本体 （水冷壁 を含む ）の 伝熱面積 1m2 当た りの 燃

焼室容積は ，

一般 に ス トーカ 方式 ボ イ ラ で は O．08− O．18

表 2 燃焼室許容負荷率 の 比較

燃 　 焼 　 方 　 法

石　炭

重　油

ス トーカ 　（水冷壁 な し）

ス トーカ （水 冷 壁）

微 粉 炭

蒸気 バ ー
ナ （水 冷 壁）

燃焼室 言午容負荷率
　 （kcal／mah ）

200 ，000N350 ，000

250，000NsOO ，000

250 ，0（X）帽400，000

300 ，000−−600 ，000

表 3　伝熱面積 と火格子面積 の 比 （％）

石 炭種類

歴 　 青　 炭

褐炭 （良質）

褐炭 （劣等）

面積比

40N5037

’v46

33N41

ma （微粉炭方式で は O．　13〜O．40　m3 ）と され て い る．

　次に 火 格子 の 移動速度 は ， 炭質 ， 粒度 ， 燃焼率 な ど に

左右され るが ，

一
般 に は 給炭量 ， 火格子上 の 炭層厚及 び

ボ ・イ ラ 負荷率 に よ っ て 制御 さ れ ，O〜10m ！hr 程 度 に 設

計さ れ る．こ の 燃焼率は ，使用燃料種類と通風量に 支配

さ れ ， 揮発分の 少な い 炭質で は炭層厚を薄く して燃焼時

闘 を増 し ， 細粒及 び粘結性 の も の ほ ど ， 燃焼率を低くす

る必要 が あ る．ま た ，火格子 に は 火格子 桟 の 冷却，灰 の

落下 ， 燃焼空気 の 流通 の た め に適正 な隙間 を 選定す る 必

要 が あ る．燃焼効率 ， 火格子冷却の た め に は隙間 が 広 い

（2 段式）

図 3 ス プ レ ッ ダ ス トーカ の 例
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方 が よ い が ， 粒度 の 小 さ い 石炭や燃焼 中 の 灰 が 落下す る

