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新幹線電車 の 検査 と修繕 の シ ス テ ム

大　 庭 　　幸　 雄
＊

　 　 Yukio　OHBA

1．　 ま え が き 2 ． 車両 保守 の 特徴

　新幹線電車 は ， 昭和 39年 10月 に東京 〜新大阪

間で 開業 して 以来 13 年 に な る が ， こ の 間， 昭和

47年 3月 に は 岡山 まで ，さ らに ， 昭和 50 年 3 月

には関 門 を越 え て 博 多ま で 延長 し文 宇 どお り総 延

長 1069km に わ た る東海道 ，山陽 の 太 平 洋 ベ ル

ト地帯 の 大 動脈 と して の 機能 をは た し つ つ ある．

　開業 以来 の 電車 の 延 べ 走行距離は 46500 万 km

で 地球 を約 11600 周 し た こ とに な り，輸 送人員は

12億人 に 達 し， 最高速度 210km ／h， 最 小運転 時

隔 5 分 の高 速度 ， 高 密度運転 に よ り安全 で 高能率

な大量輸送 をは た して お り，新幹線 が 日本 の 経済 ，

社会 ， 文化 の 発 展 に 貢献 した功績は は か り知れ な

い も の が ある．

　 こ の よ うな大 きな成果が ， 世界 に誇 る 新幹線 と

して 内外 の 鉄道 関係者 の 称 賛 の 的 とな っ て い る．

　 し か し な が ら ， 新幹線 の 評価を高 め て い る の は

高速 ， 大量 輸送 と い う点だ け で は な く 昭 和 39年

開業以来乗客 の 死 亡 0 と い う安全性 に あ る わ け

で ，最高速度 210km ！h と して の 高速機 関で ある

新幹線 で は，一度事故を起 こす と重 大 な結果 を招

くお それ の あ るた め 安全性 に つ い て ば ， 在来線 と

は異 な っ た発想 と認識が必 要 と され て い る ．　 1
　 こ の ため ，

ト
新幹線 電車 は各 部門 にわ た っ て 過去

の 経験 と新 し い 技術 を結集 して 高信頼度 の車 両設

計 がな され て い る と と もに ， さら に ， こ の信 頼度

を維持 向上 ナるた め の 車 両 の 保守す な わ ち車両 の

検査 と修繕 の シ ス テ ム が 開発 され 今 日 に い た っ て

い る．

　ま た，一
方新 幹線 電車 の 車両数 も年 々 増加 し現

齟

在約 2300 両 と開業時 の 約 7 倍 と な り ， こ の 保守

に あた っ て は ，能率的 な シ ス テ ム づ くりが要 求 さ

れ ， 安全 の 確保 と と もに能率 の 向上 に多大 の 考慮

が払 われ て い る ．

＊
日本 国有鉄 道 エ 作 局 （  100　東 京都千 代 田 区 丸 の 内 1−6−5），

日本 機械学会 誌 第81巻 第715号 （35 ）

　一般 に鉄道 に よ る輸送 は ， 大量 の 旅 客 ， 貨物 を

取扱 う関係か ら社会 的責任 も大 きい た め ，高 い 安

全性 と確実性 が要求 されて い る．こ の た め ， 新幹

線 に っ い て は ， 新幹線鉄道運転規則 （運 輸省令）

で 「車両 は 安全 に 運 転で きる状 態 に保持 し な け れ

ば な らな い 」 と義務づ け られ ，ま た ，企業経営面

か ら は ，固定資産 と し て 「常に 良好な状態に 管理

し ， そ の用 途 に応 じ て 最 も効果的 に運 用 ず る こ

と」 と規定され ， こ の 二 つ が車両 の 保守 に関す る

基本的原則 とな っ て い る ，

　
一

般 の 機器 の 使用 開始か ら廃棄ま で の 過程 は 図

