
ま　　　え　　　が　　　き

近年の国際化,情報化,高齢化の進む環境下で,繊維産業とりわけ地場

の織維産業に対する情勢はますますきびしく,かってない試練に直面して

おります｡

この中にあって,技術力の向上はますます重要さを増し,また,消費者

ニーズの多様化,多品種少量化,短サイクル化の変化に対応する生産体制

の確立が重要であります｡

このような情勢をふまえ,湖北の浜ちりめん,ビロード,湖東の寝装寝

具,インテリア,麻服地,湖西の綿クレープ,ゴムベルト用の産業資材布

など,三産地を中心に活力ある地琴産業を目指し,産地企業のニーズに対

応した各種の技術指導,試験研究,技術者研修等の事業を積極的に実施し

てきました｡

また,産地組合や研究グループが実施してきた新技術･新商品の開発や

デザイン開発などの産地振興事業に対しても,積極的な指導支援の努力を

重ねてまいりました｡

ここに,昭和60年度に実施した指導研究業務の概要をまとめましたの

でご高覧の上ご指導ご教示賜われば幸いと存じます｡

昭和　61　年　　9　　月

所　長　　小　林　　昌　　幸





1.位

滋賀県繊維工業指導所

能登川支所

高　島　支　所

置

滋賀県長浜市三ツ矢元町27番39号　干526　電話　0749⑳-1492

滋賀県神崎郡能登川町神郷1076　干52ト12電話　0748㊨- 0017

滋賀県高島郡新旭町新庄前川原487-1千520-15電話0740㊧- 2 1 4 3

2.沿　　　　　　　　　革

明治4 4年　4月　　　　滋賀県立長浜,能登川工業試験場をそれぞれ設立｡

大正　4年　4月　　　長浜,能登川両場を合併し,滋賀県工業試験場とし,能登川に本場を

置き長浜を分場とする｡

大正　8年　4月　　　　滋賀県能登川,長浜工業試験場の2場とする.

昭和1 1年　4月　　　　能登川工業試験場高島分場を設置｡

昭和1 6年　4月　　　能登川工業試験場を滋賀県染色共同加工指導所と改称,高島分場廃止｡

昭和1 8年1 0月　　　長浜工業試験場を滋賀県工業試験場と改称,染色共同加工指導所内に

併設｡

昭和1 9年　3月　　　　染色共同加工指導所を廃止｡

昭和2 1年　5月　　　　滋賀県立長浜,能登川南工業試験場をそれぞれ設立｡

昭和2 7年　4月　　　能登川工業試験場と長浜工業試験場とを合併し,滋賀県立繊維工業試

験場を設置｡

昭和3 0年　9月　　　　滋賀県立能登川,長浜繊維工業試験場の2場とする｡

昭和3 2年　4月　　　長浜,能登川両試験吸を廃止し,滋賀県繊維工業指導所を設置｡長浜

に本所を,能登川と高島にそれぞれ支所を置く｡

昭和36年

昭和4 0年

昭和42年

昭和43年

昭和47年

昭和4盛年

昭和55年

昭和58年

昭和59年

月　月　月　月　月　月　月　月　月3　　4　　3　　9　　3　　3　　3　　3　　5 高島支所新築｡

能登川支所に繊維開放試験室併設｡

高島支所移転新築｡

能登川支所図案室増築｡

本所新館新築および所長職員公舎改築,

繊維および染色仕上加工実験棟新築｡

本所に繊維開放試験室新築

能登川支所移転新築,デザイン開放試験室併設｡

高島支所増改築計測管理開放試験室併設｡



3.規 模

3-1　施　　　　　　設

○本所(長浜市三ツ矢元町2 7-39 )　　　　0能登川支所(神埼郡能登川町)

◆本館(鉄筋コンク.) -卜造2階建)693.50m2　　　◆本館建物

◆公舎(コンクリートプLp､ブ造2階建)　　　　　　　(鉄筋コンクリート造平屋建) 349.74m2

3戸149.447n2　　　◆その他附属建物

◆実験棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆敷地

38.407n2

1536.47m2

(鉄筋コンクリート造平屋建) 872_04m2　　　0高島支所(高島郡新旭町)

◆繊維開放試験室　　　　　　　　　　　　　　◆本館建物

(鉄骨ブロック造平屋建)　319.70m2　　　　(鉄筋コンク.) -ト造2階建) 303.00m2

◆ボイラー室　　　　　　　　　　　　　　　　　◆繊維開放試験室

(鉄筋コンク.) -卜造平屋楚) 38.55n12　　　　(鉄骨ブロック造平屋建)　193.78m2

◆その他附属建物　　　　　　　169,蕗m2　　◆その他附属建物

◆敷地　　　　　　　　　　　　　4613.53m2　　　◆敷地

3-2　組織および業務分担

庶　　務　　係

技術指導係

所　　　長

試験研究係

能登川支所

ll

f

i

f

28.20m2

1150_ 13m2

人事･給与･予算に関すること

公印･施設･財産の管理に関すること

経理･物品･文書事務に関すること

公用車･ボイラーの管理その他｢般庶務に関すること

技術者研修および研修事業に関すること

巡回技術指導等指導業務に関すること

染色整理関係の技術指導に関すること

編織関係の技術指導に関すること

依頼試験に関すること

機関紙の発行･文献資料に関すること

編織関係の試験研究に関すること

染色整理加工技術の試験研究に関すること

編織関係の設備利用に関すること

技術指導に関すること

依頼試験および設備利戸別こ関すること

染織デザインの創作指導に関すること

高島支所{琵霊慧芸芸誓言孟孟宗用に関すること

3-3　職　員　構　成

長　保　長

者　係

所　庶 技　術　吏　員

事　務　吏　員

〝

技　　　　師

業　　務　　員

技術指導係

係　長　　　　技　術　吏　員

〝

〝

〝

〝

技　　　　師

試験研究係

係　長　　　　技　術　更　貞

〝

〝

技　　　　師

能登川支所

支所長　　　　技　術　吏　員

〝

〟

高　島　支　所

支所長　　　　技　術　吏　員

〝

〝

小　句　中　斉

申　木　福　鹿　涌　伊

前　大　中　古

小　嶋　川

堀　吉　石

薄　田 佐　千 多　代

杏

川　藤

川　村　永　取　島　吹

川　音　川　池

林　貫　添

井　田　倉

I　　重

忠　泰　善　　　弘

春　　　貞　君

昌　佑

利　克　弘

子　子　郎　雄

哲　義　行　寿　開　子

次　真　夫　子

幸　1　茂

男　己　樹



3-4　主要設備機械および整備状況

主要設備機械

■本　　　所

【試　織　関　係コ

力　織　機(捕,ビロード)

自　動　織　機(管,梓替)

レピアルーム

グ))ッパ-ルーム

撚　糸　機(リング式･イタリー式,′､丁式,合撚)

ユニサイザ-

ローラー糊付機

サンプルラッセル機

【染色･仕上関係コ
スク)) -ン捺染機

ロール捺染機(手動)

夷空糸蒸装置

漂　白　機

電気植毛機

楊柳ローラー

シリンダードライヤー

熱風乾燥機
ワ　ッ　シ　ャ　-

高温高圧液流染色機

凝集活性汚泥処理装置

ウインス染色梯

自動捺染機

張力記録装置

万能抗張力試験機

布破断強力試験機

糸強伸度試験棟

収縮度試験機

ドレープテスター

高速度カメラ

フェ-ドテスター

ウェザメータ-

染色物寧擦堅牢度試験機

照度計,直示天秤

クロックメーター
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r試験品質管理関係コ

整　産　機

自動緯菅巻機

チーズワインダー

糸　　繰

緑　薫

合　　糸

機槽機

タイイングマシン

リードドロ-イングマシン

高温高圧染色機

高温高圧チーズ染色機

噴射式籍染機

布　染　機

首温熱処理機

精　練　槽

テ　ン　タ　ー(クリップ式)

フェルトカレンダー

エンボスローラー

MPボイ　ラー

反　染　機

自動ビロード仕上機(引抜磯,カット機)

ルームアナライザー

糸抱合力試験機

通気度試験機

保温性試験機

柔軟度試験機
フウアイメーター

パルスカメラ

ラウンダーテスター

811色色董計

恒温恒湿槽

ダイオメーター

赤外分光光度計

ti 0 D自動測定記録装置

蚤　　音　　計

織物絵柄画像解析装置

超音波発振装置

原子吸光分光光度計

表面張力測定装置

糊浸透性測定装置

走査電子顕微鏡

標　準　光　源

風合測定機

ミクロ熟分析装置

ガスクロマトグラフ

スペクトロカロT)-メーター

高速ビデオ婁置

■能登川支所

染色摩擦堅牢度試験機

ストロボスコープ

糸強伸度試験横

糸抱合力試険機

直　示　天　秤

布破断強力試験機

汗堅牢度試験機

検　　撚　　機

番手測定機

■高島支所

自　動　織　機

多色広巾織機(レピア式)

イタlJ一式撚糸傑

布強伸度試験機

ストロボスコープ

番手測定計

天　　　　　秤

布引裂試験機

糸むら試験機

万能抗張力試験機

電子分析天秤

溶存酸素分析計

布摩擦試験機
シポ形状計測システム

粘　　度　　計

小型焼却炉

自記分光光度計

デ　ニ　コ　ン

複合模様撮影装置

自動単糸強伸度試験機

糸斑試験機　生糸用

自動検撚機　SⅡ型

万能投影機

燃焼試験機

スクラブオメーター

試験用捺染機(手動)

実体顕微鏡

光電分光光覆計

図形情報処理システム

自記分光光度計

液体クロマトグラフ

自動作画機

常圧オーバーマイヤー

撚セ　ット　機

リング式撚糸機

糸強伸度試験機

経糸張力計

タイヤコード試験機

布破裂試験機

顕　　微　　鏡

糸抱合力試験機

テンションメーター

自動検撚機

5



本所 

放流ピット 劔劔剞E員公舎所長公口 JEj1室慧置場E 

=≡≡ 
;繊 

I l l 啜｢yZ�6�+��

l 鳴�韜��ﾌ��劔劔��

l 一 白�抱ﾇﾆ陳�劔剪�警備員室 

W.C 
l l I I l I 一 價2�劔僮 l I 一 I l 剞}書資料室 

物理試験室 

技術相談室 
茎 

乾燥室 

玄関 ��(本館2搾 % 萌品室 劔�Y�b�

渡り廊下 劍駟k��� 

染色仕上加工 実験室 

キユピタル □ C 
居 �� 研修 

本館機械室 

苓イ警_壁 
染色孟 

温謂機械室 剪�
痩 峯 

W. 劔劔倉月 

御排撞 剳ﾒ轍実験室 劔劔剳r竄�

機和室 工作室 糊付茎 劔劔剪��ｸｧsS｢�

機器ff 

編織準備実験室 皮 劔劔 

案糸室 劔劔劔哦IF��
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染色試験室 � l �:;.辛:..{:-::=:;;.;潔:'JT,Ti:I:I-_;. 

玄関 亦�WC 

鶴 響 
.-<--I ∵-.-.?.I:::.i;;.i:::_;:..-.,.:I ヽ■■, ･..--,4二,I..J/LJ-...-‥ 剴�� 綴討��V��r�ﾔ停�ホール 劔恒温恒湿室 

デザイ ン室 �5(98788X�ｸ5��6h5X4898��劍駟k���侈H�8����
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科目 劔予算現額 1.881.000 假ｹ?ﾈﾜ�｢�"��Sb�#���対比 275.200 

使用料及手数料 倭 �� 

用科 手数料 傅Hﾔ域yw�{��繊維工業指月 �284.000 �3������17(価 

1855200 11800 �#S�#����#3c����
財産収入 ��日 �5000 47800 

棚板入 射軌収入 俥�蝴H�?ﾂ�Z委ｸ贅�県職生施塾 �47800 ���△47800 

冗 �� �� �������S�2�

諸雑収入 入 �?ﾂ�日月 �0 150000 ��������SS��

葉技磐等蟹 ���8cS��鵜2�150000 ��

5,830 ���
合計 劔0 �5,830 

2β78,8∝) �"�3#2ﾃ�3��245,030 

予算現額 1.100.000 倡因��｢���������予算残額 

壌寮費 総務管理費 企画費 �� 剪�0 

財産管理費 計画諏査費 假冽�N��700,000 土'�ﾃ���� ���

商工 ��Jl 津���C2ﾃ涛3sS��400000 43993758 ��0 0 

商工業費 �� �2緜CB�#3��I 3.644.231 ��0 

商I業総務費 ����44,∝氾 鼎C���� ���

工業振興 ��3,600231 �3c��3��0 

酬 白�##�#�;��ﾂ�22920∝) ���I 305600 �3�Sc��� 

旅費 湯��3bﾃc3��836,631 �����

1 ���0 

役務 鼎�ﾃ����41,000 

日 �������180∝) ���
中小企業 �(h抦ｮ仂h轌;�N�� 鼎�<�C津S#r�40349527 ���

1504000 白��ﾃS�Bﾃ����8�R�����0 

報償費 �3������
I 638000 田3���R��0 

需用費 白�C都����497000 69000 
0 Jf 白�c�����

0 

38845527 �3ャCSS#r� 

報酬 白��ﾃ�������I 1080㈱ �����

共済費 白��#s�3R�I 127035 ���

賃金 白���緜���81,600 ���

旅費 需用費 �"ﾃ���ﾃsコ�2,1∝),785 ���

22,962,628 �#"ﾃ田"ﾃc#��0 

託 �｢�2ﾃCC"ﾃ����I 3,442080 ���

用, 晶購入 負担金補助及交付金 �32ﾃ����33,080 柳b�

6939,750 田�3都S��0 

1 ��r� 

A 口 刮ﾛ妻 計 唐ﾃ����8,8(氾 �����

45,093,758 鼎Rﾃ��2ﾃsS��0 
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月 項目 釘�5 澱�7 唐�9 ���� 免ﾂ�12 ���2 �2� 佗f��

覧熱'空襲 �#��ll ��B�3 釘�2 ��r� 澱�ll 偵R�9 途� 啖ﾅ���

製織.製編 設備について 釘�3 途�1 ���9 迭� ���5 迭�0 ��� 鼎��

準備技術に ついて �2�2 �2�1 ���4 �"� �2�8 ���0 ��� �&r�

準備設備に ついて ���1 �"�0 ���2 ��B� ����lt ���3 ��� �#B�

0 ���1 迭�0 ��2 ���3 �2�2 ��18 縫物分解 設計について ���1 

編織物の クレームについて ���1 ���0 �2�3 ��� ���0 ���2 ��� ����

琵風'I%急 澱�8 途�10 釘�4 ������7 �"�5 �2�鉄r�

葉風こち響､苧 ���4 ���0 ���2 ������0 ���1 ���湯�

笹島芝讐TpR,苧 ���0 �2�1 ���3 釘����5 ���0 �������

工場管理 について �"�ﾂ�1 �2�4 �"�2 �"����0 ���1 �����r�

計測機器 について ���0 ���0 ���0 �"��"�0 ���0 ���澱�

工業用用排水 について 釘�1 ���2 途�5 迭�途�2 �2�0 ����3r�

公害関係 について ���2 釘�8 ���0 ������0 ���0 �"���r�

設備の近代化等 について ���12 ���2 �2�0 �������2 釘�2 ����3b�

意匠図案に ついて ���2 �"�0 ���5 釘����3 澱�0 ����#R�

その他 ��r�22 ����14 ��2�9 ��b��3��27 白�r�18 ��b��#�r�

計 鉄��71 田R�47 鼎"�55 都2�田"�71 �3��44 �3"�田S��
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(2)　技術相談

項目月 �4 �5 澱� 途� 唐�9 ��10 冤l ��12 � ���2 �3 剏v 

苦戦.華葱 �25 �15 ��9 ���9 ���� 澱�13 �1 唐�6 � ����8 �14 �169 

苦戯言,祭警 �5 �1 ��1 ��5 迭�4 ��2 �10 ��4 �12 冓4 �2 �55 

準備技術に ついて �14 �14 ���0 �#R� ��"�16 ��16 �16 ��10 � ��2�13 �17 �176 

準備設備に ついて �0 �1 ��� ���0 �1 ��4 冤l ��6 �2 �8 �0 �35 

芳超賞,学 冤l �19 ��r� �#�� ����8 姪��冤l ��r��17 �16 �23 �186 

編織物の クレーJJこついて �21 �22 �#R� �#b�18 �34 �3���21 �3r��17 �29 �24 �305 

厚風土篭爵9 劔13 途� ����10 �9 ��2��7 釘��2 �7 �5 �96 

要暦.三鳶､苧2 劔1 �2� ���8 �3 鳴�b��0 ����4 � � � 2 �1 �30 

笹墓た雪祭等 �3���36 �#B�45 �41 �28 ���3���51 鼎����37 �57 �31 �468 

工場管理 について �"��2 �"�1 �6 �3 釘��2 �����5 �1 �1 �29 

計測機器 について �2 剴2�0 �2�釘����7 剴B�3 � ����������#��

工業用用排水 について �.4 剴��0 ���釘��"�9 剴��3 � ����"�����3b�

公害関係 について �0 剴��1 �"��"����0 剴��1 � ����&b���� ���� 

設備の近代化等 について �8 剴"�2 唐�������4 剴"�4 � �"���� ����3R� 

意匠図案に ついて �5 � ���4 ��"�釘�湯�5 � �2�6 � 唐���� 釘� 田"� 

その他 �21 � �#B�15 �3���#"�����22 � �#b�10 � �#"����� ��"� �#C�� 

計 �160 �1 鉄b�121 �#�b���s2���C2�183 �1 涛��160 �1 田���田��1 �3r� ��田�� 

(3)　依頼試験

月 項目 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�-1 �"�3 佗b�

定性分析 �"�1 湯�0 ���2 釘�0 ���1 ���0 ����

定量分析 ����4 迭�21 ���9 ��2�Z主 鼎R�∫ 17 �2�7 ��Sr�

用排水分析 釘�0 �"�4 ���4 迭�6 ���0 ���0 �#R�

番手測定試験 �3��17 �#"�10 ����7 �#��23 ��B�31 途�25 �##b�

糸斑試験 ���0 ���1 湯�2 免ﾂ�6 ���8 ���1 鼎��

撚度試験 �2�7 ����5 ��R�4 �#��14 湯�24 途�10 ��#��

糸強伸度試験 鼎��33 �#2�21 ��b�15 ��B�49 �#"�15 �#r�ll �#ッ�

糸抱合力試験 ���0 釘�5 ���0 ���0 ���9 �"�0 �#��

布破断強力試験 湯�22 �"�17 ��r�ll �3B�16 �32�9 �3"�23 �##R�

布摩擦試験 唐�8 湯�3 ���2 �"�2 �"�2 ���0 �3��

圧縮弾性試験 ���0 ���0 ���1 ���1 ���0 ���0 �"�

組織分解 ���0 ���2 ���2 ���0 ���0 ���2 唐�

織物設計 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

厚さ測定 �2�~0 ���4 ���0 ���0 ���0 �#��4 �3��

密度測定 唐�4 唐�3 迭�1 �"�0 �"�ll ����18 都"�

弧形.斜簡旺 �"�0 ���3 ���0 ���0 ���0 ���0 迭�

PH測定 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

水分率試験 ��"�0 ���6 ���2 �2�2 釘�1 ���2 �3B�

防鮮度試験 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

収縮率試験 ����2 澱�3 釘�5 釘�17 �#��18 �3"�19 ��C��

硬軟虞 ���0 ���0 ���2 ���1 ���0 ���0 �2�

保温性試験 ���1 ���0 ���0 ���0 ���0 ��ﾒ�7 唐�

通気性試験 ���1 ���0 ���ユ ���0 ���0 �"�3 唐�

繊維鑑定 �2�0 途�2 ���2 迭�9 �2�6 迭�3 鼎b�

繊維混用率試験 �"�0 宝��.4 釘�7 ���1 釘�1ユ 唐�2 鼎2�

繊維化学試験 �"�0 ���0 ���5 ���0 ���0 ���0 途�

顕微鏡写真娩影 �2�1 ���3 ���1 �"�1 ���6 �2�8 �#��

6 釘�0 ���0 澱�0 ���1 塔R�0 �2�107 

嬰携ゐ酢壷蓋 �#r�32 ���8 �#R�12 �3B�52 �#B�51 ��3��63 鼎c��

図案調整 ���0 ���4 ���0 ���0 ���5 �"�0 免ﾂ�

複本 ���0 ���0 ���0 i ���0 ���0 ���0 ���

計 ��ッ�137 �����130 �����103 ��sb�224 ��コ�310 �#湯�211 �#�ヲ�

ll



(4)　設備使用

項目月 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�1 �"�3 佗b�

整経機 ���3 ���0 釘�0 迭�3 ���0 ���3 �#��

力織機 迭�4 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ����

撚糸機 迭�3 �"�0 免ﾂ�2 �"�5 �"�1 途�3 鼎2�

糊付機 ���2 ���0 釘�0 ����0 ���0 ���0 ��b�

精練機 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

乾燥機 ���0 ���1 ���0 ���0 ���0 ���0 �"�

漂白機 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

捺染機 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

高温熱処理機 ���0 ���0 �"�1 ���0 ���0 ���5 唐�

真空糸蒸機 ���0 ���0 ���1 ���0 ���0 ���3 澱�

染色機 ���0 ���0 ���3 ���1 ���2 ���0 途�

巾出機 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

鼻整義貞護 ����4 迭�ll ����6 ��"�_8 ��"�ll ����12 �����

糸むら試験機 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

作-面積 ���0 ���0- ���0 ���0 ���0 ���0 ���

パイルカット機 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

芯材引抜機 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

その他の試験機 鼎��40 鉄��41 �3��40 鉄��47 鼎��37 鉄��49 鉄#r�

計 田��56 田��53 都��53 塔2�64 鉄��51 田��75 都S"�
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4-2　研究会･講習会等の開催