欠点が あ る．した が っ て ， こ の 隙間 は大粒度 の 石炭や粘

結炭 の 場合 に は 大 き くと り，一
般的 に 4n・8mm が 選択

さ れ る ．

　 こ の ほ か ，石 炭焚き ボ イ ラ で は 油焚 きに 比べ て 熱負荷

を低く計画さ れ る の で ス ク リーン 管は 数 を減少 して 燃焼

ガ ス の 通路 を増加 し ，
SIH ス ペ ー

ス や管群 間隔 に つ い て

も灰 に よ る侵食 の 軽減，シ ソ ダ の 付着防止 な ど を考慮 し，

か つ ，ス ートプ ロ ワ の 適 正 配置に よ る ば い じ ん や ク リン

カ の 清掃 を容易に す る構造 が 推奨 され る ．図 3 に 古 い 陸

上 設備で 用 い られ て い る ス プ レ ッ ダ の 1 例を示す が ，

一

般 に ス プ レ ッ ダ方式 の ボ イ ラ で は，フ ィ
ーダか ら の 石 炭

は ， シ ョ ベ ル
，

P 一タ リ デ ィ ス ト リ ビ ュータ な ど を 通 し

て 投入 さ れ る の で ， 粘結炭や水分含有量 の 多 い 炭質 に は

適当 で は な く，ま た ，燃焼効率 を上昇 さ せ る た め に は ，

あ る 程度 ，粒度 を 選別 して 炉床 へ の 給炭位置を変え た り，

大粒炭 を 下層 に ， 細粒炭 を 上 層 に 散布す る方法 な ど に よ

っ て ， 火格子上 に 留 め る燃焼時 間を調整す る考案がなさ

れ て い る．給炭機 は，ダ ス トや ドレ ン に 起囚す る 損傷や

故障 ， 石炭接触に よ る摩損や 腐食， 火炉 に 露出す る 部分

の 放射熱 に よ る焼損を避 けるほ か ， 給炭機内 で の 火災対

処 に 特別な注意が 必要 で ， ま た ， 火格子 ，
ス プ レ ッ ダ ケ

ーシ ン グな どの 高温 に さらされ る部材 は ， 適 当な方法 で

温 度 監 視 す る の が 望 ま し い 。

　石炭焚 きボ イ ラ に お い て は ， 燃焼を良好 に 保ち ， ボ イ

ラ室 の 環 境保 全 の た め に ，平 衡逓風 シ ス テ ム が 採 用 さ れ ，

強制通風装置 （F．D ．F．）と 誘引通風装置 （1．D ．F．） の 併

用 に よ っ て ， 炉内は 基本的 に 負圧 が保持さ れ る ．

　 こ の た め ，LD ．F．と F・D ．F ・の 圧 力又 は 流量 は 常時監

視 し ， 火炉 や煙路内 の 圧 力上昇及 び 異常 な真空圧力 の 発

生 は 危険 で あ る の で，早 期 に 検 出 して 対策 を 講 じ る 必 要

が あ り， 通常 ，
1．D ．F・と F・D ・F・の 相万 に 自動的な制御

とイ ン タ ロ ッ ク が設け られ る．火炉又 は 煙路 の 圧力不平

衡 の 要因 に は ， 異常燃焼 の ほ か ， 送風機及 び ダ ン パ の 故

障 ， 送風量制御装置 の 不良 ， 煙路 の 汚損 ，
エ ア

ー
ケ
ー

シ

ン グ の 漏 え い ，LD ．F．羽根 の エ ロ ージ ョン 防止等 の た め

に 吸引側に 設置され る除麈器 の 閉そ くな どが あ る．こ の

うち，異常燃焼 の 原因と し て は ， ス トーカ や オ ーバ フ ァ

イ ア 空気装置 の 故障，灰 の 固形化な どが あ る が ， 不 適正

な 空気過剰率，成層現象及 び空気 ダ ン パ の 開度 不 良 も考