1 に 示す とお りで あっ て ， 使用す る こ と に よ っ て

摩耗や 破損 した り，ま た，経年 に よ っ て腐 食や汚

損 あ る い は ， 全 く偶発的に故障す るな どさ ま ざま

な劣化現象 を呈 す る．

　 こ の ため ，機器 の 機能 を所 定 の 許容 範囲 に維持

し，ま た ， こ れ を逸脱 し た揚合 に は ， そ の 範 囲内

に復 す る行為す なわ ち保全 が必 要 とな る ．

　 保 全の 方法は ， 対象 の 機器 に よ っ て さま ざまで

あ る が ，

　 （1） 機器 の 機能 が使用 に耐 えな くな っ た と判断

し た とき新 し い 機器と取 り替え る方法

　働 　使 用 に 耐 え な くな っ て 初め て 機能回復 の た

め の 修復 をす る方 法．

　 （3） 使用 に 耐 え な くなる以前 に あ ら か じ め機能

回復 をす る方 法．

に大別 され る ．

図 1 劣化 とそ の 回 復
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　 こ れ らの い ずれ の 方法 を とる か は ， 機器 の 投資

額 ， 収益性 ， 耐 用年数 な どの経 済性 と要 求 され る

安全度，故障 した揚合 の影 響度 な ど を考慮 した う

え で 最 も効 果的方策 は どれ か と い う判 断 に よ る こ

と に な る ．

　 国鉄 にお ける車両 の 保全 に っ い て は ，鉄 道車両

の 特徴 を考慮 して
一

般機器 の 保全 とは 異 な っ た も

の にな っ て い る．

　鉄 道車両 の 特徴 を あげ る と，

　 （1） 高速 ， 大量 輸送 と高い 安全性 　　前述の と

お り， 鉄道輸送 の 公 共性 が 大 きい ため ， 常 に高度

の 安全性 ， 確実性 が 要請 され る ．

　   　車両 の 構造 と安全 性　　鉄 道車両 は， レ
ー

ル 上 を車輪が転走 す る と い うガイ ドウ ェ イ に よ る

一次元 移動 で あ り，メ リ ッ トも多い 反面 ，い つ た

ん足 をは ずす と脱線 ， 転 覆 とい う危険性 を有 して

い る．従 っ て ， 車 輪 と レ
ー

ル ，走行部分の 安 全性

の 確保 が まず第一に必要 で ある．・

　 （3＞ 故障 の 影 響度　　 レ
ー

ル 走行に お い て 追越

しな どを行 う場合 の 制約 は大 きい ．特 に新幹線 の

揚合 ， 高密度運転を行 っ て い るた め ， 列車 が故障

な どで 運転 を阻害す る と後続列車 の運行 に多大 の

影響 を与 え る こ とにな る．

　 （4） 投資額 と耐久性 　　鉄 道車両は 初期投資 が

大 き く新幹線 電車 の 揚合 ， 1両約 1．5億 円 ， 寿命

も 12〜 13 年 と長い ．

　   　陳腐化 と性能向上 　　車 両 の 保守 に よ り機

能回 復をは か っ て も図 2 に 示 すよ うに 経年 と と も

に諸性能 の平 均値は しだ い に低下 し ， さら．に ， 車

両 の 陳腐 化，旧式化 は ま ぬがれ な い た め ， 保守 に

際 し て 積 極的 に機能 の 改 良をは か り， 相対的 に向

上 す る こ とが必 要 で あ る．

　   　多数管理 と保全の 能率 　　他の 輸送 機関 と

異 な り，一企業で 管理 する輸送具 （こ の 揚合 ， 車

両） の 数が多 く， ま た
， そ の 運用 は列 車 ダイ ヤ で

指 定 され て い る の で 保守 は計 画的 ， か つ 能率的 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’