研究会.講習会 佇�?｢�内容 ��ｨ�韃����ﾈ蹴�

品質管理講習会 塗ﾈ緤?｢�品質管理と生産管理の進め方 俘)8x辷��
～ 6月㌘日 (4日間) ��ｹ>ﾉ�XｧxﾗX踪揵8yW�Tb�35名 

縮緬研究会 度ﾈ紵?｢�生糸品質調査結果について 儼ﾈ�l儘鮎hｺi:��xﾘr�

主査木村忠義 製織条件と防しわ性について 主査鹿取善寿 撚糸条件と防しわ性について 技師浦島開 鼎�kﾂ�

織物組織講習会 度ﾈ�#Y?｢�織物組織の基礎とその応用について 僞ﾉ6��ﾈ辷��
～ 9月26日 (10日間) 佛y+y(d､曝ﾗ��17名 

パソコン研究会 度ﾈ繪?｢�パソコンの基礎と応用 俘)8x辷��
～ 7月25日 亰ｨ��4�6�6�485X�ｲ�lo宅 

(4日間) 兀�YI�8ﾔｲ�

パソコン研究会 度ﾈ繪?｢�パソコンを利用した織物組織の作成 俘)8x辷��

主査大音真 免����

デザイン研究会 嶋ﾈ�#9?｢�創作デザインアイディアパターン発 表 図形処理システムの活用について 主任嶋貫佑- 僞ﾉ6��ﾈ辷��ykﾂ�

情報化講習会 嶋ﾈ緤?｢�｢ニューメディアの情報社会｣ 坪ﾘ)8x辷��

日本電信電話株式会社 関西絵支社データ-通信本部 西村雅寛 �3�kﾂ�

織物研究会 祷ﾈ�#y?｢�防炎加工について 僞ﾉ6��ﾈ辷��

主査福永奉行 パソコンを利用した織物組織の作成 について主査大音真 ��)kﾂ�

生糸研究会 ���ﾈ�#9?｢�昭和60年度上期生糸品質調査結果に 儼ﾈ�l儘鮎hｺi:��xﾘr�

ついて主査木村忠義 �3洩ﾂ�
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研究会.講習会 劔剏雌� 劔剴燉e 剪���ｨ���x��?ﾈ蹴�

織物研究会 劔�10月29日 劔� 剪�噸ﾘ���ﾂ�
麻糸の品質諏査結果について 主庄/Tl添 環境条件と織物風合物性 技師吉田克 劍���ﾌ��僞ﾉ6��ﾈ辷���Ykﾂ�

技術講習会1明15日 劔劔�7�5ﾈ5(98/�w�*(+ﾘｬyyﾘｵｨ��,�,(*(,B�ｵｨ��4�6�6�485X�ｲ�Y�YI�8ﾔｲ�(hﾙ�,ﾉ��査馼��,�,(*(,B�ｵｨ��4�6�6�485X�ｲ�ﾘ(ﾞ��r�剪�俘)8x辷��3�kﾂ�

｢般巡回技術拒専報 剴��ﾈ緤?ｨﾘy��,ﾉzx�ｨ*�.xﾊ�+ﾘ�l儘��ｨ,ﾈ��OR�劔劔��繊維工業指導所 15名 

.d=A Eコ苔 巡回デザイン展 剪�劔工程の管理について 石川県技術アドバイザー 米帝淑郎 

11月21日 劔��8ﾙ���査韋ﾋ��ｨ���鞐ﾈ6h5X4898,ﾂ�5x鹵�劔 僞ﾉ6��ﾈ辷����kﾂ�

パソコン講習会11月25日 ? 劔劔品質管理プログラムの開発 劔剄ｓ㍽x所 劔 

パソコン講習会 0 剴Hﾈ���?｢�ペ?ｨｭB��劔株式会社英恒集成社 吉田茂樹 技師吉田克己 劔�10名 
11月2日 劔初級パソコン講座 株式会社ヨシダヤ 吉田近持 技師吉田克己 劔� 俘)8x辷���Ykﾂ�

パソコン講習会 剴��ﾈ纖?｢���ｹ��?｢��)?ｨｭB��剪�宴pソコン講座 近畿情報システムOA部 第1課堀井敏彦 劔� 剄ｓ㍽x所 12名 

織物TザイノンスT ム講習会 ○ヽ 劍8c�ﾈ���?｢�劔�i�Y�IZ�,ﾈ5bﾘ7�8ﾂﾘ5h8�985ﾈ7H6r�,ﾈ�����ｩH�檍��7X8ﾈ�ｸ92��(ﾞ��ﾙTb�劔��俘)8x辷��冖ﾂ�� 

パソコン講習会 剴�ﾈ纖?ｨ8��ｸ7h8ﾘ,ﾈ竧宜*)_ｹd�ﾘ"�劔劔劔8x辷��

株式会社日本ソフトバンク 劔劔劔10名 

営業部緒方恵一郎 劔劔劔 
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研究会.講習会 佇�?｢�内容 ��ｨ�韃����ﾈ蹴�

経営ゼミナ- �(ﾈ�#y?｢�C.Ⅰ計画について 僞ﾉ6��ﾈ辷��

技術アドバイザー 岩井珠恵 ��Ykﾂ�

縮緬研究会 �8ﾈ�#i?｢�和装市場の動向について 儼ﾈ�l儘鮎hｺi:��xﾘr�

株式会社高島屋京都店 商品担当課長西村喜四郎 試作縮緬の解説 係長中川哲 主査鹿取喜寿 �3洩ﾂ�

4-3　巡回技術指導

巡回指導項目 弍ｨｭB�内容 舒仂i�B�

公害巡回技術指導 度ﾈ�)?｢�総量規制における水質の高次処理技術に 度ｮ仂b�
～ 7月19日 のうち5日間 �,(*(,B�ｩH�檍��?ｨﾊHｵｨ��5(985H8ｸ5�986r��(岔9��9h��X蹴�

｢般巡回技術指導 ���ﾈ��I?｢�長浜縮緬の問題点について ���ｮ仂b�
～ 11月6日 宙皦,h+X,Hﾘy��,ﾉzx�ｨ*�.xﾊ�+ﾘ�l儘��｢�

のうち5日間 �,ﾈ��OXﾔ�/h,ﾈｬyyﾘ,�,(*(,B�����ﾈﾊxｵｨ��4�6�6�485X�ｲ�¥I��4y��9h��X蹴�

省エネルギー巡回技 嶋ﾈ�#�?｢�染色.晒工場の省エネルギーについて ��ｮ仂b�

術指導 刳博ｮ会社日研技術コンサルタント 山下等 当所職員 

簡易巡回技術指導 ���ﾈ��)?｢�設備貸与事後指導 �#�ｮ仂b�#�ｮ仂b�
～ 1月9日 �9h��X蹴�

4月20日 ��ｹ])�Hｵｨ��ｷ�-��Y�i�騫ﾘｵｨ��,i�h蝌ｬyyﾒ�
～ 3月20日 亰ｨ��,�,(*(,B�ﾋ8ｹ�78ﾔ杏ﾉ��沙�Xｧxｻ8��tﾉgｹJ2�E���X蝌�E��ｴｸｦ佶�引｢�蓼ﾌｹ�稲yWb�9h��X蹴�
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4-4　技術アドバイザー指導事業

昭和60年度技術アドバイザー指導事業の実施状況

月別実施企業数と指導日数(延)

区分月 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�1 �"�3 佗b�����唐�

日数 鼎B�13 ��"�16 ��"�9 ��2�16 ��b�13 ��R�12 

企業数 ��"�9 唐�6 途�5 唐�9 ����6 免ﾂ�7 

内容別指導企業数と指導日数

内容企業数 劔� 

公害対策,省エネルギー 剴���42 ��

管理技軌oA.FAの進め方 剴���

触取.改良飾9 劔��
43 

生産管理,品質管理 劔�12 ll 

2 

製編織技術 剴b�

撚糸技術 剴"��10 

縫製技術 28 劔劔 

デザイン,新商品開発 2 劔�2�

染色,整乳加工技術 剴B��13 剪�

工場レイアウト,管理技術 剴"��5 剪�

A 口計 剴C���191 剪�
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4-5　中小企業中期技術者研修の実施

(1)コース名　　繊　　　維

(2)期　　間　　昭和60年7月3日～　9月2日　(24日間)

( 3 )場　　所　　滋賀県繊維工業指導所

(4)カリキュラム

月日 况ｩ?｢�座実 �盈｢�内容 俎X蹣kﾂ�所属 

7月3日 ��R� 丶ｨﾗX�� �� 

7月3日 ��R�座学 ��IZ依I{��差別化生糸の特性について ��)m胤｢�農林水産省蚕糸試験場 

5日 仞��〟 ��h蝌ｬyyﾒ�作業標準化の手法 倡9�ﾉ��蔗�ヤンマーデイ-ゼ} 木ノ本工場 

8日 佇��〟 ���祭物工場に於ける生産管理技 估ｹ68�Wb�東洋紡績昧) 

10日 ��R�〟 ���コンピューターの概要 囘�wh�)ur�滋賀大学 

11日 冦��〟 ���〟 ���〟 

12日 仞��〟 ���〟 ���〟 

15日 佇��〟 ���〟 ���〟 

16日 ���実習 ���コンピューターの実習 ���〟 

17日 ��R�〟 ���〟 ���〟 

18日 冦��〟 ���〟 ���〟 

:石目 仞��座学 儼俯�yyﾒ�韓葉から見た生地難の原因 舒),隲(ｫ��京都府物指導所 

29日 佇��〟 ���染色加工から見た染難の原因 と対策 冉ｹ�ｩ]r�丸染工鱗) 

31日 ��R�〟 俶H�8��ﾔ��綿織物の仕上加工 兀�YIm"�元京都市染色試験場長 

8月2■日 仞��〟 ���〟 ���〟 

5日 佇��実習 傅IV舒�b�創造性の開発 �(i�ﾈﾎXﾖﾂ�株)京都試作研究所 

7日 ��R�〟 ����x��〟 ���〟 

9日 仞��〟 ���〟 ���〟 

19日 佇��〟 ��IZ��ﾘﾇb�設計の考え方,アイデア �(i�ﾉ4��滋賀県繊維工業指導所 

21日 ��R�〟 ���〟 ���〟 

23日 仞��座学 刋ｩk�ｬyyﾒ�高令化社会における活性化 冏嬰ﾂ�堀経営コンサルタント 

26日 佇��〟 傅IV舒�b�新商品開発の考え方 ��x棠�ﾈ爾�アトリエ伸 

28日 ��R�〟 ���〟 ���〟 

SO田 仞��〟 ��h蝌ｬyyﾒ�警讐着蛋掛ナるコンビニ- 囘�抱�)ur�滋費大学 

9月2日 佇��〟 傅IV舒�b�売れる商品作り 冤)gｹ4��嶋本国際特許事務所 

9月13日 仞�� 做9{俾�� �� 
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(5)受講者および修了者

受講者3 0名のうち8 0%EiL-した下記1 7名咽して,滋賓県知事名の修了証書を鞠

60年9日ユ2日･当所において挙行した修了式において鮎した｡

従業員数

和　邦　利美太

路　　大重

田居田大村口木吉石藤北西井八

恒繋市元美保武昭正

井居村瀬尾田瀬川浜谷堀中杉川中松河中西大

4-6

生豊彦寛彦男郎晃吉之朗重

】　三治彦行

帆鮒㈱

ん

業

め

〝　宮　興　り　〃

ら

山

久

松　高　南

工七業縮業物多興藤工織　　　　　緬山鳥塚河締高中大㈱浜

出版刊行物

場

㈱

(秩)

緬

(鼠)

業　　種

名称 業務報告書 指導所ニユ_ス 亂xﾗ8ｾiZ｢�1回の発行部数 

年1回 年4回 年2回 �8cS�u��

ファッションカラー �550部 140部 

4-7　職月の研修

中小企業技術指導員研修課程1か月コース

メカトロニクス　技術指導係技師浦島　開
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5. ▲試　験　研　究　業　務

5-1　試験研究　関係

1)自動ほぐし捺染装置の開発に関する研究

試験研究係

能登川支所

試験研究係

技術指導係

試験研究係

次一葉行夫春佑　　奉貞川貫音永川前嶋大福中長　任　査　査　師係　王　主　主技

1.はじめに

滋賀県では､湖東地方を中心に､経糸ほぐし捺染を使用した夏用夜具地･座布団地が生産され

ている｡

この織物は､経･練糸に綿･麻･擬麻加工糸を使用するとともに､練糸に撚り加工を施すこと

により､仕上後シボ(凹凸面)を発生さし､吸収性､肌触り感の良好な夏用素材として重宝され

ている｡一方､径糸ほぐし捺染は､製織以前の経糸にスクリーン捺染を施し､製織中に微妙な柄

ズレを発生させる手法であるが､この柄ズレが絵柄とともに一層の涼風感をかもし出しているo

また､この経糸ほぐし捺染法は､先染織物の高級感をプリント染色の生産価格で実現できる特色

もある｡

近年､消費者噂好の多様化や室内インテリア基布･洋装の需要と相まって､図案も多種多様･

小ロット化してきたo

このような情勢下で各社デザイナも意欲的に試作見本作りに取り組んでいるが､試作品はす

べて採用されるとは限らない｡他方､ほぐし捺染は捺染型枠を色ごとに必要とするo　その数は､

少なくて三枚､多いものでは十枚以上にもなる｡試作見本を数多く作れば消費者ニーズに対応し

易いが､型製作業費は企業にとり大きな負担となる｡

本研究では､マイクロ･コンピュータを用い､パスティックシステムや織物絵柄解析装置より

得られた､画像データを処理するとともに､自動捺染機を制御しながら噴出ノズルにより染料を

直接経糸シート状面に噴出､描画することで､試作用型枠を不用にするとともに､よりスピーディ

に試繊するための技術の確立を目標とした0

2.ほぐし捺染生産工程

ほぐし捺染織物は図1の工程を-て生産されている｡
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韓　　糸 撞　　糸
デザイン

図1ほぐし捺染生産工程

※仮織り

練糸密度1 -2本/10cmの粗い織り方oほぐし飯中の-ズレを防止するために行い､

染色後は取り除く｡

紫シポ出し

練糸に細工糸を用いてあり湯中に浸清､シポ出し機で-ようにしシボを発生さす｡
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3.自動ほぐし捺染装置

3.1.自動ほぐし捺染システム

3.1.1　システム構成

図形情報入力装置

-図形情報変換装置

自動ほぐし

捺染制御装置

-捺染機

図2　自動ほぐし捺染システム

自動ほぐし捺染システムは､次の4つの装置からなり､その主な働きはつぎのとおりであるo

(11図形情報入力装置

デザイナが創作した図案を､マイクロコンピュータに取り込み各種処理後､図形情報変換装置

に出力する装置(パスティク･システム､織物絵柄解析装置) 0

(2)図形情報変換装置

図形情報入力装置から出力された図形情報を入力し､ CRT表示フォーマット､保存用フォー

マット､捺染機出力フォーマット等のデ-夕形式変換を行いながらノズル制御データを作成し､

同時にデ-タ管理､カラープリンタ出力､色更新等の処理を行う(マイクロコンピュータ　NEC

9801-Vm) 0

(3)自動ほぐし捺染制御装置

捺染機に捺染データを出力し､制御を行う装置｡

捺染機は､サーボ機構により駆動しており専用コントローラを内渡している｡コントローラ

は､サーボモータ制御を行うとともに外部制御信号の入出力も行う0本制御装置は､サーボコン

トローラの制御信号や位置信号パルスと同期を取りながら捺染データ出力を制御する｡
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マ　イ　ク　ロ

コンピュータ

画像　デー　タ
捺　染　機

図3･ 1　マイクロコンピュータと捺染機の信号流れ

(4)捺染機

捺染機は､ノズル噴出により図形情報を経糸上に直接捺染する主要装置であるo描画を行うX I

Yテーブル上にノズル部が搭載され､縫糸を順次送り出す送り出し装置､経糸テンション･ロー

ラ､ XYZテーブルの移動･位置決めを行うサーボ機構､経糸位置安定化のための底面ベルト部

からなる｡

3.1.2　描画方法

ノズルによる括画を行うため､単位ライ

1　　　2　　　3　　●
P P p
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l　　　　　1　　　　　2
P P P

図3　ラインによる描画

ンを組合せる方法を取った｡

図形は点の集合体であり､描画点を横方向に連続

すると､図形ラインに分割できる｡

ノズル･ベットは､経糸上を右から左へ移動する｡

移動中図形開始点(P 10)噴出を開始し､逆に図形

終了点(Pll)で終了すれば､経糸上に図形ライン

が1本措ける｡次に経糸を1ピッチ送り､同様に図

形ラインを描く(P21-Plo).これを順次繰り返

す｡ピッチ巾をラインの太さに等しくすれば､長さ

方向にも連続され､図形面が形成されるo

3.2　画像データの入力･変換システム

捺染システムは､次の9つのサブルーチンに分かれ､各サブルーチンを組合せ(操作しながら)

捺染出力データを作成するo

図4　画像データの人か変換システム

この間の画像データは､用途によりフォーマットを変換していく諸データ名とその形式は､

次のとおりであるC

(1)バイナリー･フオ-マット

色番号と連続する色長で表わす圧縮され--9 ･フォーマット(パスティック･システムや

織物絵柄解析装置の図形情報出力) o

色数 �6h�ｸ5�7X8ﾘ6(4��劍諍w��6�42�6y�B�

第1バイト ��c"x6�486r�第3バイト ��cH6�486r�

1-15 ��iMHﾘjI�i�B� �� ���

16-255 ��iMHﾘjC��色数(16-255) 鳴���+���"�

255- ��iMHﾘjC��色数(255) ��iMHﾘjC��色数(-弓 �4ｸｵ��

表1バイナリー･フォーマット

(2) GRAMデータ

マイクロコンピュータ内のグラフィック･RAMメモリー(GRAM)に収納されているグラ
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フィックのドットとメモリ内のビットを対応させ､ R･G･B･ I (レッド､グリーン､ブルー､

インテンシティ)の各GRAMの組合せで色番号を表現する形式｡

(3)捺染機出カデータ

捺染機は､サーボ機構で動くXY-ブルと､ -ブル上に載ったノズル機構により構成され

ているoノズルは･ XYテーブル上に並置されており､色毎に噴出面が異なる構造である0

Nulノズル-Y o

Nn2ノズル-Y o+Y 1

Nu3ノズル-Y o+Y　2

〝　　　　　　　　　　　　　　′′

Y o:画像番地

Y I:恥1-No,2ノズル間隔

Y　2:Nnl-No.3　　〝

恥1ノズルライン　招

Nu2ノズルライン　ロ

Nn3ノズルライン　園

図5ノズル配置

この構造に対し能率良くデータを渡すため､ノズル相当ビットを操作するデータを作成するo但

し､メモリー空間を節約するため､ユビットに2データを収納する｡

例えば､ノズル出力信号に(5E)16を出力すると

(5E) 18-- 1-他日ノズル00-恥4ノズルF

O

1-帆-ノズル00-仙2ノズルF

O

N STEP

1-恥3ノズル01-恥4ノズルo R】0-帆-ノズルF

0

i-恥2ノズルo

N+1 STEP

図6　ノズルとビットの関係
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となり､ n-stepではNul､ 3ノズルが噴出し､ n+卜stepでは新たにNu2､ 4ノズルが噴出

を開始し､ Nnlノズルは停止､ Na2､ 3､ 4ノズルが噴出した状態になるo

このように出力データ･ビットとノズル番号の動作信号を対応させた形式を､捺染機デ-夕と

称す｡但し､この形式では･データが1ポイントに1データ必要と別､大容量のメモリー空間

を必要とする｡ (約3Kバイト)0

3.2.1画像データの作成

図案よりデータを入力し､分解･修正を加えながらバイナリー･データを作成､出力するための

プログラム｡

(1)パスティック･システム(大日本スクリーン社)