え られ る．

　表 4 及 び表 5 に ， 各種石 炭 の 燃焼 に 必要な 理 論空気量

と べ ー
レ
ー

に よ る 適正空気過剰率 を参考 に 示 し た が ，油

焚 きボ イ ラ に 比べ て ，石 炭 で は 空気供給量す な わ ち空気

過剰率を大 きく と り，不 完全燃焼 に よ る黒煙発生 を抑制

表 4　燃焼 に 必 要 な 理 論空気量

石炭種類

無 煙 炭

歴 膏 炭

褐　　炭

重　　油

必要理 論空気量 （Nm3kg ）

8，5〜 9．0

6．O−− 8．5

4．5N 　 6．0

10．2Nll ．5

表 5 ベ ーレ ー
に よ る適正空気過剰率

石 炭燃焼方刈 蟹 翻 率

ス 　ト ー カ 式

微　粉　炭　式

重　　　　　油

（蒸気 パ ーナ式）

1．45〜1．5Q

1．25〜1．30

1．20〜1．25

す る 必 要 が あ る，ま た ， 不 完全燃焼 ガ ス ， 完全燃焼 ガ ス

及 び 空気過剰 ガ ス が 炉 内 で 十 分 に 混合 しな い ，い わ ゆ る

成層現 象を防止 す る た め に は ， 各風量に お け る ダ ソ バ 開

度の 調整 ， 押 し込み空気 導入角度 の 適正化な どが挙げら

れ る が ，こ の ほ か ，か くは ん用の 空気 設備を 配置する こ

とも考え られ る．

　燃焼空気 は ，火格子 の 冷 却 を 兼 ね ，そ の 大 半は ，ウ ィ

ン ドボ ッ ク ス を経由 して 火格子 内部に供給さ れ る が ， 燃

焼促進 の た め に 小型 の オ ーパ フ ァ イ ア フ ァ ン に よ る 空気

が 火格子 上 の 石炭 に 注 入され る 方式 も 採用 さ れ る．ま

た ， 燃焼空気 の
一

部 は 火格 子 下部 に も供給さ れ るが ，こ

の 場合 ， 灰処 理 装置 の 上 部 に お い て 灰 の か くは ん を 生 じ

た り，火格子 の
一

部で停滞 した りする こ とが な い よ うな

配慮も重要 で ，そ の た め に 火格 了の 構造 や 下部空気室仕

切 りな どに各 種 の 考案 が な さ れ る．

　4．2．5 の 補助燃料油装置 は ， 停泊中や港内運航時又 は

始動 用 や 低 負荷用 ， 助燃用 な ど と し て 設置 さ れ る こ とが

多 い と思わ れ る．

　燃 料油 が 単独 で 燃焼 さ れ る場合 に は ，通常 の 油焚 き ボ

イ ラ の 規定 が適用さ れ る が ， 混焼又は 石炭が 残留 した状

態で の 燃焼な ど使用条件 に 応 じて ，次 の 安全対 策が 重要

と な る ．

　  燃焼室内 に お ける 2 次燃焼や間欠燃焼 の 防止．

　 こ の 場合 に は FD ．F．や 1．D ，F．の ダ ン パ 開度の イ ン タ

ロ ッ ク ，煙路ダ ン パ の 全開位置で の 固定等 に 留意す る．

　  バ ーナ への 点火の 際 に 石炭 の 発生 ガ ス に よ る炉 内

及 び 煙路 内 で の 爆発 を 避 け る た め の 制御 シ
ー

ケ ン ス の 設

定．

　  煙路 や風路 に お け る ス ートフ ァ イ ア や フ ラ イ ア ッ

6
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シ ュ の 引火防止対策．特 に 低負荷で 長時間，石炭焚きを