加

墨
喧
研

雨 性能

Tl　　 T2　　 T3
　 　 　 　 　 経 ＃

　 T ：修繕周期

図 2 経 年 と車両性 能 の 劣化

璽行 うこ とが要請 され る．

　 な どで あ り ， 車 両の 保守 もこ れ らの 諸要素に対応

　 し た方式 をと っ て い る。　 　
’
　 　　 　　 　 ，　

・，

　　す な わ ち ，車 両保 守は 基本的 に予 防保全方式 に

　 立ち ， さら に ， 改良保全 を組合せ ， こ れ を最 も経

　済的 ， か っ 的確 に行 うた め，各種定期検査 を組み

　合わ せ た検査 シ ス テ ム を採用 する と と もに ， 車両

　 の 管理 につ い て も独 自の シ ス テ ム を と つ て い る．

　　そ の 主体 は ， 各分野 に おけ る車両 管理 データを

　有機 的に結合 し，こ れ を故障物理 の 立揚 ， 信頼性

　 管理 な どに立脚 して 解析 し，経験 と技術の 蓄積 に

　 照 らし合 わ せ て ， よ り有効 な施 策に結 びっ けよ う
ゴ

　 とする
一

貫 した車両 管理 に あ る．す な わ ち ， 車両

　 の 計画一設計 一製作一運 用一保守一廃車 を一つ の

　 企業 の 中で
一貫管理 し て お り ， こ れ らの 各分 野で

　 得 られ た データ が蓄積 され ， 体系づ け られ て 他に

　 フ ィ
ー ドバ ッ ク され る こ とに よ り ， 車両機器 の 改

　 良がな され ， よ り品質 ， 信頼度の 向上 し た もの を

　生み 出す と と もに ，検査 回 帰 ， 解体区 分 ， 修繕限

　 度，修繕基準 ， 検査 方法 に つ い て細部にわ た っ て

　 規定 し ， 回帰 の延伸 ， 非 解体検査 の 導入 な ど， 方

　法 の 変更 ， 限度基準 の 修正改善を進め る こ とに よ

　 っ て ， 車両の よ り高い 安全 の 確保 と保守業務の 能

　 率向上 をは か っ て い る ’