当所が所有する図形処理装置oドラムスキャナは､図案構成色を16色まで分離し読み取る能力

があり､中央処理装置で修正･補筆･再構成を行った後､紙穿孔テープにより外部に出力し保存

する｡この際のデータ形式は､バイナ1)一･フォーマット｡

(2)織物絵柄解析装置

ITVカメラを用いて図案を入力し､コンピュータ処理のため画像データをデジタル化し､各

種処理後､バイナリー･データをフロッピー･ディスクに出力する装置oこの目的のため入力デー

タは､以下6つのルーチンにより処理され､色分解･修正が施こされるo

三二Jl鮒.ll: ,.::.工:.:Lt.I:.1L;.Ltl

図7　織物絵柄解析装置メインルーチン

25



(a)絵柄入力と標準色の指定ルーチン

ITVカメラより､必要な画像データを入力するものであるo最初に､絵柄解析の基準となる

標準色の範囲をカーソルを用いて行うo次に､ RGBの各種フィルタ下で､原画の輝度レベル値

を計測するoこのデータが絵柄解析のソースデータになるため､画像入力にあたって最適なフィ

ルタや照明条件の設定を行なわなければはらない｡

図8　絵柄入力と標準色指定ルーチン

(b )標準色領域における特性値の計算ルーチン

各標準色の範囲について､各フィルタ面での輝度分布､平均､分散等の特性値を求める｡

図9　特性値の計算ルーチン
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(C)特性値の評価検討ルーチン

求めた特性値を詳しく検討し､不十分なものについては､より詳しい分析と検討を行って適切

な値をもとめる｡特性値の検討は､ CRTに表示した輝度分布図を見ながら指示し､分散値が小

さくなるように再計算を行わせる｡所要の特性値が求まれば､自動ほぐし捺染機上での色数を考

慮して､パレッ川nとの対応付けを行うo

図10　特性値の評価検討ルーチン

(d)イメージファイル作成ルーチン

各画素についてのソ-スデータを特性値で解析し､各画素ごとのパレット恥を求めてイメージ

ファイルを作る｡解析の方法はユ-クリッド距離の最小値を求める方法が良好であったo

図11イメージファイル作成ルーチン
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(e)画像表示と修正ルーチン

入力した図形は､原因の特性上から､また照明の不均一や-レーションなどで､欠陥を含むこ

とも多い｡そのため必要に応じてイメージ画像の修正を行う｡画像の修正は､エリアを定めて

その範囲だけパレット恥を変更する方法と､カーソルを移動させてその通過域のパレット恥を変

更する方法を採用した｡

図12　画像表示と修正ルーチン
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(∫)出力ファイル作成ルーチン

ィメージデ-タをバイナリー･フォーマットに圧縮しファイル形態でフロッピー･ディスクに

出力する｡

図13　出力ファイル作成ルーチン
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sp Rサブルーチン

図17　サブルーチン

(2)ビデオ入力ルーチン

織物絵柄解析装置より出力されたフロッピーディスク上のファイルを読み込むためのルーチンo

(3) GRAMデータ変換ルーチン

色番号と色長表現し圧縮されたバイナリー･データを､表示位置とGRAMの組合せで色番号

を表現するGRAMデータに変換する｡この際表示寸法を標準画面(640 ×　400ドット)に拡大､

もしくは､縮小する｡

(4)ファィル収納ルーチン

作成されたGRAMデータを､フロッピー･ディスクに収納するとともに､ファイル名､ Xli-

ne長､ Yline長､使用パレットを管理用ファイル( "GRAM` )に収納する｡

3.2.3　パレット番号の更新

ディスプレイ上の色番号と､捺染機のノズル番号は､制御上同一となる｡しかし､ディスプレ

イ上の全ての色を捺染するとは限らない｡例えば､バックカラーとして当該ノズルの不要のもの

や､同系色で捺染では､同一色として扱うものもあり､パレット番号の変更･更新が必要となるo

さらに､捺染技法として､濃い色を先に捺染し淡色を重ねるように後から捺染もすることで､汚

32

染を防いでいるoこの技法に従えば､ノズル番号は､淡色から濃色-と並べる必要があるoノズ

ル番号は､出力信号のビットの位置で決定され､捺染出力時にパレット番号とノズル番号を照合

することは､データ処理スピードを低下させる要配別､前もって処射る必要があるo

図18　パレット番号の更新
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3･2.4　ファイル検索

GRAMデータは､バイナリーデータとともに､フロッピーディスクに収納されておりシステ

ムの大部分の処理は･ GRAMデータを基にして行なわれるoフロッピーディスク中のデータを､

コンビェ一夕(メモリ)に取り込むためのプログラム｡

図19　ファイル検索
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3.2.5　表示色変換

ディスプレイ上に表示される色コードは､特定植に初期化されている｡他方､捺染機は図案に

対しノズル毎に色合せを行っているo両者の色を視覚的に同一にしなければ､色採的及びデザイ

ン的に調合性を失う｡本コンピュータは､ 16色･ 8ビット･アナログ対応のカラー表示ができ､

4096色調の表示が可能である｡ディスプレイを見なからパレットの色コードを､実際色にマッチ

させる｡

図20　色示色変換
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3.2.6　ファイル管理

1枚のフロッピーディスクには､最大9個の画像データ(バイナリーデータ､ GRAMデータ)

が収納でき､さらに､収納ファイル名､ Xline長､ Yline長､使用色などの各種データを納めた

管理用ファイル( "GRAM〝 )が､書き込まれている｡これらファイルの削除､並び換え等の

管理を行い､収納ファイルを一覧するだけでなく､体系的な収納状態にしたり､編集を行うo

図21捺染機出力データ作成

3.2.7　画面変換

各種処理中のGRAMデ-夕は･マイクロコンピュータの画像用メモリに書き込み保存されて

おり･ CRTに表示されたままになっている｡一方､作業中は､各種のメッセージ､パラメータ

を入出力しなくてはならず､ CRTが見にくくなる｡このため､必要に応じてGRAMデータを､

一時的に待避させる｡
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3.2.8　カラー･プリント

画像データは､フロッビ-ディスクに保存されており･ファイル表示システムにより選択･表

示できる.しかし､画像データが多数になれば･収納するフロッピーディスクも何校にもなり､

プロッピ-を交替しながら目的のデータを検索することは､煩雑な作業になるo収録するデータ

が画像であり､絵として残すことにより､この問題を解決するoそのためのグラフィック･ディ

スプレイ･カラ-･-ードコピー･システム0

3.2.9　捺染機出力データ作成

各種処理を施したGRAMデータを､捺染機ノズル出力用のデータに変換するo

(1)ノズル間隔修正ルーチン

前途したとおり､捺染機出力データは､ 1バイトのデータで4つのノズルを制御するo各ビッ

トのデータは､ノズル間隔に比例してずれる｡その補正を行うo

(2)捺染機出力データ変換ルーチン

捺染機出力データ･フォーマットに従い､ GRAMデータを変換し､メモリ上に配列していく0

3.2.10　終了

全てのシステムを終了させ､各定数値を初期化し､終了さす0

3.3　捺染横

捺染械は､ XYテーブルと､それに搭載されたノズル-ッド･縫糸送り出し･巻き取り機構､

底面ベルト機構と､各部のサーボ機構を制御するコントローラ部から成る｡
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図22　捺染機概略図

3.3.1　XYテーブル

ノズルを取り付けるためのテ-プル｡移動可能距離は､ Ⅹ方向1000m､ Y方向150mであるo

移動テーブル上には､最大8色のノズルを取り付けることができ､駆動システムとしてDCサ~

ポ機構を用いる｡
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3.3.2　ノズルヘッド

捺染機の心臓部である｡経方向に8色のノズルを並置し､緯方向に移動しながら捺染糊の噴出･

停止を断続的に行う｡

このノズルは､噴出および糸切が併用された特殊バルブにより噴出制御を行う｡バルブ操作は､

圧縮空気により行われるが､電磁弁を使用することで電気信号による制御を行う｡使用ノズルに

は､他にも制約がつく｡例えは､ XYテーブル上に取り付け可能なコンパクト性､噴出捺染糊の

幅を決定づける噴出捺染針の口径が豊富にあり取り番が便利なことなどである｡ (オートマシン

開発社製)

シート状(または､仮殺された)の経糸を､ 1ピッチ(ノズル幅)ごとに順次送り出し､巻き

取る装置｡ ⅩYテーブル下では､噴出圧により移動しない程度の張力を必要とし､送り出し･巻

き取り双方に圧着ローラを取り付け､張力付与と送り幅制御を行う｡給糸ビームは消極､巻き取

りビームは段差ローラによる残量巻き取り方式とした｡また､仕掛作業時に作業の邪魔にならな

いよう､各ローラとも上下する｡

3.3.4.底面ベルト･同洗浄装置

捺染面での1スポットの大きさ(噴出面積)は､予備試験の結果次の5つの要因が大きく寄与

していた｡

(1)ノズルの開閉時間

(21ノズル先端針の内径

(3)ノズルの噴出庄

(4)捺染糊の粘度

(5)ノズル先端の捺染面間距離

これら要因のうち(1ト(4)については､固定的な要因であり噴出面積も一定であるが､ノズルー
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捺染面問距離は､ノズルの噴出圧による変動が大きく､付与張力のみでは安臥ないoそこで､

底部にベルトを取り-距離を一定に保ったoまた､このベルトは縫糸と同期して移動し･経蘇

送りを安定化さすo

洗浄部は､付着した捺染糊を転染させないための底面ベルト水洗洗浄装置である0

3.3.5　自動ほぐし捺染装置制御部･ t/0ターミナル部

xYテーブルや送り出し･巻き取り機構は､ DCサ-ボモータにより駆動しフィードバック･

ループにより制御され､このための専用コハローラを保有するoこのコントローラでは､捺染

機の基本動作のみを受け持ち､装置全体の制動ま､マイクロコンピュータに依存するoこのため､

各種制御信号用ターミナルを設置したoまた､捺染機の手動操作用コントロールパネルを並設し

た｡

3.4.自動ほぐし捺染装置の制御

画像人か変換システムで得られた捺染機出力データをノズルに出力し､描画を行うoこの間､

捺染機は､専用コント0-ラにより基本動作をくり返すo他方､マイクロコンピュータは､捺染

機から送信されてくる各種制御信号や位置パルスと同期を取りながら､順次捺染機出力データを

ノズルに出力し続けるoこれら商機の信号の受け渡し､およびフ--チャート図を図9で示すo
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図24　捺染機制御フローチャート

3.4.1.捺染機の制御ルーチン

捺染機は､スタート信号受信をすると糸端(スタート位置)へ移動後スタート位置信号を出力

し､描画スタート信号を受信待ちするo以後､ストソプ信号の受信まで(描画終了もしくは繋急

停止)基本動作をくり返す｡

捺染機の基本動作とは､ XYテーブル上をノズルが再スタート信号を受信後､糸端から糸端ま

でを位置パルス(1000パルス/20tnn)を送信しながら定速移動し､終端で終端信号を送信､ 1ピッ

チ縫糸を巻き取り後再びスタート位置-復帰､スタート位置信号を送信して再スタート信号の受

図25　基本動作

3.4.2　自動ほぐし捺染装置制御ルーチン

描画する捺染出力デ-夕変換を終え､捺染スタ-卜を指令すると､捺染機よりスタート位置信

号が入力される｡再スタート信号発信後､位置′ヾルスをカウントしながら捺染出力データでノズ

ル制御弁を閉開し､描画する｡ 1ラインを描画し終えれば､終端信号を受信し､ノズル制御弁を

全閉し､復帰信号を待つ｡復帰信号を受信後は､再び再スタート信号を受信し､ 1ラインの描画

をくり返す｡

3.4.3　1/0インターフェース

捺染機､マイクロコンピュータ間の信号の送受信は､インターフェースを介して行ったo

(1)パルス･カウンタ

位置パルスは､サーボ機構のエンコーダの信号を分岐して使用した｡このため､入力信号が不
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安定であり､コンパレ一夕で安定させる｡さらに､し/100　もしくは1/200に分周し､ 1000パ

ルス/20mDの短周期パルスを1パルス/0.5mm ( 1パルス/1m)と長周期にし､ノズル制御周

期に同調させ､マイクロコンピュータに負担をかけないようにした｡

(2)制御信号線用インターフェース

捺染機とマイクロコンピュータは離れて設置されており､信号線に雑音が入り込むため､フォ

トカブラで入出力を行うタイプのインターフェースボードを利用した0

4　おわりに

パステックシステムおよび織物絵柄解析装置から得た絵画情報を､自動ほぐし捺染機により速

やかにほぐし捺染できる基本的メカニズムを完成した｡

このことにより､デザイン-拡大･修正-型紙作り-捺染-製織の従来工程を､デザイン

-自動ほぐし捺染-製織と飛躍的に縮小､短時間化が図れる｡また､型紙を必要としないこと

により､デザインの一回限りのデザイン(試作品)の対応や経済的負担が軽減し､その結果多様

化する消費者ニ-ズ-のアプローチが可能となるo Lかし､本ライン生産では､やはり従来どお

りの型紙による捺染が時間的に優れている｡

さらに研究を重ね､捺染速度を向上させ全ての生産に使用できる可能性を見出していく｡なぜ

なら､消費者ニーズは､今後ますます多様化し､生産ロットは年々小さくなっていくと予想され

る｡生産工場で1台の織機で幾様もの柄を生産しなければならなくなった時､型紙捺染では対応

できないと思われる｡

このように直接捺染の将来は明るいが､技術的には解決しなければならない問題点も多い｡本

研究は､ほぐし捺染を対象とし多少の柄ズレは無視できたが､高精度の捺染に利用するためには､

ノズルの焦点精度(1スポット)を更に高める必要がある｡

この要因は

(1)ノズル径

(2)ノズル先端の捺染面問距離

(3)噴出庄

(4)電磁開閉弁の作動時間

であり､今後の研究課題である｡

また､捺染糊に従来どおりアルギンサンを使用したか､水で噴出すると焦点は著しく小さくな

り､捺染糊の検討も課題である｡

謝　　辞

最後に､本研究の実現に当り､適切かつ懇切など教示を頂いた工業技術院繊維高分子材料研究

所　第2部長　須凹昌男博士に深謝します｡
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2)ちりめんの黄変防止に関する考察
一保管環境と黄変について一

試験研究係

係長　前　川　春　次

絹製品は高級衣料素材として人々に賞賛されているが,縫目変化により黄変する欠点があり･

クレームの原因にもなる大きな問題をもっている○この原因については日蚕雑に瀬戸山桑原･

平尾氏等により光(紫外線)の作用,空気中伽2,或いは水分の作用,更に発生色素との文献が

みられるが,その防止法についてはいまだ確立したものはなく,今日でも流通段階での董変力澗

題化している｡今回保管の環境と黄変及びその速さについて検討をしたo

l　保管条件として

｢股に縮緬は流通過程で文庫紙に包み保管され,また市場に於いては蛍光光線の下に曝露き

れる場合が多い｡今臥自然光(直射光を避け北側の散乱光のみ)に曝露したもの･無窓室内

で蛍光灯の光線の下に曝露したもの,同室内で紙箱中に保管したもの･梱包用高分子フイルム

の袋に脱酸素剤と同封(密封)し北側の散乱光に曝零したもの･また･蛍光灯光線に曝露等の

条件で6か月間放置した｡梱包用フイルムは今日多くの種類が市販されておりその特徴はガス

のバリヤ性が優れているもの,透湿性の良いものが要求されているため表に示すものが現在多

く食品関係に用いられており表1の中から瓜4種類( Opp,Sop,KoN･ Al )のものを用いT=o

表1　各種フイルムの特性値

フイルム名または組成 佰ｨ-ﾒ����oAl習性 ��Ynﾂ�

KコートポT)プロ/ポ])エチレン �#����5一-15 釘�

Kコートナイロン/ポl)エチレン ��R���〟 途�

Kコートポリエステル/ポリエチレン ����3��〟 澱�

Kコートポ1)どこ-ルアルコール/ポリエチレン ��R�3��0_5--2 釘�

エチレン酢酸ビニル共重合 �#��ﾃ�r���6> 澱�

ポリエステル(Al)ポリエチレンアルミサンド ��"����0 ���

二軸延伸ポリプロピレン/ポリエチレン �#����1200-2000 迭�

ポリエステル 茶#R��95--130 倬c#���#B�

二朝廷伸ナイロン 茶#R��30 張���

無延伸ポリプロピレン 茶#R��38∝) 張#"ﾓ3B�

(25) Nm換算　　　* 40℃　90蕗RH
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2　測定結果

1の保管条件のもとにおいた各試料の1か月毎の白色度,ならびに黄色度を求めた｡測定は

日本電色製のZZ-80を用い, W･ Nの値を用いたo l試料毎に5か所測定しその平均値を試

料の値とした｡その結果を図(1)から図(6)に示す｡

0　1　2　　3　　4　　5　　6カ月

図1変り縮緬の軽遇月払と責変度(自然光照射)　国2　変I)箱緬の経過月数と責変度(義光灯のみ照射)

その結果,縮緬の藁変は曝露1 -2か月で急速に変化してくることがわかる｡また間接的な

曝貫においてはその変化は援慢に進行していることがわかる｡保管条件ごとにみると北側の散

乱光曝露は2か月まで直線的に変化, 3か月日で変曲の点がみられて速い時期に黄変の飽和に

遷するoまた無窓室内における蛍光灯の光による曝露では3か月日まで直線的に変化が認めら

れ･ 4か月日頃に変曲点が認められるo更に梱包フイルム袋,あるいは紙箱内試料においては

数か月間元の白きを維持することができる｡黄色度の変化についても図に示すとおりで,その
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二二1... 1r, IL?';I..::,.1m.｣

0　　1　2　　3　　4　　5　　6カ月

函3　古代編緬の経過月数と責安東(自然光照射)

0　　1　　2　　　3　　　4　　　5　　　6カ月

鼠4　変りAi緬の擢週月数と白色度(自薦光照射)

85

0　　1　　2　　3　　4　　5　　6カ月

図5　変り格緬の瑚月数と白色度(嚢光灯のみ熊射)

傾向は白色度変化と同じであるが,紙箱内に保管したものはやや変化が大きい｡また.この実

験に用いた梱包フイルム間による白色度,着色度変化についてはフイルム闇の有意差は認めら

れなかった｡(02のバT)ヤ性の悪いものを含払)

3　黄変速度について

この変化は一種の化学反応で,ある種の高分子構造物質が自然環境(紫外線, 02 ,水蒸気)

による他の物質に変化するものと考えられており,今回これらのデータから保管環境と黄変速

度について検討したoこの反応は一次反応と考えられるために最小2乗法により回帰式をもと
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めたところ

北側自然光曝露

y-90.96-0,86lx(1) (変り無地)

北側自然光曝露

y-88.20 -0.785X(2) (古代)

無窓室内曝露

y- 91.43- 0.7357X(3) (変り無地)

となりF検定で大きな有意差が認められた｡

この結果から反応速度式は

dx/dt-kX　が成り立ち

債分型速度式

kt-ln a/(a-X)よりkの値を求

めると

上端1)の場合　　0.009

(2)の場合　　0.0鴨

(3)の場合　　0.(伽1

紙箱入り　　　　0.00岱

0　1　2　3　4　　5　6カ月　　　フイルム袋入り　0.0003

包6　古代編繭の抜毛月数と白色度(自然光照射)　　　となり,図に示すような肩線が得られる｡

4　ま　と　め

以上のように絹白生地(縮緬)

の黄変についてその白生地の保管

されている環境により黄変の速さ

が大きく異なって来ろ｡このこと

から推定して責変に関与する要因
In

については,植物の光合成の反応　　A

のように,いくつかの関与要素が

あり.これらの要素のうち一つで

も制限することにより,その速度

を低域させることが可能と考えら

れる｡その要素としては光,空気,

水蒸気があげられ,光の制限の場

T(月数)-

αkt= lnTr

合は暗所を選ぶ｡空気,水蒸気の

場合は今回用いたような高分子フイルムで包装し外気の遮断により,あるいは同時にガスまた

は水蒸気の補収剤の同封が効果は大きくなることがわかった｡

(繊維連合部会技術分科会の白生地研究会による共同研究会から)
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3)画像処理による織物欠点の検出に関する研究

試験研究係

主査　　大　　音　　　　責

1　はじめに

縮緬織物や産業資材織物について,高品質化の要求が年々高まっている｡いずれも,織物に

高附加価値の加工を施して製品化するものであり,織物の微細な欠点が最終製品の品質を大き

く損なうためである｡これらの欠点検出は人間の目視に頼っているが,労働力の質量ともの低

下と相いまって,オンライン検出が必要になってきている｡このような目的に供するため,画

像処理技術を用いて,種々の織物欠点の検出の可苗について検討した｡

2　実負方法

各種の欠点を有する織物をイメージセンサーで計測し, 512×400ドットの画像を得た｡

それに各種の画像処理を施し,種々の織物欠点の検出の可否について検討を加えた｡

2 ･1試料

縮緬生地　縫糸　生糸　Z7g]×4, 20崎/3.78cnL　緯糸　生糸　変り緯

組織　平織

2･2　照明条件

高周波( 20KH2 )蛍光灯による透過照明

2 ･ 3　検討した織物欠点の種類

薄段,厚段.糸汚れ,糸抜け,連れ込み,結び,糸切れ,芯切れ,レッビング,密度異常,

緯引け

2 ･ 4　欠点検出のための処理

(1)スムージング処理

画像取り込み時の分解能は0.17舵　であり,そのまま処理したのでは経緯糸で作られた格

子による周期的なノイズの成分が大きすぎる｡そのため,緯糸方向に8ドット,経糸方向に

8または1ドットのエ1)アでスムージング処理を行った.