した 後などに は 注意を要する．

　  火災 の 監視 を フ V 一
ム ア イ に よ る 場合 に は ，検出

部 の 汚染防止 と局所 的 な 燃焼の 防止 の た め の フ レ ーム ア

イの 適正 な配置，

　  ス プ レ ッ ダや火格子等 の 焼損 の 防止 ．

4．3　灰処理設備

　移動式 ス トーカ で は ， ボ ッ ト ム ア ッ シ ュの 大半 は ， 火

格子進路方向端部 の ア ヅ シ ュ ホ ッ
パ に直接運 ば れ ， 他は

火格子 の 隙間か ら落 と さ れ る ．一
方 ， フ ラ イ ア ッ シ ＝

は ，
バ ン ク チ ：t　・一ブ 出 口 側 ケ

ー
シ ン グ ，

エ コ ノマ イ ザ下

部，除じん 又は 集 じん 器 の ア ッ シ ュ ホ ッ
パ か ら処理 され

る．ボ ッ トム ア ッ シ ；に 対す る フ ラ イ ア ッ シ ュの 比 率

は ， 微粉炭方式が 50％ 以上 に 達す る の に 比 べ て ，ス ト

ー
カ 式 で は 数 パ ーセ ソ ト程度 と考え ら れ て い る．た だ

し ， 灰 に 含 ま れ る 化学物質 の 挙動 に は ， 炭種 に よ っ て か

な りの 差異 が あ る の で 事前 に 生成す る 灰性状 を十分調査

し ， 適 切な処理方法を選定す べ きで ある．灰処理 シ ス テ

ム は ，石 炭中の 灰成分 と燃焼量及 び出恢 方式 に よ っ て ，

そ の 能力が 定め られ る が ， 貯灰 サ イ ロ は ， 港内 に お け る

廃棄が許容され な い 場合 ， ス トーカ の 異常や緊急時の 消

火 に よ る多量の 灰 の 発生 な ど を考慮 して ， 十分余裕の あ

る容量とす る の が望ま しい ．ま た ， 大 き な灰塊や灰網を

生ず る 恐 れ が あ る 炭種 で は ， ク リン カ ク ラ ッ シ “・． t 破網

装 置 な ど を 設け て 灰 の 排出 の 妨 げ に な らな い よ うに す

る．灰処理方式 に は ， 湿灰 （冷灰）及 び 乾灰 （熱灰）輸

送式 が あ り ， 前者 は 水 を 満 た した集灰器 中で灰を冷却し

た 後 ， 排水 ポ ン プ又 は パ ドル 車及 び メ カ ニ カ ル コ ン ベ ア

で 移送，後者 は 集灰器内 の 灰を蒸気又 は空気 に よ っ て 圧

送叉 は 真空移送す る もの で ， い ず れ も集灰器 ホ ッ
パ の ゲ

ート弁 に よ る 間欠又 は 連続方式 に よ っ て 制御 され る．灰

処 理 設備は ， 未燃石炭を混じ，高熱 で ， か つ ，有毒 ガ ス

や腐食成分を含有 して い る の で
， 火災や 爆発防止 ， ガ ス

の 外部漏えい に よ る中毒防止 などの 安 全対策 を講 じて お

く 必 要 が あ る ．なお ， 装置の 2 重 配置等 に つ い て は ，

2，1．5 を参照 さ れ た い ．

5．　制御設備等

5．1 制 御 設 備

　石炭焚き ボ イ ラ に あ っ て も油焚き と同様 ， 蒸気 タ ービ

ン ガパ ナ ， 蒸気 圧 力 ， 温度及 び 流 量 ， 並 び に復水 ， 給 水 ，

燃焼及 び 空気系 の すべ て を協調 させ る 制御が 必 要 で ， こ

れ らに 大 きな偏差を生ず る こ と は 許 され ない ．ス トーカ

焚 きの 難点は ， 燃焼管理 に お け る迅速な 応答が期待で き

な い こ とで あ る．した が っ て ， 負荷変動時 に お け る給炭

機 へ の 指令や異常時警報は ， 早め に 信号 を発し て 対処時

聞 に 余裕 を持た せ る こ とが重要 で あ る．

　ま た ，給炭 ， 燃焼 ，灰処 理 等 の 設備 で ボ イ ラ の 運転 に