3． 新幹線電 車の 保守

　
一
般 に車 両 の 検査 は ， 機能 の 維持及 び確認 を 目

的 とす る もの で あ っ て ， 車両 の 製作 ， 検 修技術な

ど を ベ ー
ス に 車両 の 使用状況 を勘案 し て 保守方式

を定め ， 計画 的に検査 を施行 し て い る．

　新幹線電車 の 検査 は ， 新幹線鉄道運転規則 （運

輸省令）に よ り予 防保全 を義務づ け られ ， そ の 中

で 日常検査，主要 部分 の 検査 及 び全般 検奪の 3 段

階 の 定期検査 を指 定 し ， 各検査 に つ い て検査の時

期 ，検査箇所 ， 検 査項 目の 大綱を規定 し て い る．

　国鉄 は ， こ の 運 転規則に 基づ き ， 先に も述べ た

国鉄独自の車 両管理 シ ス テ ム か ら得 られ た成果 を

もとに し て
， 新幹線電車 に対応 し た検査体系 ， 周

期 ， 検査 対象箇所及び施行上 の 技術的数値 ， 制限

事項 な どを具体的 に規定 し合理 的な車両 の 検査 を

行 っ て い る ．

　3・1　検査 体系　 車両 の 定期検査は ， 車両 の使

用 （運用 ） と密接に 関連 させ ， 運用 単位 ごとに そ

れ に対応 した検査 が組 み込 まれて い る．

（−36 ）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Mechanical Engineers

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Meohanloal 　Englneers

新幹線 電 車 の 検 査 と修繕 の シ ス テ ム 537

　 新幹線電車 の 検査体系 と現在実施 して い る検査

周期は ，図 3 の とお りで ある．

　 新 幹線電車 は ，高速運転 に対応 す るた め ， ほ と

ん どの 主要装置 に つ い て は ， 在来車 両 とは異 な っ

た新 し い 技術 の 開発 ， 採用 が なされ 著 し く高 性

能，高信頼度 と な っ て お り， また ， 検査 ， 保守に

対 し て も極カ メ ン テ ナ ン ス フ リー化がは か られ て

い る ．また ，検査周期 も全 般検査 90万 km ， 台車

検査 30万 km
， 交番検査 3万 km を 目標 に機器

類 は設計 され て い る． しか し， 実際運 用 に あた っ

ぎは ， 当初量産車両 に よ る長期的な走行の 実績 が

な か っ たなめ ， 実績信頼度 を十分確認 す る ま で

は ，検査 周期 を安全側す なわ ち ， 全般 検 査 72万

km ， 台車検査 24 万 km ，交番検査 2 万 km と し
・

て 検査 を行 っ て きた．そ の 後 ， 開業以来約 5 年間

の 運転中の故障発生状況 ， 全般検査時の 加修内容 ，

・加修 割合 などを信頼 性理 論 を応用 して解析 し ， 検

査周期 を制約す る要因 につ い て 調査検討 し，検査

周期 を 目標周期 に延 伸す る こ とに っ い て種 々 討議

した結果 ，検査周期 の 延 伸に必 要 な車両 の 体質改

善工 事を実施 す る こ と に な り ， 工 事 の 完了 し た昭

和 46 年 10 月 か ら現在 の 周期 に移行 した （表 1）．

　 一方 ， 電車 の定期検査は ， 内容的 に 次 の 三 つ に

表 1 検査体系の 改善に よ る検査周期の 移行

方 式1 検 査 体 系 　睡 事

幽
旧 方 式

現行 方 式

全般女番　 書車　　　S車　　　全般
◎「 ト

±一
「 △　　　　 △宀 ◎

　（2万km）　（Z4万km＞　　　　　（V2万km）

◎一ト ー △一 △一 ◎

〈3万km，30日〉（30万km，12箇月）（90万kmβ0茴目）
46年 10月
か ら 実施

大別 され る．

　（1） 状態 と作用の検査 　　日常的な短 い 期 間 ご

とに車両 の 各部分 を在姿 の ま ま で 劣化状 態 を調査

し ， 消耗 品の 取替 え ， 調 整 ， 給油 ， 掃除な どを行

う検査 で 「仕業検査」及 び 「交番検査」が こ れ に

該 当す る．

　（2） 主 要部分 の 検査 、 比較的長時 間使用 した

後 の 中間段階 で ， 機 能維持 の ため動力 ， 走行 ， プ

レ
ー

キ関係な ど の 主 要部分を取 りはず し解体 した

うえで細 部まで検査 す る もの で 「台車検査 」が こ

れ に該当す る．

　  　全 般的 な検査 　　約 2 年程度使用 し た後 ，

各部 め装備 を取 りはず し の うえ解体検 査を行 うほ

か車体各部 の 修繕 ， 塗装な ど全般的に検査 する も

の で 規模 も大 き く， 最 も高 度 な検査 で 「全般検査」

がこ れ に該当する．

　3 ・2 検査の 組合せ と検査周期　 こ の よ うな検

査 の 組合せ 方は ， 周期の 短 い 検査 に逐 次周 期 の 長

い 細部 に わ たる 検査 を積 み上 げて 施行 す る形 を と

っ でお り ， 具体的 に は 日常的 な検査 （仕業 検査）

を繰返 し行 っ て r 定運転 キ ロ （また は期間）に達

した とき匡次 の 上位の 検査 （交番検査 ）を行い ，

．
さ らに ， それ を繰返 し た後上位 の検査 （台車検査）

を とい う方法 で逐次高度な検査 を行 っ
．て ， 最終的

に全般検査を行 う方式 を と っ て い る．

　 ま た ， 各検査 を行 うべ き周期 （運転 キ ロ また は

期間）は ， 各部の使用状況に応 じた衰 耗度 や傾 向

な どを統計的 に は あ くした う え で 重 要度 ， 経済

性 を加味 し て 定 め て い る．

　3・3　必 要 に よ り行 う検査　 車両は ，各 段階に

交

番
検

査層

全
般
検

査

台

軍

検
査

台

車
検

査

一

全
般

検
査

3万  　km
〔3b日）〔3DB）

30万kmU2薗月） 30万 krrヒ （丁2箇月） 30フラkm （12箇月）

SO 万 km （30箇月）

　 　 〔AτC装置 〕　 ・

　 　 特　 動

　 　 1｝生　 作

　 　 検 　 検
．　　 査　 査

特

性
検
査

4巳時 間 48時 間
3箇月

図 3　検査体系と周期
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お け る定期検査 を行 っ て い る が ，そ の 中間で 故障