(2)一次微分

l∇f(i,i)I-lf(i+r,j)-I(i,i)f

(3)二次微分

1∇2f(i･j)巨序(I(i+r･j)+I(i-rj‖-2rf(i･j‖(r-1･3･5･8)

(4)局所平均差

f'r'(u･ V)-( i:i_T, ,:i_T,2 I(i,i))/(2r+1ア

e(r)(X,プ)- I I(r)(J+r,y)-I(r)(Z-γ-1,y)J (r-3.5.8)

(5)ラプラシアン
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I▽2f(i,)I)1-I(I(i+T,j)+I(i-T,j))+I(i,j+r)+I(i,)'-rト

4rf(i,i)i (r-3.5)

(6)パワースペクトル

ck-Ni慧三8-8-i(かk-'N) (フーリエ変換)

N-1　　　　　　　　　　　N/2- 1

2　α‰At-TIcoF2+2　2 (TlCkl2)+TFCN/2f2 (パワースペクトル)

〝戸=O k- 1

以上の式に基づいて,一次元の複素7-リュ係数とパワースペクトルを求め,パワースペク

トルのビーフ値の周期特性に注目した｡ Nの値は512, 256, 128, 64の4種類について検討し

た｡

3　美食の結果と考察

3 ･ 1各種織物欠点とその検出の可否について

表1　各種織物欠点とその検出結果

欠点の種類 佰｢�〟 僮b�〟 ���緯 憧�.｢�ﾙ��-ﾒ�緯 �ﾂ�緯 ���隻 佗��繋 ��2����節 �8ﾂ�
顔 剽ﾇ 劍鏗�凾�~r��2�拳 ン コ 結 ♂ 傲ﾒ�刎��B���B�S れ 2 / 4 �2�.｢�����B�れ 鳴�*��ツ ど ン グ 

スムージングJ: ���8 ���r-Y= 1 唐�8 唐�8 亦���8 ���8 唐�8 唐�8 唐�

* 弔�辛 弔�* 弔�* 弔�* 弔�* 弔�+ ����* 弔�■ ����

X 唐�8 唐�8 唐�8 唐�8 唐�8 奉繧�8 唐�8 唐�8 唐�

1次微分γ-1 3 5 8 ��△ ��ﾅﾒ�[コ ��ﾈ�｢�○ ��ﾈ�｢�[コ 丙5"�ｸ5"�□ □ ��△ △ �� �� ��

□ ��ｲ�凵� 丙5"�□ 凵｢ 

□ 丙5"�○ ��ｲ�□ ��ｲ�⊂] ������"�

2次微分_γ-1 3 5 8 �� ��⊂】 ���� �8ﾒ�[コ ����□ ��ほ ��"� ��l 】 】 I 白�����

[コ 丙5"�����⊂ー ����□ �1△ 

局所平均差γ-3 5 8 ��"�△ ��ﾅﾒ�△ ��ｲ�○ ����○ 佰ｲ�○ 兩r���"� �� ��

○ 凵� ��ｲ� ��ｲ�○ ��ｲ�

△ ��"�○ 迄�"�○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ� ��ｲ�

ラプラシアンγ-3 5 �� ��【 i 【 ����○ ��"�○ ��ｲ��ｲ� ��△ �� �� 鳴�

FFTナ!-512 256 128 64 ����ｸ5"� ��ﾈ�｢�i 1 I ��[コ □ ��□ ��ﾅﾒ��ｲ� ��｢��｢��｢��｢� �� ��l I l l l 鳴���R�ﾂ�

○-検出できる
□-ほぼ検出できる
△-複数走査を平均すると検出できる
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実験の結果,表1のようになり,次のことが判明した｡

1)薄段は比較的検出が容易であり,局所平均差を用いるとよい｡それに比べて,厚段は検出

が難しく,複数走査線について局所平均差を平均することにより,ようやく可能となる｡ま

た,パワースペクトルの最大値の項数をチェックしてもよい｡

2)緯糸汚れ,練糸結び,糸節など,その形状はかなり小さくても遮光効果が高い場合は検出

が容易であるo　これらは,局所平均差,ラプラシアン,パワースペクトルの形状判別で検出

できる｡

3)緯糸連れ込み,緯糸抜けなど緯糸が同口Iこ二本以上並ぶ欠点の場合,その検出は零易であ

る｡

4)縮緬の場合, 4本の糸を合糸して1本の経糸を構成しているが,その内2本以上切断した

場合については,複数走査線について局所平均差を平均することによって検出が可能である｡

しかし, 4本のうら1本だけ切断した場合は,目視または顕微鏡額察でも判別が困難であり,

当方法による検出は不可能であった｡

5)練糸密度異常については,パワースペクトルの最大値の項数や形状の比較で検出が可能で

ある｡

6)緯糸芯切れ,緯引け,レッビングなどのように照明の方向や目視角度を色々と変化させて,

ようやく見える程度の欠点は検出が不可能であった｡

7)欠点の検出はソースデータをスムージングして行った方がよいCそして,スムージングの

方法は次の条件が良好であったo

スペクトル分析のとき　　ヨコ1 *タテ8の移動平均

上記以外のとき　　　　　ヨコ8 *タテBの移動平均

3 ･ 2　織物密度の計測について

FFr(Fast Fo町　Transform)を用いた織物密度のデジタル計測について検討を行ったo

異なる密度の織物について,各種のウィンド巾でFFT処理を行い,メカニカル計測の密度

と比較した結果を表2に示すo

表2　メカニカル計測とFFTによる計測の比較

メカニかレ書冊卵胞 播eH,�.h.佗i�｢�
ウインド巾耽) 鼎R�22.5 免ﾂ�#R�.5.625 

(BⅠT数) 鉄�"�256 ��#��64 

91.6j'/45m2m 俐Y�Xﾘ��93 鼎bﾓCr�23 免ﾂﾓ�"�平均値 涛2���46.8 �#2���ll.98 

推定値 涛�綯�45.8 �#"纈�ll.45 

94,0#/45加 俐Y�Xﾘ��95 鼎rﾓC��24 ��"�平均値 涛R���46.8 �#B���12.00 

推定値 涛B���47.0 �#2絣�ll.75 

98.8*/45maz 俐Y�Xﾘ��100 鉄��25 ��"ﾓ�2�平均値 �������50.0 �#R���12.39 

推定値 涛ゅ��49.4 �#B縒�12_35 

※推定値はメカニカル計測から求めた値
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4　おわりに

目視でも明確に判別出来る程度の欠点については,その判別が可能であった｡しかし,目視

で判別しにくいものや,照明や目視の角度を変化させることにより判別出来る程度の軽敏な欠

点については,検出が不可能であった｡これらについては,照明の方法,分解能,処理のアル

ゴリズムについて,さらに検討する必要がある｡

親物密度のデジタル計測については,ルーペによる目測と同程度の精度で,オンライン計測

が可能であり,実用化について検討を進めたい｡

き　　参　考　文　献

樋渡昭二監修　不可視情報の画像化　テレビシヨン学会　S54

中尾　真監訳　デジタル画像処理　近代科学社　　　　S59

田村秀行監修　コンピュータ画像処理入門　El本工業技術センター　S60
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4)ちりめんの黄変防止について
-アルキルヒドラジン誘導体の利用一

技術指導係

主査　　木　村　　忠　義

1エポキシ樹脂水溶掛こよる董変防止については前回①報告のとおりであり効果は認められて

いる｡今回加工剤としてアルキルヒドラジン誘導休を使用して,その加工条件等について試験

を進めたので報告します｡

2　試験方法

2･1　試　料　　　変りちりめん

2･2　加工剤　アルキルヒドラジン誘導体(白色粉末)

2 ･ 3　次の実験計画により進めた.加工条件における要因としてPH値･温度･濃度･時間

を選び草津法により加工したo

実　　験　　計　　画

要因 ��X��� 

A.PHLg �2�4.7.9 

B.温度 �"�20℃.So℃ 

C.濃度 �"�59/A.log/♂ 

D.時間 �"�lh.1昼夜 

P H値調製については,次の標準溶液を使用したo

PH4 �7X5�8ｸ褸冓v阯B�

PH7 �(i�ｸ冓v阯B�

PHg �7ｨ4X褸冓v阯B�

#tt 1:70

2･4　白夜･黄変度については,測色計　スペクトロカロT)メーター　SZ-∑80 (日本

電色工萄卿こより測定し前回と同様に表示したC

3　試験結果と考察

3 ･ 1加工後の試料の白度は表1のとおりであった｡

表1白　度　　　　　W(Lab)

C B A D 天r���劔免�R���

20℃ 剳6�����20℃ 剴�����

4 途�9 釘�7 湯�4 途�9 釘�7 湯�

1h 都偵C��79.67 塔���"�79.70 都��ｳ���79.90 都��ｳ3r�79ー49 都偵途�79.16 都偵s��釣.02 

1昼夜 都偵Cr�79.79 �*ﾂ紊2�79.C6 都偵�2�80.22 都偵Cr�79.87 塔��3R�79.01 都偵ヲ�80.36 

52

これらのデータ-をF検定により分散分析した結果を表2に示す｡

表2　分散分析表

要因 ��S.S �������Fo 

A.PH ��2.766 �"����3�2�36.39** 

B.温度 ��0.017 ��������r�0.44 

C.濃度 ��0.028 �������#��0.73 

D.時間 �0.080 ����������2.10 

e �0.694 ��18 ����3�� 

計 �3_585 ��23 �� 

F(2,18)　0.01-6.01

F(1,18)　0.05-4.41

ヒドラジン溶液で加工することにより試料の白度は向上している｡力旺条件の要因PH値

において危険率1虜で有意性が認められる.酸性側PH4よりアルカリ性側PH9において

加工布の白度は高く0.5%～1.0虜の相違であるo
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3 ･ 2　加工布の黄変性について

紫外線照射により加工試料の黄変度を測定した結果は表3 , F検定により分散分析した結

果は表4のとおりであった｡

表3　20時間照射後の黄変度(AN)

C a D 天r���劔免��r�

20℃ 剴������20℃ 剴�����

4 途�9 釘�7 湯�4 途�9 釘�7 湯�

1h �"����2.62 �2貳ﾂ�1.23 �"�3��2.68 ��縱��2.70 �"縱R�1.60 ��緜2�2.25 

1昼夜 ��紊��1.37 �"貳ﾂ�0.63 ����R�1.43 ��縱B�1.05 ��繝��0.46 ��縱2�1.24 

表4　分散分析表

要因 �2�2�¢ ���Fo 

A.PH 釘纉SR�2 �"紊sr�55.04** 

ち.温度 ��經S��1 ��經S��34.44** 

C.濃度 ���3SR�1 ���3SR�7.88* 

D.時間 途��s"�1 途��s"�159.37** 

e ��繝�2�18 ����CR� 

計 ��B繝CR�23 �� 

F(2,18 )　0.0ユニ6.01

F(1,18 )　0.01-8.29

0.05-4.41

危険率1糾こおいて,要因A･ PHJ直, B.温度, D･時間に有意差が認められ,さらに

5庵危険率では.要因C･濃度でも有意差がみられるC

(1) PH値と黄変度

PH4の敢性側において低く,逆にPH9アルカリ側で高い傾向である0

55



図13
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3　　　　　　　2
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4　　　　7　　　　　9
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(2)温度と黄変度

加工温度は80℃の高温において黄変度が低くみられ,加工液の繊維内部-の浸透性が良い

ためと思われるo(図19,図20 )

図19

温度と責変度

20　　　　　　　80

温度(℃)

図2氾

温度と黄変度

20　　　　　　　80

温度(℃)

(3)濃度と黄変度

濃度については, 10物の場合が黄変度は低くみられるo加工液濃度が高いと繊練表面への

吸着が良くなり黄変性が向上されたものと患われるo(図21,図怒)

図21

濃度と責変度

5　　　　10

濃度(勉)

図22

濃厚と黄変度

5　　　　10

濃度(55/p)

(4)時間と黄変度

時間については, 1昼夜の場合が図23,図24のとおり黄変度は低くみられた｡

57



図23

時間と黄変度

時　間

図24

時間と黄変度

12h lh

時　間

12h

(5)加工条件の選定

､黄変性の高い加工条件を得るために,酸性側( pH3.0 , PHS.0 )のP叫直において濃

度を増加し検討した結果は図25-図30のとおりであったo

図25

P Hと黄変度

〔 50℃/4h〕

10　　　　20　　　　30
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図26

P Hと黄変度
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濃度(鞄)

TlI･　　　-　　　　,　　　-　　･-一･
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図30

時間と黄変度
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いずれも藁変度はANl.0以内であったが, PH値3.0の方がPH5.0よりも黄変度が

若干高くなり,悪い傾向にあるo PH値は絹の等電点付近(4.8)において良好と考えられ,

綿繊維の膨潤と絹フィブロインの非結晶領域における②β化促進現象によりヒドラジン加工

剤の繊維内部への吸着が良くヒドラジン加工剤の還元作用により黄変性が向上されたものと

考えられる｡

黄変度において, AN 0.5近くを得ろ加工条件については次のようである.

加工条件

ヒドラジン加工濃度 免�?R� 

ヒドラジン加工温度 �6����PH4-.5 

ヒドラジン加工時間 擢"� 

なお,加工により重量の増加がみられており,それは約3番程度となっている.

4　ま　と　め

ヒドラジン加工剤を使用した縮緬の藁変度について次のことがいえる｡

4 ･ 1加工液のPH値は酸性側において黄変度が低い｡

4 ･ 2　黄変度ANO.5近くを得るための加工条件として,濃度10鞄･温度80℃･時間4h

であった｡

参　考　文　献

①　昭和59年度　滋･繊･工･指　　　　　業務報告書

②　京都府織物試験場　　研究報告　1985.R19　　中西貞博
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5)昭和59年度下期生糸品質調査結果について

技術指導係　　主査　　木　村　　忠　義

試験研究係　　技師　　古　池　　君　　子
1.試験の概要および結果

昭和59年度下期における生糸品質試巌試料は合計51点であった.その中で2 7中繊度糸

試料が全体の72.5蕗の37点でチーズ･ボビン形状区1 7点かせ形状区2 0点であった｡27

中繊度糸についての傾向は次のとおりである｡

1 ･1　糸むら

チーズ.ボビン形状区平均5.06多　かせ形状区平均4.85藤でありかせ形状区が0.21

ポイント低く糸質はやや良い憤向がみられた｡

1･2　節

小節相当節については,チーズ･ボビン形状区12.2個,かせ形状区36.5個であり,か

せ形状区が24.3個高い｡中節相当節と大特節相当節については1 -3個であった｡

1 ･3　繊度

チ-ズ･ボビン形状区平均繊度27.03デニール　偏差1.05　MAX 32-56デニールMIN

23.02デニールかせ形状区平均繊度26.94デニール　偏差0.84　MAX30.58デニール

MIN24.14デニ-ルであった.チーズ･ボビン形状区が平均繊度0.09デニール,偏差

0.21と高かった｡

1･4　強伸度

強度については,チーズ.ボビン形状区平均強度4.00勉　変動率4.2　MAX4.48勉

MIN3.28勉　かせ形状区平均強度4.12鞄　変動率5.0 MAX5.07%　MIN3.06勉で

ある.かせ形状区が平均強度で0. 12%高かった.

伸度については,チーズ･ボビン形状区平均伸度20.0虜　変動率7.9　MAX25.0虜

MIN13.0虜　かせ形状区平均伸度21.9虜　変動率9.4　MAX27.5車　MIN13.0啓で

ありかせ形状区が平均伸度1.9虜高かったo

切断までの仕事量については,チーズ･ボビン形状区平均仕事量792.6才･cnL　変動率11.1

MAX 1052.39･cnz MIN438.6才･cwl　かせ形状区平均仕事量882.95･cn　変動率13.0

MAX 1358.1ダIC7n MIN471.2㌢･aであり,かせ形状区が平均仕事量で90.3㌢･茄高

かった｡

2射申度時の中間強度はチーズ･ボビン形状区1.66勉　かせ形状区1.71%

2感伸度時中間仕事量はチ-ズ･ボビン形状区30.7g･cnz　かせ形状区31.79･C7nであっ

た｡

1･ 5　油分

油分についてはチーズ･ボビン形状区平均3.11蕗　MAX7.32虜　MINO.39啓,かせ

形状区平均0_32多　MAXO.53蕗　MINO,13啓であったo

l･6　練減率
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練減率については,チ-ズ･ボビン形状区平均24.0%　かせ形状区平均23.6感であり,

チーズ･ボビン形状区0.4ポイント高かった｡

2. 27中生糸の紀
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表1　糸ムラ(%),節(個)
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表2　繊度(デニール)
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表3　強力(gf )

TIJJll　　メーカ
'lイ千二J　'lンl･一IrLy MAX

18　　101
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202 12223か芸も2728.盟)O3 132333435弘3 0
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0
●■一

101

4 0知50

1501

1e-01

2401

2401

=50 1

22.3　　　7.9　　25.5　　　20.0

21.9　　　e.8　　25.0　　17.5

22.4　　1(】.7　　　25.0　　17.0

ヱ2.4　　10. 1　　='4.0　　13.5
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19.2　　13.3　　ヱ2.5　　13.5

20.7　　13.3　　　24.0　　13.0
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21.1　　　7.9　　　三吉.5　　18.0
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23.2　　　9.3　　2丘..0 l∈:.5
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23.9　　　9.8　　27.5　　19.5

22.e 8.0　　25,5　　19.5

22.3　　　　9.7

21.9　　　　9,4 24.9　　　17.7

表4　伸度(%)

†'JJ一一ノ-7I �8h7G�92�� 2tlン†イ �12tI:′サイ 

18101 ����ｹ8b�������������������������������23(L.290.2も �24.72=,.与LJ~ 剿陳�*ﾂ��ｸ�"�b�ﾅﾂ���苒�����R���ｧﾒ�����"�.��r�B���ﾘ����

19101 �250 �#3��#B�23 �3#2�も23 

20101 21101 �-'00 320 340 �#Rｒ�#"�3���3��23 2三 姪#2�s#B�223 123 

22305 剴3窒偵3r�22 =写 �.�ﾖﾆﾉ?��122 

23317 24`■03 �500 店8��經2��ﾈ耳爾���#���#2�H,#B�922 

i■ 25BOl �19く1 130 �3����.��Cs��3��ヱ5 つ4 册lJJ4 424 も='3 8.'4 

2古さOl �25( �#3�#B�,J3 鉄ﾒsﾓ���#B�

27801 �350 鼎S�紊��i 2- 23 

281101 �370 鼎���｢�3��弐#B�sﾔ｣B��ﾒsﾒ�924 023 ち,J3 

291101 30140l �400 30( 鼎#�紊��(爾��#r�=J3 23 

311501 321501 �39.0 �33��3r�C���3��一■一 三3 ��#2�S�｣B�も23 e='4 

31( 
33150l �2>もO �#S��(.��23 鉄#2��#2�8���ﾈ�ｲ�723 

341もb1 352401 �19( 220 薄ﾆ�#��#3��,#2�ニき つ3 �4LJ3 324 

さも2401 372501 �4一0 150 鉄3�紊���T�.��一一.■■ 2='.91'2 ),35つ- �622 OJ73 

ヽイ†ン ���290. �3Bｒ�3���_5 23,7Ll3 剞�23 ������8��

表5　油分(%),練減率(%)
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3. 27中生糸のコーンチーズ,ボビン

ナンJーlJ-Tr ��"�劔劔tL:.1< 

CLEANCLEANCLEANCLEAN 劔劔�4ﾄT��4ﾄT���

U3{NEATSLLⅨNEATSL 劔劔班#･�T�E4ﾂ�

1303 迭�R�B�R�B�B�R�B�B�R�B�B�R�R�R���痔｢�R�128 塔"�82 PJ 鼎B�ﾘ�����835 田"�一5 ���4 I 涛ビ�22 一> �.�2�7 

2303 3303 �0315 さ09 ��2�S"�8▲ も1 �$｢��B�166 ■93 ����Vﾂ�AJ も1 唐���こ′ 4 I ヽ.i 4 ･A 5 ど ヽJ 4 ■■ ー■ 4 4 5 5 5 5 5 免�ｒ�.�X.��5- 82 牝｢�ﾆﾂ�0 0 

4304 凾ﾓ721 鼎��一三 �#R�3830 塔R�82 ���鉄#�v停�13 塔"�3 

53(J4 �444 ����410 �#B�4もも 塔"�25 乏�鼎SR�31 塔��0 

bL3()4 凾�39 �#��8.2 �.�ｧ��394 鼎��42 �"�鉄�b�81 ��"�4 

7304 �1411 鼎��42 �(耳���941も 鼎2�占2 ������C�2�92 鉄"�3 

8801 �985 �&ﾂ�e=' 擢ﾄSR�2312 ��2�01 �9�������92 鼎��B 

9801 �511 ��ｳ��01 投CB�7811 塔R�42 唐����.��83 �#"�3 

10801 �(I811 �#2�0=: ��B�921( ����22 ���������62 ��"�0 

11801 �935 �8���03 �.�B�-913 �｣��82 亦�弐#B�50 涛2�1 

12801 �95も 鼎2�22 簸b�038 塔2�一3 �"�盲r�も3 �42�ら 

131801 4串01 �297 2■つ ��ｳ��ぶ��も2 8l- 冰絣�����3?7 56. �.�"�Bﾔ��02 JT 白��3Cr�31 塔"�5 

ll 151801 �11` 3840 鼎B�■ 22 迄�ﾂ��ｨ璽R�20 1238 ����ｲ��R�.0- 02 唐�"��8璽�ﾈ.��#S3��▲2 34 �｣"�.�"�9 I 

lふ18Ol �5310 �｣"�62 帽��ﾂ�3818 塔R�04 唐�涛S�B�▲3 涛2�8 

17180】 �191も �.�爾�03 田R�(}413 ��R�ム2 �������B�84 亡2�0 

1イ▼:I 迭�0511 �.�"�一2 涛R�0blヱ 塔"�12 湯�- ��.��"�22 都"�9 

表6　糸ムラ(%),節(個)
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表7　繊度(デニール)
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表8　強力(gf )

63



T二Jll■,.一一77 綿���ｸ42�ン■l二′ト~ ��ﾅ番�р�披�

13(J3 2303 瀞r��������"�耳�������耳�"��2�#����"�"�"�"���"���4{ 店蔗�耳�*"��5)も �����R���R�R�R�R�R���R���R��ｲ���R�R�

3303 冤l 01( 4も 94 49 88 17 210 25 0も 27 07 57 一も 87 910 ��8�8*ﾒ�s"�51■ 513 

一30一 5304 剴�"�苒�51B 

8304 7304 eeOl 剩(�3��S#2�5J卓 Olも 

925 ���r�

?BOA 剴x�8ﾌ2��#"�Olも 514 

lOBOl 劍�3#2�019 

)1801 剴C#B�01∈ニ 

12801 剴�#2�018 

131801 剴S#B�517 
l4lBOl 剴�#"�517. 