直接関係を有す る制御及 び 監視装置は ， ボ イ ラ の 制御場

所 （通常 は 集 中制御室）に
一

括設置 し ， 運転中に 必要な

情報を直接入手 し ， 迅速な制御 が で きる もの とす る．な

お ，石炭設備が空気圧や油圧又 は電気 に よ っ て 遠隔制御

さ れ る場合 に は，一
つ の 制御装置 の 故障 に 対 す るバ ッ ク

ア ッ プ の た め の 別 の 装置を設け る 必要 が あ るが ， こ の 場

合の 別 の 制御装置は 機側 の も の で もよ く ， ま た ， 管や容

器 な ど で損傷や 故障発 生 確率 の 小 さ い 部材 や 簡単 に 修理

が で き る 部品等 の 2 重化 は 省略 し て 差 し支 えな い 。な

お ，別 の 燃料 に よ る補助燃焼装置が 設 け ら れ る ボ イ ラ に

対 し て
， 煙路の ダ ソ バ 開度を制御場所 に表示 す る 必要 が

あ る との 提案も あ っ た ．しか し ，
F．D ．F．及び LD ，F．ダ

ン パ と の 関連 ， 燃料切 換 え 作業 ， 制御方法等を考慮 した

場合に ，当該指示器 の み で は 不 十分で あ り ， 検査要領に

は 加 え な か っ た が ， 油燃焼開始 に 当た っ て は ， 同 ダ ン パ

の 開度 に 注意す る こ とは 重要 で あ る．

　次に ， 警報 シ ス テ ム は ， 主 要 設備 の 故障 ， 又 は 異 常の

検出 ， ボ イ ラ 負荷 に 対 する移送及び給炭量制御及 び 燃焼

制御の 異常検出が 主 な も の で ， 同時に シ ス テ ム の 安全確

保に つ なが る．移動火床の 高温警報は ， 火格子 の 冷却不

足 （under 丘re　air 不足）及 び異常燃焼 の 検出を 目的 と し

て 火格子 ，炉床等 の 適当 な 個所 に セ ソ サ を 設 け る．ま た ，

ボ イ ラ 水 の 低水位 に お け る Low 及 び Low ・Low 　level

は ，前者 で 早 目に 異常 を検出 し，後者 で 安全装置の 作動

を警報さ せ る こ と を ね らい と した ，

5．2 電 気 設 備

　 5．2．1 に は ， 石炭 を取 り扱 う場所 で 使用 され る電気設

備 の
一般要件を 示 した ．

　−L に 指定 され て い る全閉防塵構造 は ， 検査要領 H 編

H1 ．3．4−2，に 示 さ れ て い る IP 表示 で言え ば ，
　 IP　5X

又は IP　6X に な る が ， 普通 ，個 々 の 製品に は 防水 等級

も併せ て 表示 され る の で ，
IP　55

，
　 IP　65

，
　 IP　66 等 の 格

付け を 有す る もの か ら選定す る こ と に な る．ま た ，JIS
F8442 に 適合 す る石炭運搬 船用 の 特殊 カーゴ ラ ソ プも ，

目 本船舶標準協会の 「照明器具外被の 保護性能試験報告

書 （昭和 56 年 1 月）」 に よ れ ば ，
IP　65 の 試験 に 合格し

た こ とが 報告さ れ て お り ， こ の結果か らすれ ば ， 気密性

に つ い て 同 じ規定 の も とに 製作 され て い る 自動車運搬船

用 の 全閉気密形器具 も IP　 65 に 適合す る もの と推 定 さ

れ る．したが っ て ，こ れ らの 燈具 も保護外被 の 要件に 関

す る限り ，

−1．を 満足する も の とみ な さ れ る が ， 前者 の

特殊 カ
ーゴ ラ ン プは 移動形 の もの で あ っ て ， 石炭倉 内 に
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固定設置は 認 め られ て い な い の で 注意す る 必要が あ る．