151BOl 剴##2�5)卓. 

l占1○○1 劍璽#"�OlL. 

171台01 �����#��515 

へイ▼:I �"��7.12三. �7l占.e 

表9　伸度(%)
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表10　油分(%).棟減率(%)
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6)昭和60年度上期生糸品質調査結果について

1.試験の概要および結果

技術指導係　　主査　　木　村　忠　義

試験研究係　　技師　　古　池　君　子

昭和60年度上期における生糸品質試験試料は合計58点であった｡その中で2 7中繊度糸

試料が全体の77.5%の45点でチーズ･ボビン形状区1 2点かせ形状区33点であった027

中破度糸についての傾向は次のとおりである｡

1･ 1糸むら

チーズ･ボビン形状区平均4.61虜　かせ形状区平均4,58車であるoかせ形状区が0.03

ポイント低くかった｡

1 ･2　節

小節相当節については,チーズ･ボビン形状区5.1個,かせ形状区22.9個であり,かせ

形状区が17. 8個高い｡中節相当節と大特節相当節については1 -2個であった｡

1･3　繊度

チーズ･ボビン形状区平均繊度27.21デニール偏差1.ll MAX32.23デニールMIN

23.18デニール　かせ形状区平均繊度26.46デニール　偏差0.95　MAX 30.80デニール

MIN 20,93デニールであった｡チーズ･ボビン形状区が平均繊度0.75デニール　　偏差

0.16と高かった｡

1･4　強伸度

強度については,チーズ･ボビン形状区平均強度3_82鞄　変動率4.5　MAX4.81鞄

MIN3.07勉　かせ形状区平均強度4.09物　変動率5.1 MAX4.88勉　MIN3.19鞄

である｡かせ形状区が平均強度で0. 27%高い｡

伸度については,チーズ･ボビン形状区平均伸度20.0虜　変動率8.7　MAX24.0多

MIN14.0虜　かせ形状区平噺申度21.5虜　変動率8.8　MAX26.5多　MIN13.0虜で

ありかせ形状区が平均伸度1. 5虜高かっf=o

切断までの仕事量については,チーズ･ボビン形状区平均仕事量777.9才ICn　変動率11.8

MAXIO98.6g･cn MIN472.7g･cn　かせ形状区平均仕事量862.8g･cnl変動率12.5

MAX 1249.5㌢･m MIN 417.6㌢･cntであり,かせ形状区が平均仕事量で84.9g･cnL高か

った｡

2別申度時の中間強度はチーズ･ボビン形状区1.64鞄　かせ形状区1.73勉

2虜時中間仕事量はチーズ.ボビン形状区30.8g･m　かせ形状区32.45･cmであったo

1 ･5　油分

油分についてはチーズ･ボビン形状区平均1.78承　MAX3.32虜　MINO.35腐　かせ

形状区平均0,48蕗　MAXO,99虜　MINO.17庵であった｡

1 ･6　練減率

練減率については,チーズ･ボビン形状区平均24.2虜　かせ形状区平均23.5啓であり,
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チーズ･ボビン形状区が0.7ポイント高かった｡

2. 27中生糸の紀

1>^.).-A ��"�劔劔ttンサイ 

CLEANCLEANCU=ANCLEAH 劔劔�4ﾄT��4ﾄXｺ��

UXNEATSLUZNEATSL 劔劔俵�T�E4ﾂ�

13101 1■101 釘�B���B�R�B�R���R���B���R�B�����R�爾�ﾋ��$｢�B�������2�爾�������R��ﾂ���2�483 3410 �｣��#���2��������3������2�苻耳�"���+X������"����.���#�����#"��"�#"�#��C��#2��ｨ�｢�璽�����璽���3������ｳ"�耳�｢�璽���3r��ｸ�ｲ��3"����i .○ ��B�#R�cB�.�2�#B��R�ィ�7#B�u紕�耳爾��B��2�耳爾�耳爾�ィ�-3B�#B�耳爾��｣2�CB��ｳ2��ｨ爾�CB�#R�#B��8爾�CB��ｨ爾�#B�#R�#B�(爾�-3R�576 2古も 79 鼎2�璽��璽��さ1 80 00 ▲0 20 2 �����R�������I I I I t■ 一 I 4 5 5 A 4 I 一 I I I I I 3 5 4 4 4 4 4 I I I I 5 I 一 ,A 鉄3B��ｳ���璽X�2�?2 31 もlT 免ﾂ�3��璽��#�����#��○~ 5 2 i I 3L 5 1 3 0 7 7 ち I I 5 I 5 ○ I 5 2 〇 I 5 ? 

15lOl l▲101 17201 �117 .7018 0一37 -I 凵� ○ i �5 712 ?&33 9 �#��#2�"�剴#����ｳ�3R����R�■■ ち1 51 -1 

18303 19317 20503 2IBOI 刪�11■. 1931 4713も 278 �2( 0 2 I �1ム 3ふ13 J9B 8017 ���8�"�������P 20 ○0 ○○ �"�����砺S#"�33s"��3�2�71 ○2 〇三 ����������

22801 23eOI �999 929 冓 0 20 も0 �7ふ5 43一 塔�����▲1 一〇 亦������r�&X.��#(.��○2 51 21 免ﾂ�#������ｸ�ｲ�

24110l 251101 241101 刪黶Z一 〇2▲8 〇一も 劔957 71一0 097 塔"�CB��8�2�■0 00 ▲0 亦��2���������ピRﾒ��x�2��31 81 

00 ○0 20 80 ○0 80 01 一〇 〇0 21 劔劔��ｸ�ｲ��4��飛��8�ｲ�

271101 2ell○1 211101 �7719 7713 1581 53e ibl 劔4古も 239 74もも ��ｳ��#2��"�一0 一〇 一0 40 20 ■〇 〇〇 〇0 20 ○0 ●○ ○1 ��ｲ������.�#�2�S����鉄s2�01 12 42 

301101 311301 劔�877 852 �#"��ｳ���-2��ｲ�都�r�sC"�72 21 一I �#�����

321301 331一〇1 341401 351501 341も01 37170l 3○2301 凾�913 も○2 1一一 も18 83101 9も2 ふさ9 劔528 Bell 一一12 012 13e1 17も ふ07 尾ﾂ��ｷ鞴���｣��耳�｢��｣"�璽��#��C2�#��示ﾂ���"��ｳ"�璽���2�白�"���������"��ｲ����ﾂ��2����2������ｳ��&X�2�#唐�3�R���C����sB�.�3��▲ー †1 ▲0 20 41 51 ll �3��#�����s��s��#���3��

一〇 〇〇 一0 ○○ ▲l ▲0 00 ▲〇 〇〇 一1 

312401 ●○2●○1 ■12ち01 一22▲○1 432も○I 一一2701 452eOt �5210 033 1118 45307 ○与1一 257 141 劔ささ7 01一 18.A 一589 2715 ▲J5 128 凵�1 〇〇 〇0 20 ○,○ ○1 ▲3 劍+8�ﾃ���#2���ﾆﾆﾂ�璽S�唐��s�爾�璽8.��S3R�72 ○1 一l ▲一 ?1 51 ‡2 鉄�����8�ｲ��3��3��S���"�〇 〇 一 ■ 3 9 5 

ヽイ▼ン 白�古530 尾ﾂ�70 �8�爾�5115 塔��80.も 僮 鉄�#"�91 塔��ふ 

表1　糸ムラ(%),節(個)

丁-.J^-I-刀 ��"�劔モーンサイ†イrイ ヽイ▼-)へン†ヽイ†ンW 劔�-h48�X98���(98馥�����ﾇD�-h98�Y|ﾘ485H8ｨ4R�

13101 1●1○l �(8��#R�一ュo も30 �8�S(.��s##R�さ一0 130 涛��CR�2b.470 25.780 �772B も12も �#R簫R�s�#B�1も.1 30■1 都rﾓ��lrﾓB�95 52 

15101 14101 �#R�#b�7▲0 150 都�(.����#b�0一0 0も0 弐2�Sr�25.90■0 2も.l○○. �8227 5227 涛�#B�(�ｳ#R�u2 一〇l ���ﾔ����ﾓ2�08 32 80 5B 90 

17201 18303 11317 �(.��#R�#R�712 731 700 �(璽#��190 2も1 ZOO 涛2��"�迭�27.411 25.●91 25950 �8230 0327 9027 ��##��3�#2�Cs#B�931も �8.���CRﾓR�.�"ﾓ2�

O425 822も 劔剴�S"�33��

2○503 21801 蔦#r�#R�さも〇 一▲0 賑S#r��3(.��lil 370 ��ｨ爾�Cr�27.340 25.92○ �9229 8127 店�ｳ#R�732 381 も31 ��S��32 02 75 

3?21 �5一一一 

22○○l �(爾�770 都S#R�〇〇〇 �-32�24.110 �702も ���#2��｣"ﾓr�

23○Ol �(8��さも.0 鼎�$ﾂ�1ふO �8�爾�24.弘0 �5627 ��##B�ふ91 田rﾓ"�さも 20 22 

241101 25llOl �#R�#��930 一il 鉄�(.�����#��340 900 都r���r�2占 28 ��耳�｢�.��ｲｒ�7027 86卸 鼎�#R���(.��121 902 �3Rﾓ2��(.��

■■ 2ふ1101 �#r�#��9一1 �#�(.��7一〇 又｢�sr�27 �3C��2029 も930 涛C#R�522 �/���25 

2711○1 �030 都##��1▲0 都��21 ������###r�8▲1 �#3r�丁も 

2○1101 �#r�240 涛S#r�一50 都2�27 �3C��B328 塔C#b�○与1 �ｨ�S��32 

29】IOl �(.��ilo �#S#��恥1 ��6ﾂ�27 偵sC��5131 都##b�293 祷�ｳ"�73 

301101 �#r�781 �#�#��写70 鉄��28 毘���17-1 俣3#R�522 鉄S2�99 

311301 321}○ �(8��240 涛�(.��Sol ����2も �#s��9一26 都�#R�302 ��ﾈ耳耳蔗�71 A 

I 331■Ol 3一 �#R�(.��5一〇 370 凉�#R�涛(.��000 loo 魔����r3 2& �#s��(�ﾃ��e12も 8927 亡�#2��.�(爾�741 1▲2 鉄Bﾘ+���"ﾘ9��i 83 

1401 3515○1 �#R�#b�730 371 �8��#r�3�#r�361 ユ一o �3r����2与 2上. 25 鉄C������3329 1-29 塔C(爾��3#B�483 1○2 �3"ﾔ��s�ﾓ��ム9 73 

3▲lム01 �#��100 �+8璽#R�ilo 都"�亡S��7127 鼎�(爾�ふOl �8�2ﾔ��2も 

371701 �#R�381 ��3#b�lil 鼎��25 都s��3028 度�3#2�7一三 涛綴､��55 

3823○1 �#x�ﾃ�#"��##(.��Bll �#��28 �����7●30 鼎�#2�も1‡ 俾ｸ耳�｢�写‡ 

3i12401 �#B�930 買#R�f叫0 亦ﾘ爾�25 �3���792も ��3�#2�831 �6蔦R�98 

402401 �#R�#R�850 841 �+8�ﾃ(.��500 涛2�26 薄ﾆ��8427 �8�S#B�5○1 塔�ﾓ2�05 も8 

一12501 剴�3#R�ム31 ��B�25 度璽��0127 弐s#B�152 �#2ﾓB�

422も01 432もOl �#R�#B�320 一90 都�#R�○○O 一丁¢ 度�2��"�25 24 滴-3����ｸ�ｲ�7726 992も 度�ｳ(爾�.�.�#"�●○1 ム○2 �3�ﾓR�3�ﾓr�70 ■9 

8425 
442701 452eOl ���.��(8��leo Sol 都S(.���｣�#r�2▲0 930 塔"�S��28 27 亳ss��#���7827 1:!?e 肇��#R�X.�#B�○○l e一.2 鉄2ﾓ"�3s��33 79 

1イ▼-J �#b�290 祷8c(.��ム20 从｢�2七. 鼎c���9ち28 �33#B�ム32 姪�ﾓ"�01 

表2　繊度(デニール)
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13　101

14　　101

15　101

1も　　101

17　　201

1B　　303

19　　317

20　　503

21　801

22　　001

23　　80 1

2●　1101

25　1101

2も　1101

27　1101

28　1101

29　1101

30　1101

31 1301

32　1301

33　1401

3●　1401

35　1501

弘　IbO1

37　1701

38　2301

31　2401

●0　2401

41　2501

42　2▲01

43　2ふ01

●■　2701

45　2801

MAT HIN

5.B　122.5　105･0

5.e 102.5　　8215

4.3　110.0　　9三･5

5.0　130.0　107･5

ち.2　112.5　　90｡0

5.2　130. 0　1(J5.0

4.5　107.5　　92.5

4.7　110.0　　95･0

5.3　125.0　100･0

3.9　117.5　1くわ.0

7.B l17.5　　90･0
--.8　140.0　115･0

4.0　135.0　120･0

3.8　117.5　1くわ･0

4.B　125.0　102.5

4.3　In.5　102.5

5.5　122.5　100･○

i.3　122.5　　97.5

5.3　107.5　　10'0

3.1　110.0　　97･さ

i.o l10.0　　87.5

5.3　JO7.5　　90.0

3.8　115.0　10〇･0

4.4　105.0　　87.5

9.も　115.0　　80.0

3.8　117.5　102.ち

5.0　130.0　105.0

2.9　107.5　　97.5

A.8　100.0　　82'5

3.4　127.5　112.5

A.2　122.5　102.5

MAX rl I ～

41′2　　　3. 1　4215　　40･0

43.2　　4.4　　47･5　　40･0

41.0　　　も. 1　45･0　　37･5

51･.?　　4. 1　57･5　　5010

45.7　　　4.5　　50･0　　42･5

47.5　　　2.4　　50･0　･4510

40.7　　　3. 1　42･5　　4〇･0

43.8　　　2.9　　45･0　　4三･5

45.も　　　4.3　　47･5　　42･5

45.1　　2.e　　47･5　　42･5

44.も　　　4.3　　47.5　　4三･5

50.9　　　5.8　　55･0　　47･5

54.0　　　3.2　　57･5　　55･0

48.2　　　4.も　　52.5　　45･0

4も.9　　　3.5　　50･○　　■5･0

49.9　　　4.4　　52.5　　47･5

4i.7　　　2.7　　47.5　　45･0

44.7　　　7.0　　50.0　　40.0

43.9　　　3.9　　47.5　　4〇･0

44.0　　　4.3　　47.5　　40.0

4も.0　　　4.8　　50.0　　42･5

44.0　　　3.4　　47.さ　　42.5

4も.●　　　7. 1　　52.5　　●〇･〇

39.9　　　4.8　　45.0　　37.5

40.9　　　7.0　　47.5　　才7･5

45.9　　　2.8　　47.5　　45･0

50.も　　　3.2　　52.5　　47.5

45.2　　11.3　　55.0　　37･5

43.2　　　4.●　　●5.0　　●〇･0

47.5　　　4.2　　52.5　　45'0

49.0　　　3.9　　52.5　　45.0

49.も　　　43.1
118.0　　　98.0

表3　強力(gi)

1944>ム77
つll I Ill

13　101

14　　101

15　　101

1も　101

17　　201

1 8　　303

19　　317

20　　503

21　　801

22　　80 I

23　　80 I

24　1JO1

25　1101

2も　1101

27　1101

28　110J

29　1101

3O IIOI

31　1301

32　1301

33　1●01

34　1401

35　1501

3b lもOl

37　1701

38　2301

3?　2401

40　2401

41　2501

42　2も01

43　2も01

44　270)

i.4　　　2も.0

22.3　　　7.1　　24.5

20.e　　10.5　　25.守

21.7　　　8.7　　24･5

21.9　　　も.e　　2も.0

20.4　　　7. 1　　23.0

20.8　10.9　　24.0　15･0

20.7　　　9.2　　24.0　17･0

20.2　　　8.5　　23.0　　1も･ 0

22.2　10.5　　24･5　15･0

20.8　　　7.5　　23.5　　18･0

21.2　　8.2　:汚･0　17･5

20.も　　11.4　　25.5　　1も･0

20.8　　　9.0　　24･0　1e･0

20.9　　も.9　　23･5　18･5

22. 1　　7.4　　24･S lEE･0

20.3　　10.e　　23.5　　15･0

19.8　　　8.7　　23･0　1も･5

22.3　　10.0　　25.0　　1も･0

21.3　　　8.e　　23.5　17･5

23.4　　　も.8　　2も.0　　20･5

21.3　　　8.5　　24.0　　17･0

21. 1　12.2　　25.0　　1も.5

22.7　　　8.8　　24.5　　1B･5

23.2　　　B. 1　　2も.5 lB･5

1B.▲　　11. 1　　21'.5　　13'0

23.3　　　8.9　　2も.0　　20. 0

22.2　　　9.7　　2も.5　　17･5

21.9　　　も.3　　24.5　　19｡5

21.3　　10.も　　24_5　　1515

ヱ2.0　　　も.3　　24.5　　19･5

21.8　　　も.8　　24.0　　17･5

12.9 25.0
B.e　　　24.5

表4　伸度(%)
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7)縮緬の　緯蒸法に　関す　る　考察

技術指導係

主査　塵　取　喜　寿

1.は　じ　め　に

縮緬の最も特長たる｢シボ｣の発生は,強撚糸を練糸に使用することである｡この強撚は,

湿式撚糸法によるものであるが,この前処理工程として生糸の表面を覆っているセリシンを膨

潤させて柔らかくし,施撚が容易になるように棒煮をする｡また緯煮は原料･合糸本数･合糸

張力･巻き量等と緯煮温度や時間との関係等,綿密な管理が必要な工程である｡しかし,現在

の耗煮方法はバッチ処理法であり,内外層の緯煮差は巻き量の増加にともない残留セリシン量

やセリシンの膨潤度等同一にすることは極めて難しく,巻き量をふやすことは避けた方が賢明

と考えられる｡

そこで今臥緯煮をせずに,経枠に巻かれた生糸を蒸気で蒸すことによって緑薫効果を与え

内外層への影響について検討をおこなった｡

2.実　験　方　法

2･1　実験の工程について

A　経煮　　　　耗枠を水中へ

合糸　　　B　含水　緑茶

従来は･合糸された捧枠をAのように緑薫したものであるが今回はBの工程で実験した.

(ただし,従来との比較のためAについても実験を行ったn)

2 ･2　各工程における条件

(1)合糸条件

合糸畿

合糸本数

緯　　枠

巻　き量

糸　　速

輩　　力

CZ)緯煮条件

温　　度

時　　間

(3)含水粂件

常圧水中浸透

真空水中浸透
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島崎製作所

27　×7本

四角枠

350　グラム

始速(180m/皿in)終速(220m/mュn)

始速(o･06g/d～0･08g/d)

終速(0121 ど/d～0.42g/d )

93oC

20min. 40min

lOmin. 30min. 20hr

500znmHg･ 600mmHg1 700m皿Hg･ 700mmEg-

2回繰り返し

4)緯蒸条件

温 度　　　　96oC

時　　間　　　　10min. 25皿in. 40皿in

圧　　力　　　　常圧

3.実験結果と考察

前述の条件における緑薫および.従来法の緑薫について考察した｡

(1)含水条件における保有水分について

蒸気による経蒸は,セット等と異なり生糸に十分な水分を与える必要がある｡合糸条件に

よって水の保有性を測定した結果が図1-図2である｡

一般に生糸は脂肪や轍物質がセリシン中に約0.5-1.0%含まれており,水の浸透性はあ

まりよくない｡図1でもわかるように常圧水中浸透において10分間浸潰した結果,ほぼ外

層だけ水分を保有する卑みで内層への浸透は全く見られない.浸漬時間を長くすれば内層-

の浸透は向上するが20時間後においでも約100%程度であるo以前の研究報告(丸枠緑薫

における一考察)でも述べたが,保有水分率は15070以上でないと十分な緑薫が得られず,

作業面においてもより以上長時間浸溝することは腐敗等の弊害もあり,実際上困難な方法で

ある｡

そこで,強制的に短時間で内層まで水分を浸透させるためには｢駿に,加圧法や減圧法を

使用されるが,今回の実験は減圧法による浸透性について検討した結果が図2である0

内層　　　外層

層　　　別

図1含水条件と保有水分率について
(常圧)

内層

層　　　別

図2　含水条件と保有水分率について

(美空)
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図2でもわかるように,真空度が高くなるほど内層への浸透も高くなり700m皿Eg以上

で内外層が同程度の保有水分となった｡また, 700mmHgを2回繰り返すことによって内

外層の差が殆ど見られなくなった｡そこで,以後の実験は700皿皿Hgの2回繰り返し条件

で次の実験を行った｡

(2)線素(緑薫を含む)条件と生糸の凄着性について

緯煮された生糸を自然乾燥すると,緯煮された生糸表面のセリシンが再固着して合糸され

た生糸が一束となる.しかし,十分な緑薫が出来ていないと乾燥後生糸が分繊して接着性が

低下するため各条件における接着性を測定した｡接着性の測定は,インストロン引張り試験

機を用い合糸されている生糸(27×7)の1本を剥離する抵抗を測定した｡

堅ヒ⊥野分　　　10分　25分　4O分

捧煮　　　　　　　　緯　　蒸

棒　蒸　時　間

図3　線素(緯兼)条件と生糸の接着性について

その結果,外層および内層とも緑薫･線素についても時間が長くなれば接着力が向上する

傾向を示しているが,外層においては短時間でも十分な接着効果が得られ,その変化率も大

きな差は見られない｡しかし,内層において,従来法における20分蕪煮は9･3 gとやや低

い緯蒸法においても同様に,時間の短い10分処理では5.5gとさらに接着力が低い結果で

あった｡これは,十分な水と熱効果が内層まで伝達するに要する時間が短いためと考えられ

る｡

内層における緯煮法では, 40分で約14 gの蒙着力があり.糸層を考慮すれば30分の

緑薫が必要と考えられる｡また,経蒸法においては, 25分で約13g, 40分で16gと

高く, 25分処理で十分と考えられる｡

O)韓煮(経蒸)条件と残留セリシ./について

今回の緑薫法は,特に経枠の内外層における練煮効果のムラの解消を目的としているが,

72

従来法では,その差を無くすことが困難であ-たoそこで･残留セリシン量を測定した結果

が図4である｡

2世__ぞ分

線煮 緑　　薫

経　蒸　時　間

図4　線素(韓兼)条件と残留セリシンについて

当然のことながら,従来法における緑薫は,表層部で約2%程緯煮時間に比例してセリシ

ンが脱落している.これは七.)シソ量の約10%に相当する.セt)シソの脱落は･経煮格中

の熱水の対流によっておこるものと考えられる∩

4.変りちりめんへの影響について

以上の実験結果から,従来の経煮効果と比較するため変りちりめんを試推した0

4 ･1線糸設計概要

2240　t//血　一一一一一　27　×　3

･ 504　も/m

1000　t/也

42　× 1

2980　t/m　　---一一一一1 27 × 7 (経煮および経蒸)

･単　　　丁

･打　　込　　　78本/3･78 cm

4 ･2　風合いへの影響について

緯煮差の生じ易い内層において, EES-Fシステムで測定した各物性の結果が表1であ

る｡

その結果. EOSHIについては.従来法と比べ･緑薫法における短時間では【腰"が無い

慣向にある｡これは,十分な緑薫効果が無いためセリシンが完全に膨潤しておらず･精錬に

ぉいて七.)シソの溶解が促進したためと考えられる-また, TEEASAについては･あまり

影響が見られなかった｡
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表1各条件による物性値と風合値

lF真空含水法 劍�x嬰��

試料極熱時間E10分 �#YZ｢�40分 �#�Z｢�40分 

⊥T-10.5682 ��經c���0.5613 ��經Sc2�0.5507 

LT-20.8100 ��纉�C��0.8900 ��繝s3��0.9134 
LTO.6891 ��縱3cR�0.7257 ��縱�S��0.7320 
WT-18,1700 途紊S���7.2500 途�3����7.4000 
WT-212.555014.3500 �14.3500 ��2��#S��13.7000 
WT10.3625 ���纉����10.8000 �����c#R�10.5500 
RT-157.0713 鉄偵�SC��59,0009 鉄ゅ��#"�59.1220 
RT-236.5893 �3"紊�S��32.9296 �3R��#c"�33.5771 
RT46.8303 鼎R縱3CR�45.9653 鼎r���C"�46.3496 
&10.0531 ����SCB�0.0673 ����csB�0.0547 
五一20.0618 ����cコ�0.0768 ������2�0.0810 

BO.0574 ����c�R�0.0720 ����sモ�0.0678 

2EB-10.0162 �����sB�0.0208 ����#���0.0154 
2HB-20.0259 ����#sR�0.0322 ����3�2�0.0334 
2EBO.0211 ����##R�0.0265 ����#澱�0.0244 
G-ll.0481 �����3"�1.1605 ���#��b�1.1186 
G-20.6521 ��縱イr�0.8505 ��繝#SR�0.8324 
GO.8501 ��纉3���1.0055 �����3b�0.9755 
2Ⅱ0-10.9000 ��繝S���0.8250 ��繝S���0,8100 

2E0-20,2300 ����C���0.1550 ����ゴ��0.1550 
2BGO,5650 ��紊鉄��0.4900 ��經�sR�0_2825 
2EG5-14.0400 釘�#����4.3100 釘經s���4.4300 
2EG5-21.9850 �"紊cS��2.7700 �"緜SS��2.6150 
2EO53.0125 �2�33#R�3,5400 �2緜�#R�3.4225 
Leo.5258 ��經都��0.4729 ��紊�3R�0.4799 
WCO.1100 ����塔��0.0990 ����涛R�0.0945 
RC50_0372 鉄"經S���52.0202 鉄�縱#�2�52.3476 
MⅠtT-10.1856 ����ャ��0.1831 ����sS��0.1731 

姐Ⅰてト20.2519 ���#Cc��0.2381 ���#S���0.2444 

MItJO.2188 ���#�s��0.2106 ���#�cb�0.2088 
MM工ト10.0403 ����CsR�0.0419 ����3���0.0383 

MMD-20.0305 ����3c��0.0353 ��ﾃ�3sB�0.0346 
MhWO.0354 ����C#"�0.0386 ����3�"�0.0364 
SMp一一一111.8625 ��"���3��ll.7000 ��"經�モ�12.4813 

Sか-25.3938 迭���3��5.5813 迭纉�3ＴR�#Sc2�

S泌D8.6281 唐經�3��8.6406 湯�#Sc2�8.8688 

TO.4875 ��紊c���0.4713 ��紊sS��0,4625 
W13.8033 ��2經�3b�13.8204 ��2纉S�2�13.6861 
EOSEⅠ3.7227 釘�3SSb�5.0231 迭��塔��4.7263 

TEKASA5.0877 釘緜3S"�4.8285 釘纉cヲ�4.7232 

5.韓乗法の課題と問題点

内外層における残留セリシン量の均一化や,緯煮効果においては初期の目的を連することが

出来たoまた,風合いやシポ-の影響についても問題が無いことも判ったoしかし実用化にお

いては設備面やコスト等,種々の問題があり,これらについて今後検討する必要がある｡

6.お　わ　り　に

今後,ますます高品質に対する要求が強まる中,緑薫工程においても.ちりめんには不可欠

な工程であり,今回実験を行った方法もその一つのアプローチで,更に実験を重ね検討する必

要があると考えている｡
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8)環境条件ならびに織物構成要因と
風合い関連物性について

技術指導係

技師　浦　島　　　　開

1.は　じ　め　に

織物は,原料･番手.密度･撚度･鼠織･仕上げ加工等の構成要因がそれぞれ異なることに

ょり風合いや.接触冷温感等の特性値に差がある○また･水分の吸放湿作用や熱の影響を受け

ることも考えられるo衣料用素材とした場合,温湿度の条件が見合し慣性等に与える影響は大

きいものと推察される(そこで織物構成要因として番手･密度･組織,また環境条件として温

度･湿度を変動要田として実験した0

2.実　験　方　法

①　織物構成要因

素　材　　　　綿糸(コーマ)

番　手　　　　60/2　　　　80/2

密　度　　　経　　88　　　78　　(本/2･54cm)

緯　　71　　　62

組　織　　　平　織　　　　綾　織

②　環境条件

温　度　　　10　　　20　　　30　(oC)

湿　度　　　　45　　　65　　　85　(%)

以上のように.番手･密度･組織をそれぞれ2水準として.試料を作成し温度･湿度をそれ

ぞれ3水準( 9条件)として風合い物性ならびに冷温感特性qmaxを測定したoなお,試験

機としてKES-FシステムおよびサーもラボⅡ塾を使用し,恒温恒湿横内で測定したoまた,

試料のコンディショニングは, 48時間以上行った｡また,加工は精錬巾だし仕上を行った∩

3.結果および考察

まず, 72個のデータについて平織りと綾織りに区分して分析を行った｡平織りにも蕨織り

にも共通している点をあげると以下のようであるo

①　引張り特性

WT T

RT　　　　　†

②　曲げ特性

B T

2HB　　　　†

③　せん断特性

温　度　　　　　　　　湿　度

i

∫

I

J
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2HG T

2EG5　　　T

④　表面特性

MItT T

⑧　圧縮特性

L C

WC

R C

⑥　厚さ･重量

ー　　ー　　↑

T　　　　　　†

W　　　　　†

ー　　↑

･　l　↑　-†

十川　　1

"　　即　　　　日仙川

⑦　冷温感特性

qmaX　　†　　　　　　†　　　　　　†

以上のように力学特性は(例えば･ WTについてみると温度が上昇するとWTは増加し,湿

度が低下するとWTは増加するo)温温度の影響を徴妙に受けていることが推察されるo

風合い億については･図-1-図-2に一例を示すo EOSEⅠについては,温度の上昇

により直線的に減少しているoまた湿度の影響も現れているo E姐Ⅰは,温湿度両方の影響を

強く受けているoまた･試料間に明らかな差があることも示している∩ SEINAYAEhSAに

ついては,温度より湿度の影響があったoこれも試料間に差のあることがわかった. FTJmR

AMIは湿度の効果が若干現れているo SEAR‡は･その効果は小さいと考えられる. EISE

IMlは,温度の上昇により減少し.湿度の上昇により増加する債向を示しているo

45　65　85

湿　度(%)
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図1-1

10　20　30

温　度　cc)

伽　oo　伽　伽　伽　伽　伽　伽　皿　皿0　　9　　8　　7　　6　　5　　4　　3　　2　　11

45　65　85

湿　度(%)

皿　伽　伽　伽　∬_00　加　伽　価　000　　9　　8　　7　　6　　5　　4　3　　2　　11

10　20　30

温　度　佃

図1-2

次に,重回帰分析を行い各項目について回帰式を得た｡一例を示すと｡

qmax (p ) - 0･0666+0･5617+×1/1000+0･3667●×2/1000+0･6328事×3/

1000-0.1410♯×4/100

EOSEI (p)-6･4205-012317●×1/1010･7793*×2/100+0･8473書×3/100

-0.3261･FX4/10

ただし,　×1:温度　　×2:湿度　　×3:密度　　×4:番手　　である｡

これらの式を使って温度･湿度･密度･番手が変化した場合どのように風合い特性に影響を

およぽすかを調べたところ表のようであった｡

(1)力学特性の中で

①　温度による変化率の大きい賓目として

平織り　　　2EG, 2flB, T, WT, LC, WC

綾織り　　　2EG, 2Ⅱ13. WC, 2EG5, WT, T. LC

②　湿度による変化率の大きい項目として

平織り　　　　2fIB. B. 2EG, RT, MIU

農織り　　　2fIB, 2EG, B, G,WT, MIU

(2)風合い値の中で

①　温度による変化率の大きい項目として

平織り　　　SEINAYAEASA, EOSEI, EISEIMI, fIARI

綾織り　　　EOSEI, SIIINAYAE:ASA, KISEIMI, HARI

②　湿度による変化率の大きい項目として

平織り　　　SEINAYAEASA, RARI. EISHIMI, EOSfH

凌織り　　　SHINAYAEASA, HARI, EISEIMI, KOS王王Ⅰ

(3)接触冷温感特性

77



LT

WT

RT

B

2flB

G

2EG

2EG5

LC

WC

R C

MI U

MAD

SMD

T

W

qlna Ⅹ

EOSEI

IIAR I

SE INAYAEAS A

FrUE【TRAM I

SEARI

EISEIMI
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蓑1風合い特性におよぽす変化率(%)

温　度　　　　湿　度　　　　密　度　　　　番　手

-0. 19　　　　0. 00　　　-0. 26　　　-0. 56

0. 00　　-0. 15　　　-0. 24　　　-0･ 36

0. 70　　-0. 19　　　　0. 00　　　　0･ 00

-0. 25　　　-0. 73

0. 00　　　-0. 64

0. 00　　　　0. 00

-0. 54　　　-2. 48

-0. 66　　　-1. 85

-0. 65　　　-3. 17

-0. 88　　　-2. 58

-1. 50　　　-3･ 50

-0. 98　　　-2. 29

-1. 39　　　-3. 00

-1. 3　3　　　-2, 63

-1. 38　　　-3. 01

-1. 53　　　-3. 19

-0. 34　　　　0. 00

0. 00　　　　0. 00

0. 00　　　-1. 53

0. 00　　　-1. 48

0. 64　　　-0. 30

0. 00　　　-0. 36

0. 3 1　　-0. 21

0. 38　　　-0. 54

0. 3　5　　　-0. 56

0. 7　5　　　-0. 70

0. 86　　　-0. 94

0. 00　　　　0. 00

0. 0　0　　　-0. 49

0. 92　　　-0. 5 1

0. 4　5　　　-0. 67

0. 3　3　　　　0. 00

0. 74　　-0..40

0. 67　　　　0. 00

0. 53　　　　0. 00

0. 59　　　-0. 22

0. 74　　　　0. 00

0. 44　　-0. 22　　　　0. 00　　　　0･ 00

0. 44　　-0, 20　　　　0. 00　　　　0･ 00

0. 22　　　　0. 29　　　　0. 28　　　　0. 00

0, 20　　　　0. 27　　　　0. 22　　　　0. 18

0. 00　　　　0. 00　　　　0. 00　　　-1･ 12

0. 00　　　　0, 00　　　　0. 00　　　　0. 00

0. 50　　　-0. 01

0. 00　　　　0. 00

0. 00　　　-1. 42

0. 00　　　-1. 29

-0. 53　　　-2. 61

-0. 61　　-2. 62

-0. 43　　　-0. 95

-0. 32　　　-0. 85

-0. 14　　　-0. 52

0. 00　　　　　0. 00

0. 0　0　　　　　0. 00

0. 7　4　　　　0. 00

0. 62　　　　0. 00

0. 00　　　　0. 08

0. 0　0　　　　　0. 08

0. 38　　　　0. 25

0. 3　7　　　　0. 26

0. 37　　　-0. 13

0. 39　　-0. 10　　　-0. 12　　　-0. 31

0. 27　　-0. 25　　　-0. 37　　　-1. 29

-0. 39　　　-1. 00

1. 77　　　　6. 03

1. 00　　　　2. 48

0. 00　　　-0. 32

0. 00　　　-0. 40

1. 43　　　　2. 07

0. 69　　　　1. 02

0. 2　9　　　-0. 30

0. 59　　　　1. 12

0. 36　　　　0. 89

0. 0　0　　　　　0. 10

0. 00　　　　0. 09

0. 0　0　　　　　0. 00

0. 00　　　　0. 00

0. 37　　　　0. 22　　　　0. 44　　　　1. 51

0. 35　　　　0. 20　　　　0. 35　　　　0. 80

qmaⅩについては,番手の影響が最も大きいo温度.湿度が上昇することにより増加し･

密度が密になることにより,番手が太くなることにより･増加する傾向であるo

なお,表の変化率は温度が1℃･湿度が1%･密度(タテ･ココの合計)が1本･番手

(単糸換算)が1番手変化した場合の数値であるo

次に,平織りと綾織りの関係を求めるため･各々の項目について相関を求めた0 -例を示し

たのが図2-1-図2-2である.なお,回のX軸が平織り･ Y軸が綾織りの特性値であるo

風合い値の6項目およびqmaXについては･いずれも危険率lroで有意となり中でもEOSEI･

HARL SfHNAYAKASA, EI SHIML qmaXは相関係数0,9以上を示し強い相

関が認められた｡また,力学特性16項目中MMDとSMI)以外の14項目については･ 1%

で有意となった｡

図2-1 図2-2

4.お　あ　り　に

風合い関連物性や冷温感特性軌織物構成要因である番手や密度が異なることにより変化す

ることは当然であるが,環境条件によってもかなり影響を受けることが確かめられたo衣服用

素材として考えた場合,風合値から織物設計へフィードバックすることも可能になると思われ

るが,さらに環境条件も考慮するこにより,より快適な衣料の設計も可能になると思われるo
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9)アイ　デア･パターンの構成研究

能登川支所

主任　嶋　貫　佑　一

目　　　　　的

前年に継続して研究を行うもので具体的な製品化の意図をもたずに,デザイン･ソースとし

てのアィデア開発研究である｡

内　　　　容

自然界の中の現象や形態あるいは日常生活の中からイメージ･アップして,主に線をベース

とした図形のデザイン構成であるo

表　現　方　法

手播きを主体として製版カメラなど応用によるモノクロ表現である｡

バターン数

55

展開について

1.象散的な花の市松的面

構成

2.直線の疎密によるカス

リ執シルエット表現

3.明暗浮彫り直線による

表現

4.斜線との組合せ

5.直線との組合せ

80

6.雲と虹との組合わせ

7.線の集積で埋めた方形

の構成

8.木の葉の動と静的な直

線の構成

9.飛ぶ鳥と直線の疎密の

組合わせ立体空間構成

10.樹木(抽象形)の直線

による表現

ll.樹木(抽象形)のラフ

な線による表現

12.樹木(抽象形)のラフな

線による表現

13.樹木シルエットと直線に

ょるタラデーシ早./との空

間構成

14.樹木シルエットと直線に

よるグラデーシ号ンとの空

間構成

15.円や直線による樹木のシ

ルエット表現



13

16.ラフな曲線と飛ぶ鳥の

構成(波間)

17.直線交叉の中の鳥のシ

ルエット

18.灯台のある海景

(水平直線の静と鳥群の

動の組合わせ)

82

16

19.窓枠と雲･空の構成

(童画的)

20.水平線から上がる朝日の

動的なスライド表現

21.雲の重なりを直線の方向

変化によって表現

22.湧く雲の大･小変化･動

的表現

20

23.木目で埋めた方形の配列

24.方形の大小と斜線の構成

25.斜線のグラデーショ'/と

方形との空間構成

25

26.水平線の集横とトンボの

シルエット表現

27.水滴と斜線による動的な

方向性表現

28. -ンググライダーと空を

水平線の疎密による空間表

現
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■■

33･西洋梨の斜線による

立体構成

34･西洋薬の直線による

分割溝成

(単純化)

84

29.ラフな線による波のう

ねり

29

31.砂丘と太陽

(単純化)

32.砂丘と葺

30

30.水面(川面)表現

35.窓枠と空･雲とのメル

ヘン'表現

36.イラスト的メルヘン風

景

36

37.山･川の文字構成

38.象形文字的･山川の

構成

41

39.湖上のヨット･波のイ

ラスト的表現

40.湖上のヨット･波のイ

ラスト的表現

41.直列したヨットの構成
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47.ゴム手袋の並列構成

86

42.白鳥と水平線疎密によ

る静的空間構成

43.果実とグラスの単純化

構成

44

44.ラフな線によるゴム手

袋の表現

45.ゴム手袋の明暗表現の

組合わせ

46.ゴム手袋の直列構成

48.花火の単純な直線･点表現

52

52.明暗観合わせ構成
(48 ･49)

の　曲　の8　火　04　花　59　0　14　5　5

53

5534･.)ラフなタッチの線による水田の畔の牢がり

55.　ラフなタッ

チによる在日　益鳥鳥

の感じの表現,怒盟錐

56.ラフな線に

よる雲と山波

のメルヘン表

現
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10)ファッションカラー情報調査研究

｢般消費市場で趣向されるカラー傾向を鞠重し,産地製品(次章向)づくりの商品企画･色彩

計画に役立てるものである∩

■ 1986年SPR川G-SUMMER　ファッションカラーの傾向

ここ最近の債向である自然や自然風といったものから,カラー･イメージとして,人工的ある

いは人工と自然の微妙なミックスといった憤向に移ってきている｡

軽さ･明るさ･快適といったイメージは旬6年にも継庶する.