　 こ こ で 特 に 重要 な こ とは ， 外被表面 の 温度上昇 に 対す

る考慮 で あ っ て ， 特 に 炭塵 の よ うな可燃性 ダ ス トが 多量

に 堆積す る 恐 れ の あ る場 所 に 設 置す る 電気機 器 に つ い て

は ，放熱が妨げ られ る こ とに よ っ て 生ず る温度上昇 の 増

加 に よ り， 可燃性 ダ ス トが 発火す る こ とが な い よ う に，

電気機器固有の 温度上昇 に 注意を払 うとともに ， 掃除 の

しや すい 構造 の も の を選び，近 づ きやす い 場所 に 取 り付

けるな どの 考慮 が 必要 で あ る．

　 −2 ．は ，特 に 硫黄分 の 多い 石炭 が 使用 され る場合 を考

慮 して掲げ た もの で あ る が ，

一般的 に は ， 船用電気機器

に 通常施 され て い る防食対策 で 十分 と考え られる．し か

し ， ダ ス トや ア ッ シ ュ類 は 水分 と な じ み やす く，それ ら

が付着 した まま放置され れ ば 腐食 が促進 さ れ や す い の

で ， こ の 面 か ら も掃除の しや す さ は ，電気機 器 の 選定や

配置に お い て
一つ の 重要 な ポ イ ン トと言え よ う．

　5．2．2 は ，炭塵や石炭 か ら発生す る 引火性 ガ ス （メ タ

ン が 主対象と な る）に よ っ て危険雰囲気 と な る 恐れ の あ

る場所 に 設置す る電気設備に 対す る制限を 示 し た も の で

あ る．

　−1．に お い て ， 石炭庫，石 炭庫直 上 で 石 炭庫 に 対 し直

接開 口 を有す る 区画．石炭庫 の 通気 ダ ク トの 内部及 び こ

れ らの 区画 の 通気 口 等の 大気開 口 部か ら 3m 以 内の 区

域 に は，必ず防爆構造 の もの と す る よ う指定 し，給炭 ホ

ッ
パ や百炭 の 移送設備等を 収容す る管 ， トン ネ ル

， ケ ー

シ ソ グ 等 の 内部 に つ い て は ， 非防爆形 の 電気機器で あ っ

て も
一

定 の 条件を満たす もの で あれ ば 設置 で きる こ とに

した ．そ の 理 由は ，前者 の 区画や 区域 で は ， 炭塵と引火

性ガ ス の 両者 に つ い て 安全性 の 確保を 図 る 必要 が あ り ，

後者 の 区画 に お い て は ， 引火性ガ ス が滞留す る危険性 は

比較的 に 少 ない と考え られ る か らで あ る．

　
−1．の （1）で い う 「本会が 適当 と認 め る 防爆構造 の も

の 」 は ，以 上 の 観点か ら判断 し て 決 め る こ とに な る が ，
一般的 に は ， 検査要領H 編 H20 ．3．1 を準用 し ， 発火度