●クール･クリアーカラー･グループ

このグループはJ85年春夏の継続色であり･濁りのないきれいな色で展臥雑多な色をサッ

とはらいのけた時に日に残る色という雰囲気o透明水彩画詞の色ともいえる.

素材としては,綿や麻を中心に合能素材(レーヨン海など)もo白は他の各グループに活用

できる色∩

●ナイト･カラ-･グループ

春夏･色みゐ復活ということを席まえて選定されているoヤン相けにも考えられている｡

レッ['･ファり-やイェロ･ファミリー(暖色系中心)の色が多い｡オレンジやイェローが

新鮮｡

素材は･麻や綿が考えられるが･コシのある布地がよいoプT)ソトにも活用されるグルー7Po

●ダーク･カラー･グループ

このグループはニュー･ニュートラルと呼ばれており･ベ-シサクな色として活用される｡

白やページ-やFL,-加えるともっと使いやすくなるだろうo素材としては,シルクやウール

といったクラシックな高級感のあるものをo光沢感を大切に｡

●ビビッド･カラ-･グル-プ

各ファり一･グループから選ばれたバック･トウ.カラーの代表色.フア･}シ号ソ性の高

い商品やアクセントにも活用される｡

素材は･綿や麻･合繊などあらゆるものが考えられるが,シルク,リネンのようにある程度

の光沢感が必要o白はこのグループに組み合わせの色として特に重要である｡

●配色について

トーン･オン･ト-./(同系色濃淡)が考えられるo同系色でも,オレンジと赤といったよ

らに色みをずらした配色(フォ･カマイェ)も重要である.クール･クリアーカラーの場合軌

色の調子が同じなので･トーン･イン･トーt/(同色請の色相変化)の配色が中心になってく

るだろう｡

白はどのグループにも活用できるが･ビビットカラーとの配色が明快o 2色配色より多色

配色の方が楽しく活用できる｡
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I 1986年　AUTUMN-WINTERファッションカラーの傾向

カラー動向のポイントは.一つは,色自体はあまり変化していないこと∩色の組み合わせや素

材感で新しく見せる方向にあること.色自体に変化がないということ軌秋冬には欠くことので

きないブラウン系･グリーン系が継続して出ていること,ダ-ク･カラ-.そデレ-ト･カラー

がトーンの中心としてあげられていることなど. '85年秋冬と基本的に傾向が同じであるという

ことである｡二つは, '85年に全盛期に連するビビッド･カラーが'86年には,少し落ち着いた

方向に移向するという予測である｡色みの強くない色が主流になるが,けっしてグレイッシュな

色にはならないということである｡三つは, 20歳台が上の年代に影響を与えているということ

から, 20-25歳位を意識して色が選ばれていること｡四つは,日本の市場を考えて引続き来

年も白がキー･カラーとして考えられていることなどである｡

●ベーシック･カラー(ファースト･カラー)

白がキー･カラーになるということで.キャメルやベージュ,グリーン系とアイボリーで1

つのグループ｡暖かみのあるベージュとクールなグリーン系のコントラストが生かされる｡こ

のニュートラル･カラー(ナチュラル･カラー)とともに,明るめのダーク･カラーとして.

レッド.グリーン,ブラウン,ブルー.グレーといった基本色相oこの2つのグル-プは天然

素材向けに考えられる｡

●セカンド･カラー

べ-シック･カラ-に組み合わせる色としてのグループ｡ I86年秋冬の色として一番新鮮味

のあるグループoモデレート･カラーをさらに明るくした,ライト･カラーとItデレート･カ

ラーの中間に位置づけられる∩濁りのない,きれいな色となっている∩べ-シック･カラーの

ニュートラルやダーク･カラーと組み合わせて活用することで,さらに新鮮な効果が出せる｡

●サード･カラー

これは,ビビッド･カラーのグループで, I86年春夏のために出されているものの継続であ

る.このグループはべ-シ･)ク･カラーと活用するものであるが,特にダーク･カラーとのコ

ンビネーシFソが新鮮である｡色相としてイェロー系やパープル系を加えているのが特徴であ

る｡

●配色について

ベーシック･カラーとIt=カソド･カラーのグループ,ベーシック･カラーとサード･カラー

グループのそれぞれを組み合わせた配色が新鮮な配色として考えられる｡特に,ナチュラル･

カラーとライト･モデレートの組み合わせは,ソフトな色同志の組み合わせとして注目される｡

ベーシック･カラーのダーク･カラーとセカンド･カラーの鼠み合わせは,同系色で構成する

と調和のとれた配色ができるが,色のバランスや素材感の変化で今までにない効果を見せるこ

とが必要である∩サード･カラーのグループは,ダーク･カラーと範み合わせるのが新しい方

向として考えられる配色であるが,基本としては,秋冬の代表配色としてフォ･カマイユ配色

やトーン･イ/･トーン配色(同一グループ内の配色)が上げられるo
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11)麻　糸　の　品　質　試　験　結　果

能豊川支所

主任　川　添　　　　茂

1.は　じ　め　に

湖東の麻織の産地組合の力を結集して昭和56年度から産地振興事業を実施し,服地･着尺･

寝装･インテリア･染色整理の各部会活動により,技術力･企画･デザインカの向上,新商品

の開発等を図ってきたo引き続き昭和60年度には地場産業デザイン高度化特定事業が展開さ

れている｡

今回,麻製品の高級化,差別化商品指向の一環として基本的な問題である麻および麻混紡糸

の品質調査を試みた｡

2.試　験　方　法

2･1　試　良　項　目

(1)番　　手(麻番手表示)

検尺磯で109.728m (120ヤード)の試料をとり,恒温恒湿条件において重量測定を行

い番手換算をした｡

(2)撚　　数

試長25cm,初荷重(100S-

49, SOS-･59, 60S･･･7.59,

50S･･･85, 45S-9.59, 40S

･･110.59. SOS, 25S, 19S,

14S, 11S･･･159)

振れ止め3打払の測定条件･解撚加

撚法で測定した｡

(3)糸　む　ら

USTER糸斑試験棟により,

TfIIN･'-50%, THI CE

:+50%, NET :200%に設定,

25771/分, 10×2回｡

(4)強伸度

定速伸長型USTER TENSOM

AT｡つかみ間隔50m,破断時間

20 ±3秒｡

(5)油　　分

アルコール,ベンゼン混合液に

て約5時間抽出｡
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番号 儁H薰�栄9MH薰��組成 

A B C D lE 免�2�����������2���2�7<- 

′′ 〟(中国糸) 

〟 リネン20%.レ-ヨソ8070 

F 田�2�フミー~ 

G 田���〟(中国糸) 

E 田���リネン 

Ⅰ 杯�"�7<～ 

J 田�2�リネン晒 

E 田�2�1)ネン20%.レーヨン8070 

⊥ �4�2�リネン 

M 鼎S��リネ./30%.レーヨン7070 

N 芳�2�リネン 

.JJ

リネン30%.レーヨン7070

リネン

リネン(中国糸)

T)ネ1/30%.レーヨン70%

リネン

1)ネソ30%. i,-ヨ1/7070

表1　試　料　糸

繊維絶乾重量首分率にて表示｡

2･2　試　　　　　料

ラミー7種.リネン8種,麻混紡糸6種の各100S～11Sまでの計21点を試料とした0

3.試験結果および考察

3 ･1　糸　　む　　ら

同一一儲柄のラミー100Sと80 S糸を比較した場合, TENで368が218に. THICE:が

198から192へ, NEPが178から152へと100S糸の方が各個数が多いo

これは,糸が太くなる程糸むらの発生が少ない結果となる｡

80S糸で番号により比較すると, B, A, I), Cの順となり,比較的Bの糸むらは少な

く,中国糸のNEP数が1,284個と格段に多い｡麻混紡糸もTHICEやNEI)数がBtこ比

べてTHICEで3倍, NEPで7倍近くも多い｡

同じ60S糸であっても, TEIN, THICE, NEP数がラミー糸よりリネン糸の方が多

い｡ラミーに比し, THINで64が1,584, TEICEで82が1,380に, NEPの68が

2,356に,またJの場合も同様, 1,676, 1,464, 1,838と多いo

tJ%もラミーよりリネン糸の方が多い｡

麻混紡糸においてはTfHCEが970, NEPが1,730と多く, THINについては変化

はなく他と同じである｡

ラミーはリグニン含有量が1.24-1,84に比し,リネンは3･5-4.21であり,強力･

挨力はあるが柔軟性に低く,また放維長においてはラミーが7-28cnに比し,リネンは

2.5-3.0cmと短かいのであるo

太番手においてはtT%変動率が細番手に比し麻混紡糸の場合は17･8, 17･5, 1711 ,

15,2と低くなっている( L加.Qや0.Rは麻混紡糸に比べ3370程高いo THIN. TfI-

ICE, NEP数も麻混紡糸は太くなる程少ないo

I,.N.Q.Tの場合においてもおよそ同じ傾向である.

3･2　歳　　伸　　度

細番手のA.Dラミー1008と808を比較した場合, 447129が452･15と強くなるが,

伸度の場合2.570が2.370と太くなると少ない.同じ80Sで別ま514･8 3.中国糸は363･2

g,麻混紡糸では197.3gとなるo伸度は中国糸A.I)ラミーは2･3%, B糸は2･6%とA･

Dラミーよりやや大きいが,麻混紡糸の場合は6.4%Uと2.8倍伸度が高い0

60S糸の場合はⅠラミーを基準としてみると強力は780.259に比LFは-23･870 ,

中国糸は-15.3%弱く, fIリネンでは変らず. Jの帝リネンは-32.870,蘇混紡糸では

-63.9%の弱さが認められる｡

伸度についてはⅠラミーで2.8%に比し,リネ-/糸では2.0-2.6%と伸度は少ないo麻

混紡糸は2.8%倍程多い｡太番手の場合はL.N.Q.T 1)ネン糸の強力については,508,40S,

258, 148と太番手になるに従って671･09, 1095･79, 21359. 2512･59と7ップして

行く｡
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中国糸においても同様.リネン

の40S, 258では732.59から

1727.13とアップする∩麻混紡

糸の場合においても同じく, 458,

308, 19S, 118と太番手になる

8350.99. 576.59, 914.49,

1590.69とアップする｡しかし,

同じ408同志においても, L.N.

Q.T.リネン糸は1095.79.中国

糸ラミーは732.59.麻混紡糸の

458で350.99と差が認められるo

伸度についてはLN.Q.Tリネ

ンの場合1.79も, 1.970. 2.2%

2.070と太くなるとややアップし

た｡中国糸ラミーにおいても1.7

%, 2.170と同じ債向がみられ,

麻混紡糸においても8.9%, 10.9

70, 10.5%. 12.2%と伸度はア

ップする債向にある｡

3･3　撚　　　　　数

細番手の場合,同じ808糸にお

いてDの698.8T/mに比し. Bは

やや撚数は少ないが,麻混紡糸の

場合は17%程撫数が多いo

変動率はDラミーの7.570に比

し.余り相互に差はない∩

同じ608糸の場合はⅠラミー

609.4T/mに比し. Fラミーは-

13%の中国糸では+0.7%の差

がみられるが,ラミー糸とリネン

糸とではEリネンは-31.770, J

晒T)ネl/で-3.170と少ない｡

麻混紡糸は+ 9.2%蓉多いo

変動率はⅠラミー5,8%に比L

Eリネンは14,670, J晒リネンは

10.6 70と変動率に差がみられるo

太番手の場合. L.N.Q.Tリネン
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で508, 40S. 258. 14Sでは420･2T/m･ 359T/m･ 290･8T/m･ 222･OT/砧と太さ

に比例して少なくな｡.変動率も19･2%･ 917%･ 8･070･ 8･79Toと減少慣向にあるo

絹糸リネンや麻紡糸においても同様であるが･麻混紡糸の場合は撚の変動率に9.7%

17.1%, 7.470, 101570等のバラツキがあるo撚係数は変動はあるがおよそ3･3-3･4であ

る｡

3･4　油　　　　分

L.N.Q.Tでリネン508が最高で2･0%･最蝉J剛ネ./608で0･11%である∩

麻混紡糸ではリネン混紡で油分は0･45 - 0･78%内であるo

A.0.Ⅰラミーは0.74-1･99%･ L･NIQ･Tリネ-/の場合は0198-2･00%･ B･F糸

では1.15-1.2%.中国糸ラミーでは1･22-1･23%･ Ht)ネソは017170であるo



12)織物設計シ　ステムの開発研究

高島支所

技師　富　田　克　己

〔要　旨〕

織布業者が行う受注書の発行･組織図の作成･織物設計書の作成･手配糸畳表の作成という適

皐をパーソナルコンビユータを用いて行えるようソフトの開発を試みた｡

1.緒　　　　言

最近･円高によって中進国の織維製品の輸入が増加しており,国内の歳維産業は大きな打撃

を受けているoこのような状態に対処するために,織布業界では.ますます多品種少量生産･

製品の高級化･納期の短縮化などが求められ,管理の重要さが増してきている｡

そこで･織布業者によって重要なユーザーから受ける受注書とそれによって作られる織物設

計書の作成という企業がしなければならない生産にかかるませの管理ソフトの開発を試みた｡

2.織物設計システムの開発

(1)　ソフトの概要

図1はソフト全体を示し,単独で動くが,この中で6戯物設計書作成の部分が図2で表わ

されている∩この部分はデータ入力や訂正などをわかりやすくするためデータ入力部分( 1.

-4･)と出力部Bt5)に別れておりデータ入力が終らないと出力はされない｡

このソフトは主として･受注書･組織図･織物設計書の作成･検索と,織物設計書部分に

ある糸量手配表の作成から成り立っており,この時に入れたデータは登録することによりデ

ィスクに入り･データベースに蓄積されていく｡組織図は200はどすでに登録されている｡

通常･進める手版は,受注書の作成cD組織図検索ES糸構成入力⇒織物規格入力cD

製織規格入力中織物設計書の作成　であるo訂正する場合はどれから初めてもよいし,ち

ちろん丁度入力したデータはその後では自動的に入っていく∩

今回のソフト開発で使用した機種はPC9BOIF2, PCED551, PR-201であり,移

植を考慮して全てBASICで作成した｡

*榊*榊織物設計　メニュー書林***榊

1.受注書の作成

2･受注書ファイルの検索

3.組織図作成

4.組織図検索

5.糸量計算

6.織物設計書作成

7.織物設計書検索

8･データファイルの初期化

9.終り
*榊♯**事******* *********** ****糊11叫

図1
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**耕榊**設計書作成　メニュー料柵***軸

ユ.組織図検索･訂正

2.糸構成入力･訂正

3.織物規格入力･訂正

4.製織規格入力･訂正

5.織物設件書作成

6･データファイルの初期化

7.終り

***軸*柵*********榊** *****榊*****

図2

守

i

i

才

(2)受注書の作成･検索

図3に受注書作成例を示す∩

ここで記入する事柄は.ユ-ザ-側との取引内容であるo　この内容を明確にすることによ

り,設計内容や糸の手配･撚糸磯や織機の管理などができ,これ等を集めることによって会

社全体の内容もはっきりする∩　また今後生産管理ソフトを作成する上で必要となる｡

日付･受付書胞は自動的に入力されるが,他は通常の入力方法である,,またデータを登餐

すれば検索データとして使用できるし.そのデータから新しい受注書を作成することもでき

る｡

*********　受　　注　　書　*****糊**

昭和　61年8月　4日　　　　　　　　　　受注書胞　12

NoL項目十 佛��>��容｣ 

1 儼冖ﾂ�

2 儼儁B�

3 侈冏ｹMHﾘb�

4 冽�7"�

5 價ﾙ(ﾘ檍���

6 僞ｹ?ﾈｯｩ?｢�

7 假9(ﾙKﾙ�B�

8 假9(ﾙ%�幵�

9 ��ﾘﾇh��dR�

10 ��Kﾙ+x+2�

ll ��I�儁Hﾘb�

婦　人　服

F-1002

A-1234

パジャマ

ケイワイ商事

昭和61年8月1日～昭和61年10月31日

4000　　　　反

30000　　円/皮

胞　　　　ユ3

100　　　7n

1-5. 10-20

責任者　　　青　田　克　己　　　　　　印

図3

(3)鼠織図の作成･検索

図4に作成途中の例を示し,図5に完成図を示す∩

これは画面に意匠紙を用意し,それに組織点を打ち組織図を作成し,完全組織図を決め,

引込数･範就数を入れ.紋栓図を作成するソフトであるハ

その手塀は図4で右上部の指示にしたがって操作をして組織図を作りあげる｡もし後で修

正したり全体を見る必要があるとき一時保存(7つまで)する∩次に完全組織を決めると,

その部分だけを抜き出して完全組織図(図5の左部)を表示するので.引込数･銘銑数など

を決めると図5の表示がされる∩続跳通しを決める場合,画面下部に使用できる綜枕が出る

のでその中から選ぶ-また,常に.)ターンキーを押すと引込数は2本,耗紙数は最低続雛枚

数,通し方は順通しに決まるo全てが終われば登録するかを聞くので,登壕するときは正式

な範威名を入力して終るo

検索は董卓された組織を見ることによるが,コード検索･文字検索が出来,画面にいろい

ろな組織図を出したり,検索図を作ったりする｡なおすでに組織図ファイルには200置度量
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錠済みである.

※※※組織図作成※封敷

意匠紙　16*16

0-1目盛進む

1 -組織点を打つ

スペース一次の行列に行く

一一†J

I一行列を移す

E -組織作成終り

※※※組織図作成米※妹

意匠紙　16*16

基本組織の決定

5 -位置の決定

一･ト　ヨコ方向

最低線コウ枚数-　4

使用綜コウ枚数-　4
もう一度なら　0　7

図5

(4)織物設計書の作成

W　組織図の検索

組織図ファイルの中から必要な組織を探し出すことで(3)とほぼ同じである.この時に入

力する引込数･綜跳数･通し方なども設計書に入るoなお,このファイルにないときは組

織図を作成し,登録する必要がある｡

⑲　糸構成入力･訂正

図6の使用するすべての原糸の内容を入れる部分と,図7の原糸を使って実際に頗ると

きに使う糸構成を入れる部分に分かれている｡

原糸データを入れる時,使える番手は綿番手とデニール式であり,デニール式のときI)

をつけて入力する｡
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糸構成データの入力では,図6の項目記号(A～3 )を使って.糸構成を入力するoた

とえば,原糸Aを2本合わせて500T^mのS撚をかけるときA乃S500,これにBの糸を

合わせて200T/mのZ撚をかけとき(A/2 S500+B/1 )/1 Z 200のように表わすo

当然であるが,国の右にある使用糸量は表示されない｡

A :アセテート　　　ANl'アクリル　　　BA:べ./ゾェ-ト　　C :棉

CIJ:キュプラ　　　I) :ビニリデン　　　E :ポ])エステル　　F :蘇

Ⅱ :強力L/-ヨソ　　L :ポリ塩化ビニル　MA:アクリル系　　N :ナイロン

P :ポリノジック　　PC:ポリクラール　　PE:ポリエチレン　　PP:ポT)プロピレン

PM:プロミックス　　R :./-ヨン　　　　T :トリアセテート　UNニポリウレタン

Ⅴ :ビニロン　　　W :羊毛　　　　　S　:柄

f :フィラメント　　8 :ステーブル　　m :モノフィラメント

*****撚糸による縮みやロスは入っていないので注意!!! ……*

⊂使用原糸コ

萌目 冤�[�ﾂ�原材料名 儁H薰�~そ-.このほか 俶yw�鏈|ｨ��-��

也) �?ｩgｲ�C 鼎��A会社 ��B�#R�

CE) �7�4ﾈ5�5�92�C50P50 �3��BI* 湯縱2�

(O �� �� ��

の �� �� ��

吃) �� �� ��

α) �� �� ��

《諸 �� �� ��

倒 �� �� ��

(刀 �� �� ��

(I) �� �� �#2纉��

【経糸づかLつ
~項目 剋�¥成 俘y�ﾉMH薰�使用糸主軸 

経 蘇 宙ﾘR�A/2S500 �#����"�6.95 (功 �� ��

(0 �� ��

の �� ��

任) �� ��

経糸配列 僊 �#����"�6.95 

【練糸づかいコ

項目 剋�¥成 俘y�ﾉMH薰�使用糸量紬 

蘇 糸 宙x��(良/1+B/1)/18帥0+(A/2SIOO+B々8100)/1Z50)482m 迭縱�uB��4.64 
(珍 嫡��%3S��ｴ"�%3���汀%｣��R��4.29B ��"�3��

(0 �� ��

a) �� ��

(め �� ��

練糸配列 僊BE 釘ﾃc��ｨ���17D3 

榊***撚糸による縮みやロスは入っていないので注意!!! **事書*

図7
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(O　織物規格入力･訂正

織物1反当た｡の規格を入力する部分で･糸量計算をおこないながら,その数値を確定

する(図8･9 )oこの図の中で･仕上規格で表示される番手は,僻で入れられたデータで

あり･データが長いと別紙参府と表示されるまた織物規格では合成の平均番手で表わされ

ている｡

(B)織　物　設　計　規　格

受注書番号　12
昭和61年7月31日　　　　　　　　設計書番号13

Ⅳ0 ��ﾘﾈ��仕上り親格 �*ｹ�IZ��ﾘﾇhｴｸｦ��C(48986���

1 兀ﾒ�+x+2�40インチ 1007n 2109 50本/インチ 

1027n 

2409 

48.9524本/インチ 29本/インチ 
5 �)jy7��30本/インチ A/2S500 (別紙参照) 

20平均番手 

4.67533平均番手 変化なな>織 
8 �&��y�B���ﾔ雲ｹd��変化ななこ織 精練.漂白 

精練.啓白 

よこ縮率㈲

印書*　糸　皇　計　算　相書JF

1.経密度

2.棒密度

3.経番手

4.緯番手

5. B上n

6.織上長

49.0　　本/インチ

29.0　　本/インチ

20　　　番手

4.67533番手

41.4　　インチ

102. 0　　7n

7･組　織　変化ななこ織

(8･経縮率　12.9 %)

(9･耗締率　　8.5%)

0･0　5･0　10･0　15･0　20･0　25.0　たて桁率(%)

経織縮率12･970　整経長115117n　　経糸量　6.89kg

耗織締率　8･570　通し巾　44･9インチ　練糸量16,78kg　総糸量　23.67k9

質入那　一一†Jで縮率の移動　スペースキーでデータ変更　Wで重量一定

図9

～･･･†･-･･-･･････････-　-･11●-･･････

の　製織規格入力･訂正

図10のように製織するときに必要なデータを決める部分であり,入力する項目は(1)～

(5)であるが,地糸本数とオサ密度を決めることが中心になるo

ただし,綜枕枚数･綜桃の通し方は地組歳のデータであるので,別耳のときは修正する

必要がある｡

の　製　織　規　格

昭和61年7月31日

( 1 )　耳糸数　　　　　　40

( 2 )　耳糸番手　　　　20/1　　番手

( 3 )　経糸ロス率　　　1.50　　　%

( 4 )　練糸ロス率　　1.50　　　70

( 5 )設計者　　　　　青田克己

( 6 ) ##%%　　　1-5, 10-20

( 7 )地引込教　　　　　2

( 8 )　耳引込数　　　　　　2

( 9 )へルド枚数　　　　　2

(10)　へルド通し方　11122212

耳組織　　　　　平織

(ll)　地糸数　　　　　2016　　　本

(12)　オサ密度　　　　22.56　　　羽/インチ(経密度　48.95インチ)

(13)　オサ幅　　　　　45.57　　　インチ　　(織上幅　42.00インチ)

(14) ##*　　　　　　8.50　　　%

データの修正はあるか?　　あれば番号を　　ないなら0

図10

の　織物設計書作成

の　織　物　設　計　表　　　設計書番号13

昭和61年7月31日　　　　受注書番号　12　　　　　設計者　青田克己

織 初 ��餬冖ﾉWy�ﾉY��2.品番F-1002 

3.経密度48.95本/インチ 釘���jy7�#偵��gｲ�48986��

5.織上幅41.43イ'/チ 澱��H�9+s�或��v��

7,通し幅44ー95インチ 唐ﾉ�霹�+s��R��EF��

9.線縮率8,5070 ���霹�ｹzc�"繝ss��

経番手20%手 �ﾉMH蘒B緜sS38��薰�

耳番手20/1番手 

地組織変化ななこ撒48 俾��y�I[ﾘ蕕#��

織物重量23_75k9 几ﾈ皷Yﾓ���(485ﾈ6��

製 秩 免ﾂ��H児MHﾘc�ﾓRﾃ��ﾓ#�� 

122E追､､lチ ��サ2./ 

13.地糸数2016本 ��B�&闖異��C)gｲ���

15.耳糸数36本 ��e��異��Cigｲ���

総糸数2X)52本 冕ｸ秤�C���H狽�

17.ヘルド枚数4枚 ��り7x8ｸ6�,ｨ+Y_ｳ���###�"�

19.経pス量(1.570)0.10kg �#�闕ﾈ8ﾘ5榎｢��絣R���#Vｳ��

経糸量6.85kg �ｸ鏐�C�b縱��

耳糸量0.12kg 冕ｸ鏈|｣#B���ｶr�8ﾘ5異竰�

(チエックせよ)耳引込数



(i)織物設計書の作成

A～Dまでの入力が終ると,図11の織物設計書の出力が可能となるo　この表の中で

番号のついた項目はデータ変更できるが,ない項目は,もとの入力･訂正に戻って変更

する.また,疑問と思われるときは下部の｢チェックせよ｣に表示されるので特に注意

する必要がある｡

(ii)糸量計算表の作成

(i)が終われば糸量計算表を出力するo

図6,図7で原糸の糸量,糸を作った時の糸量が表示される｡

また,図12で,ある糸構成をもったとき,それに必要なより小さい単位の糸畳表を

表わし,図13では織物で使う同じ糸構成をもったものをまとめて表示している｡

なお,この糸量計算では,抜糸による縮みやロスは入っていない.

--------　使用糸量の内容　(糸の構成から)　-a---=--

タテ糸構成　　A/2S500

糸量　　　6. 95k9

ヨコ糸構成　((An+B/1) /1S fDO+(A/25100+BβSl00) /1Z50) /1S却

糸量　　　4.64 k9

(A/1+B/1) /lS500

(A/2SIOO+B/2SIOO) /lZ50 --------I-I

A/2SIO0　-------------一一11------------一一一一

B/2SIO0　-------------Hl-一一一一一一---一一一一一

ヨコ糸構成　(A/2S500+B/2SIOO) /2ZIOO

糸量　　12.39 k9

A/2S500　---------------一一一一一一一一一一一一一一一一一

B/2SIO0　-------------日--一一--一一一一一一一一一

晦柏晦晦晦柏5　6　cc　0　3　75　6　8　1　3　71　0　0　3　1　1

5.31 k9

7.08 kg

書…叫***　撫糸による縮みやロスは入っていないので注意!!! *書棚･M*

図12

i-=----　使用糸畳の内訳　(糸の種頬から) …-≡----

A/2S500　-----

(A/1+B/1) /lS500

(A/2SIOO+B/2SIOO) /lZ50
A/2S100　--日一一一---一一一一一一一

B/2SIO0　-----I------一一一-

12.26kg

1.55kg

0.66 k9

0.88kg

3.10kg

1.33kg

8.85 k9

(払ノ1+B/1) /1馳†-W2Sl∝ト相/2Sl00) /1掛)) /1駄) 4.64 k9

(A/2S500+B/2SIOO) /2ZIOO MMH一一一一一12.39kg

**H*事♯　撚糸による縮みやロスは入っていないので注意!!! ～+榊…*

図13

3.括　　　　首

めんどうな計算やデータの検索などをコンピュータにまかせ,織物設計時の負担を軽くして

創造的な仕事をするようにと,ソフトの作成を試みた｡今後,試用期間を経て実用化するとと

もにデータベースの充実やソフトの拡充(生産管理等)を進め,織布業全般にわたる業務のコ

ンピュータ化を検討したい｡
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5-2　試

1)婦人服地

作　　　研 究

技術指串係

係長　中　川
技師　伊　吹

試織目的　　天然酸維素材の複合と撚糸･織り方の工夫による婦人服地の試織o

設計故事　　①　素材　たて糸　栴紡糸　210/2

よこ糸　　麻･毛混1/40

密　度　たて　75羽/3178cm2本入

よこ　68本/2.54cm

目　付　1209/仇2

②　素材　たて糸　網紡糸　210/2

暫
弘　子

よこ糸　ィ.生糸　27中×5･･･3150T/rnS　組織

ロ.蘇(リネン)100/1

密　度　たて　75羽/3･78cn

よこ　68本/2.54Cn

目　付　1139/nLa

③　素材　たて糸　ィ.生糸27中×3-2,9)OT/mZ

p.蘇(.)ネソ)100/1･-80Or/mZ

密　度　たて　75羽/3.78cn2本入

よこ　8(拝/2.54cm

目　付　1159/nlB

2)婦人服地
技術指導係

廉最　中　川　　　音

技師　伊　吹　弘　チ

就織目的　　桐の光沢と麻の涼感を調和させ･歳引込み･捧密度変化で格子状のスカシを入れ

た婦人服地の試織o

設計概要　　素材　　たて糸　網紡糸　210/2

よこ糸　麻(ラミー)　80/1

密度　　た　て　　75羽/3･78m　4･2･1本入

よ　こ　　基本密度　40木/2.54cm

配列　　た　て　4本佃6＼ノ＼入ノ＼人

2本個1 2　3　4　4＼,3＼大人

1本/羽　　　　　　　　　1 2　3　20

巻取停止装置をシーケンスコントローラで制御

よ　こ　停止　　20　2　　-(30ピック)

駆動　＼5/＼0 ･･,(55ビック)合計85ピック/柄
l====i

5囲

組　織　　平　織

目　付　　889/仇Z

IOl



3)紳士夏服地

技術指導係

係長　中　川

技師　伊　吹

試織目的　　麻･ウール混紡強撚糸使いによる紳士向けポーラー服地の試織

刑事　素材　た領　①芸'(≡誓言三三;:>1,200T/mS

㊤麻･毛混紡糸1/40

麻(ラミー) 80/1> 650T/mZ

よこ糸　　たて糸と同じ

密度　　　た　て　19羽/2.54cn　2本入

よ こ 34本/2.54C仇

2-蕊①　②刺配

鼠繊　　　平　俄

目付　　1849/nl

暫
弘　子

4)シャ　ンプレー

技術指導係

主査　福　永　奉　行

拭験研究係

技師　古　池　君　子

だ職員的　　県下の麻産地が実施する地場繊維産業振興事業指導のためのカラーサンプル作成

のための試織｡

設計概要　　全22色の桝見本50枚の試織｡

素材　　た　て　麻加工糸(ラミー)

よ　こ　　たてと同じ

密度　　　た　て　　30羽/2.54cn　2本入

よ　こ　　58本/2.54CWt

組織　　　平　織

染色　　インダスレン絃染
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二I1- ≡

5)変り縮緬

技術指導係
係長　中　川　　　　哲

主査　木　村　忠　義

主査　鹿　取　喜　寿

就織目的　　　浜縮緬産地で使用される生糸下溝剤をはじめとした各種油剤が縮緬の染色性にお

よぽす影響について,精練法別に検討するための試料を得る｡

設計概要　　　素材　　　①　たて糸　　生糸27中♂7本

よこ糸　　生糸27中×7本-･3.170TんZ

生糸27中× 3本･･･2,240TんS

27中× 1本...

②　たて糸　　生糸27中♂4本

よこ糸　　生糸27中× 6本･･･刃OT/mZ

生糸27中× 6本･.･300TんZ

密度　　　た　て　100羽/3.78cm　2本入

よ　こ　　　78本/3.78cwl

配列　　　よこ糸　　①.②　各無地

組織　　　平　織

1,志>-S

6)変り縮緬

技術指導係

係長　中　川　　　　暫

主査　鹿　板　書　寿

技師　伊　吹　弘　子

就輸員的　　　浜縮緬工業協同組合負で構成する研究グループの暁会が実施する新商品開発事業

を指導するため振袖用に光沢のある無地縮緬の試作を目的として新しい撚構成に

よる試織研究を行う｡

設計概要A素材たて糸生糸27由ク4

よこ糸①生糸27中×7本-2920T'mSS (7589Td,mLz)

生糸27中×4本･-

②生糸27中×5本

生糸42中×1本

生糸27中×5本

生糸42中×1本

)･･528T/mS

)･･528で/S

⑨①の逆

密度　　　た　て　100羽/3.78mL　2本入

よ　こ　　73本/3.78cm

配列　　　よこ糸　　①　②　③　②

組織　　　平　織

目付　　　6679/12.87n

389TLnZ
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8　素材　　　たて糸　　生糸27軸勾本

よこ糸　　①生糸27中×6本-･2750でんS(芯)

密度　　　た　て

よ　こ

配列　　　よこ糸

生糸㌘中×2本-･　　　(壌)

②　①の逆

100羽/3.78cm　　2本入

83本/3.78cm

①　②

組織　　　平　織

目付　　　7369/12.87n

C　素材　　　たて糸　　生糸㌘中♂4本

よこ糸　　①生糸27中×6本･- 2750T/mS(芯)

密度　　　た　て

よ　こ

配列　　　よこ糸

生糸27中×6本･･･　　　(壌)

(参　①の逆

100羽/3.78cn　　2本入

75未/3.78cn

①　②

組織　　　平　織

目付　　　7659/12.8 7n

D　素材　　　たて糸　　生糸27中tdr4兼

よこ糸(む生糸27中×7本-･ 2920T/mZ

生糸㌘中×4本-･ 514でんS

密度　　　た　て

よ　こ

配列　　　よこ糸

104

> 1409T/mS (袋錘)

> 2032TんS (袋錘)

> 137TLnS

②生糸27中×7未.･･ 292DT/,I.S

……芸;xx三;) - 1%lTんZ

生糸42中×1★ ･-

③　①の逆

100羽/3.78cD1　2本入

72本/3.78cm

①　②　③　②

組織　　　平　織

目付　　　7169/12.87n

>12

生糸27中×4本･-

E素材たて糸生糸27㌔ク4木

よこ糸　①生糸27*×7本･-2920TんS(送り出し)>768T/mZ

②生糸27中×5本

生糸42中×1太

生糸27中×5太

生糸42中×1未

)-･ 528でんS

) - 528TんS

③　①の逆

密度　　た　て　100羽/3･78C7n　2本入

よ　こ　　72本/3.78m

配列　　よこ糸　①　②　⑨　②

組織　　平　織

目付　　　677g/12･87n

F素材たて糸生糸27中♂4本

よこ糸①芸芸…72:Xx81;)･･･3050T/-S

②生糸㌘中×4本(送り出し)

生糸㌘中×4本
> 1971T/mS

生糸42中×1本---･-･･･-･....'.'''''.'.''1-

生糸42中×1未

⑨　①の逆

密度　　た　て　100羽/3178cm　2本入

よ　こ　　80本/3.78cm

配列　　よこ糸　①①②②③⑨②②

鼠織　　平　織

目付　　　6979/12187n

G素材たて糸生糸27中♂4本

よこ糸①霊宝4227::81;)･･･ 2236T,mS

②　①の逆

た　て　1(相羽β.78cn 2本入

よ　こ　　　仰木β.78m

よこ冨1＼八
1　　2

しニー=一　　　し｢√｣

8回　4回

組織　　平　織

目付　　9529/1218m

969で/mZ

54本/3.78C7n

2

冨1＼1/ ＼2
-∵ノ　　　　ーノーJ

4回　2回

8169/12.8m
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"

J　素材　　　たて糸　　生糸27中Ji{414凍

よこ糸①芸芸2427三:;; )･.･ 3050T/-S

密度　　　た　て

②生糸27中×3本.･･ 1745TんZ

生糸27中×1本-

生糸27中×3本-･ 1745TんZ

生糸27中×1本-

③　①の逆

100羽/3.78cm　　2本入

J:　こ　　　94本/3.78cm

配列　よこ糸　冨lYlllll

③　　Y＼/

組織

目&　　　6989/ 12.87n

> 1938T/mS

> 1539でんS

J　素材　　　たて糸　　生糸27*//4本

よこ糸①生糸27中×7本･.･29皿T/mz

生糸27中×4太･-　　　　(送り出し

②生糸㌘中×5本

生糸42中×1本
) -･ 528T/mS

密度　　　た　て

よ　こ

配列　　　よこ糸

③　①の逆

④生糸27中×7本-･ 292DT/mS

芸芸芸::;≡ ) - 1981T/mZ

生糸42中×1本‥･

100羽/3.78m　　2本入

72本/3.78cm

①　②　③　②･-　40cm

①　④　@　④･･･ 40cwl

組織　　　平　織

目付　　　670g/12.8 7n
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389T/rn Z

768でんS

∋ 618TんZ

K　素材

密度

L　素材

密度

たて糸　　生糸27q]//4本

よこ糸①生糸27中×8本･･･知60TLIS(芯)

生糸27中×2太-　　　　(揚)

②　①の逆

た　て　100羽/3.78cm　　2本入

よ　こ　　　76本/3.78cnL

よこ糸　　①　　②

平　織

7539/12.87n

たて糸　生糸27動ク4蕃

よこ糸①生糸27中×7太･-3017T/mZ

生糸㌘中×4太-　514で/mS

②生糸42甲×2未

生糸27中×1本

> 14(冶TんS (袋錘)

> ㌘9T/mS

) ･- 1780r/mS

生糸42中×1本-

生糸42中×2本

生糸㌘中×1本
) - 1780で/mS

生糸42中×1本･-

③　①の逆

た　て　100羽/3.78cm　　2本入

よ　こ　　　72本/3.78cm

よこ糸　①　②　③　②

平　織

6459 /12.87n

〉 1BOT/-Z

17CDT/mZ

315でんIS
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M　素材

密度

N　素材

密度

たて糸　　生糸27Eb/W4本

よこ糸①生糸27中×7本-3017で/mS -514でんZ

生糸27中×4本･･･-･-･･---.-- 514で/mS

②生糸㌘中×5本

生糸42中×1本
) - 528T/mS

生糸27中×5本

生糸42中×1本) ･.･ E2BT/mS

③　①の逆

た　て　100羽/3.78cm　2本入

よ　こ　　　74本/3.78cn

よこ糸　　①　　②　⑨　　②

平　織

6215/12.8 TTL

> 279でノmS

〉389りmZ

た　て　　生糸27斬4ヰ

よ　こ①生糸27中×7本-3017りmZ

生糸27中×4本-･ (送り出し)

②生糸27や×5本

生糸42中×1本

生糸27やX5本

生糸42中×1本

) ･･･ 528T/mS

) ･･･ 528T/-S

③　①の逆

た　て　100羽/3.78C7n　　　2本入

よ　こ　　　72本/3.78cn

よこ糸　　①　②　③　⑧

平　織

6429/12.8 7n

> 768でんS

389で/mZ

試織目的

投計概要

7)交　織　服　地

技術掃導係

主査　鹿　取　喜　寿

技師　伊　吹　弘　子

素材の特性と組織による色糸効果を生かし,絞り詞を市松風にアレンジした服地

の試織

素材　　　たて糸①綿麻混紡30/1 (追撚350りm)

②網紡糸148/2/2

よこ糸　　たで糸と同じ

密度　　　た　て　　30羽/2.54CnZ　2本入

よ①②

列配

織付掛　目

こ

1 30 9/nIJ

64本/2.54cnL

8)婦人子供服

技術指導係

主査　鹿　取　喜　寿

技師　伊　吹　弘　子

ホグシの特徴を生かし,見通組織を応用して大担なチェック柄を配した服地の試作｡

素材　　　たて糸　　①綿糸30/1 -･ホグシ凄染

②スパンレーヨ./　2.7/1 (先染糸)

よこ糸　　たて糸と同じ

密度　　　た　て　　26羽/2.54cn　　①- 4本. ②- 1本

よ　こ　　50本/2.54cm

配列　冨4＼1

組織　　　平縄と経緯二重鼠織の見通(市松尻)

目付　　　1509/机2
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9)交　織　服　地

技術指導係

主査　鹿　取　喜　寿

技師　伊　吹　弘　千

試満目的　　　綿麻混紡の涼感と絹紡糸の柔らかさをミックスし,組織による色糸効果で絞り詞

に表面効果を出した婦人服地｡

設計概要　　　素材　　　たて糸　①綿麻混紡30/1 (追撚350で/m)

②絹紡糸148/2/2

よこ糸　　たて糸と同じ

密度　　　た　て　　30顎り2.54cm　　2本入

よ　こ　　64太/2,54cm

2①　②

♂031

I,-　付

10)変

題

暫寿開子

善　弘

川取島吹申鹿浦伊

係長董師師榊係玉枝技柿技

鼓織目的　　　浜縮緬工業協同風合が昭和60年度に実施した,補助金事業｢産地フロ./ティア

推進事業｣に対して指導協力した｢縮緬白生地の柔軟加工技術の開発研究｣を推

進するため一部を試織をし, KESシステムによる風合評価をする｡

投計牡要　　　素材　　たて糸　　生糸27形ク4本

よこ糸　①生糸27中×7太I.･ 2DBOT/mS～4050TAnS

生糸27中×3本- 2240T/mZ

生糸㌘中×1本-

② ①の逆

密度　　た　て　　100羽/3.78cn1　2本人

こ　②　織よ　①　平

110

> 100OTんS

66本/3.78cm ～ 92本/3.78cm

6805 - 7189/13.57n

400TんZ ～ 800TんZ

本　所

滋賀県繊維工業指導所案内

唇526滋賀県長浜市三ツ矢元町27番59号
TEL 0749(62)1492

FAX 0749(62)4176

(長浜郵便局南側)
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国鉄北陸線長浜駅下車　タクシー6分

国鉄車海道線米原駅下車(東口)近江パス木之本行中山停留所下車徒歩5分



112
113