G3 ，爆発等級 2 以上 の 耐圧 防爆購造 ， 本質安全防爆構造

及 び 内圧 防爆構造 の もの で あ っ て ， 炭塵 中で も安全 に 使

用で き る も の と し，安全増防爆構造の も の に つ い て は ，

本検査要領 L1 ．4 （4）， （5）， （6）及 び （7） の 危険場所 に

限 る こ と に し て い る．な お ， 安全増防爆構造 の 規格 は ，

JIS規格と IEC 規格との 間 に 差違があ る が，前記の 場

所 に つ い て は JIS規格 の 適合品も使用 し て 差 し支えな

い ．た だ し ， 防爆構造 の 電気機器 に つ い て は ， 防爆構造

以 外の 構造 や 性 能要 件 を 船用 に適した も の とす る 必 要 が

あ り，ま た ， 鋼船規則 H 編 1．9。1−2．の 形式試験 の 規定

等が 適用さ れ る の で ， 当会 の 形式試験証明書等 の 証明書

あ るい は 使用承認書 を有 し ない もの を使用 し よ うとす る

場合は ， 事前に 申し出て い た だ く必要が あ る ．

　なお ，

−1．の （1）（a ）の 過負荷に な る 恐 れ の あ る電気

機 器 は ， 電源用機 器，電動機等 ， 負荷側 の 条件 で 過負荷

と な る 恐 れ の あ る機器 を い い ，照明器具や通信 ， 信号装

置 等は （1）（b ）の 電気機器 と して 扱 っ て 差 し支え な い ．

　 −1．（2）の 但 し書は ， これ らの 区画 に お け る石炭は 既

に 引火性 ガ ス の 発生量 も少 な くな っ て お り，ま た ，発生

した と して も，本検査要領 2．2．2 や 3．4．1 で 要求され

る通気装置に よ り引火性 ガ ス の 滞留に よ る危険性 は少な

く，炭塵 に 対す る安全性 が 確保 で きれ ば十分 で あ る と の

判断に基づ く緩和措置 で あ る．

　
−1．の （3）は ，前述 の （2）に よ り こ れ らの 場所 に 非防

爆形の レ セ プ タ ク ル が 設 け られ る場合が 生 じ て く る の

で ， こ の 場合 に は ス イ ッ チ と イ ン タ ーロ ッ ク され る レ セ

プ タ ク ル で なけれ ば ならない こ と を明確 に した もの で あ

る．

　−1．の （4）は ， ケ ーブ ル 用 の 配管を通 じて 引火性 ガ ス

が 安 全 場 所 に 侵入 し な い よ うに す るた め の もの で あ っ

て ，
パ イ プは鋼製の もの と す る必要 が あ る．

　
−2 ．は ， 危険場所 の 電気機器 の 保守点検を安 全に 行え

る よ うに す る と と もに ， 使用 しない と きは 完全 に電源 か

ら切 り離 し て お け る よ うに 断路装置の 設置を 求 め た もの

で ，危険場所や 貨物倉 の 電気機器の 給電回路に対す る一

般的 な 要件で あ る．

5．3　防火及び消火設備

　本節の 設備要件 は 船舶安全法 との 関連 もあ り， 鋼船規

則 と同様 ， 日本 籍 船 に 対 して は 直接適用 しな い 取 り扱 い

とな る．した が っ て ，本節の 指針は ， 和文検査要領に は

記載され ず ， 英文検査要領に 挿入 さ れ て 外国籍船 に の み

適用する こ ととなる．

　5．3．1 の
一般事項で は ， 防火及 び 消火設備 に 対 す る 本

検査 要 領 の 運用 上 の 留意 点を示 した もの で ，ま た，5．3．2

か ら 5．3．4 に は 石 炭ガ ス の 検知装置 ， 火災探知装置及 び

消 火設備 の 設置場所 を定 め た が ， 前者 は ガ ス が 常時存在

す る 石炭庫 を除くガ ス 滞留の 恐 れ があ る 場所等を対象 と

し ， 後 2 者 は 石炭又 は 灰 が 取 り扱 わ れ る 区 画 又 は 設備

で ， 火災発生 の 危険が考えられ る 場所 に 対 して 要 件を 示

し た．

　た だ し，炭粒選 別 機 ， 異物除去装置，微粉炭設備等 が

設 け られ る場合に は ， 適宜 ， 消防設備の 追加 が 必要 で あ

り， ま た ， 密閉移送方式や環境調整装置が 採用 され る 場

合 などに は ，設備 の 省略 もあ り得る．なお ， 石炭設備内

の 消火 に 当た っ て 注意す る事項 と し て は ， 発火部及 び そ

の 周 辺 の 石 炭 の 温度 又 は 化学的 条件を 積極的 に 鎮静 し な
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い 隈 り ， 再発火の危険が残さ れ て い る こ と で あ る ．一
般

に ガ ス 消火 の み で 完全 に 消火する た め に は ， か な りの 時

閻 を 要 し，ま た ，発 火条件が 他 の 個 所 に も ま ん 延 し て い

る恐 れ もあ る の で ，局所的な消火だ け で は 不十分 と なる．

6． 予　備　品

　石炭焚き設備 に お い て は
一

般 に ， 石炭又 は 灰 に 直接 ，

接触す る部品の 摩損 ， 汚損及 び腐食並び に ボ イ ラ の 燃焼

ガ ス に さらされる ス トーカ ， 火格子等の 焼損衰耗 が 問題

と な り， こ れ らに 対 し て 予備品が 必要 と な る．し か し な

が ら ， 頻繁に取 り替え られ る で あ ろ う部品の 明細 に つ い

て は ， い ま だ 十分な実績も な く ， ま た ， 設備型式や構造 ，

使用条件等 に よ っ て 対象部品も著 し く相違する た め ，

一

概に 定め られ な い ．そ の た め 本検査要領で は ， 過去 の ス

トーカ焚き設備 に 経験さ れ ， 特に衰耗が 早 い と予想され

る火格子 桟 と給 炭 機部 品 に つ い て 要 求を示 し，高密度移

送方式の 屈曲管 ， 機械 式 コ ン ベ ア の 部品 ， ス ク リー
ン ，

ク リソ カ ク ラ ッ シ ャ 等 に つ い て は ， 具体 的 な 設計 に 関 連

して ， そ の 都度 ， 要否 の 検討 を 行 う こ と と した ．

7． お わ り に

　当会船級船 と し て 石炭焚 き船 が 建造され るの は ， か な

り将来と思わ れ ， その 際 に は 本検査要領作成時 に 予想 し

た 設備と は相当異な っ た シ ス テ ム や設備が出現す る 可能

性が あ る．した が っ て ， 本検査要領も新し い 技術 に 対応

し て
， 随時見直し ， 改訂 して い く必要が あ る．
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