が発生す る こ と は 全然 な い とは い えな い た め ， 次

の 検査 を定め て い る．　 　　 　 　 ，　　　　　　　　　　　　　　　 1

　（1） 運転検査　　運転 の 途 中にお い て 故障箇所

の 簡単 な処置 を行 う検査 の ほ か，走行安定性 と乗

り ご こ ち の 向上 をは か る ため ，運 転中の走行性能

を調査す る．

　  　臨時検査 　　車両破損や車両 に 故障が発 生

した とき ， ある い は故障 の お そ れ が認 め られ た と

き に車両 の
一蔀ま た は 全 般 の 検査修繕 を行 う，

　3・4 　検査 の 種 別 と施行箇所 　 定期検査 の 検査

内容及び 検査 を施行 して い る箇所 は ， 次 の とお り

で あ る．

　（1） 仕業検査　　車両 の運 用に直接 付帯 し，そ

の 使用 に先立 っ て い ちばん 短 い 周期で 行 う検査 で

主 と し て 潤滑油 の 補給，制輪子及び パ ン タ グ ラ フ

の す り板な ど消 耗品 ，摩 耗品 の 補充 取替え な らび

に パ ン タ グラ フ ， 走 り装 置，ブ レ
ー

キ装置 ， 電気

機器，戸 じめ装置 ， 室内装置 な ど直接運転 に関係

す る機器 な どの 状態 ， 作 用及 び機能の確 認 な どを

行 う，ま た，こ れ と併行 し て 自動列車 制 御 装 置

（ATC ）の 動作検査及 び清掃整備作業 を行 う．

　こ の 検査は ， 昼 間に営業電車 とし て使用 した編

成が車両 基地 に 入 庫 し て か ら行 うた め ， 夜間 の 作

業 で各車 両基地 で施行 して い る ．

　  　交番株査 　　交番検査 は ，所定 の 周期で 台

車走 り装置 ， ブ レ
ーキ装置 ， 電気装置 ， 戸 じめ装

置 ， 室内装置 な ど全体 に つ い て 在姿状態 で 点検加

修を行 う ほ か ， 電気機器 の 接点 の 手 入 れ ，
パ ン タ

グ ラ フ の 圧力 調整，付属部品 の 調整 ， カ ーボ ン ブ

ラ シ な ど消耗 品 の 取替 え及 び主 回路をは じめ各 回

路 の 絶縁 抵抗試 験 も行 う．

　こ の 検査 は，車両運用 の 効率化をは か るた め ，

交番検査 の ため 休車す る こ とな く運用 間合で 行 っ

て お り ， 東京 ，木阪 ，博多の 各基地 で 施行 し て い る ．

　（3） 台車検査　　新幹線 電車 で は じ め て 適用 さ

れ た検査種別 で ， 在 来車の 中間検査 に相 当す る 検

査 で ある ．

　 日車 キ ロ の 高 い 高速車両に お い て 検査 す べ き箇

所は ， 経年よ りも走行 キ ロ に比例 し て摩耗 劣化す

る部分が主 と な り ， 特 に フ ェ イ ル ァ ウ トの 部分 で

ある
， 輪軸を 中心 とす る 台車走 り装置が対象 とな

る．そ こ で ， 全 般検査 よ り短 い 周期 で 台車 を車体

よ り分離 し，台車，輪軸 ， ブ レ
ー

キ装置 ， 主 電動

機，ば ね装置 な ど の 主要部分 を解 体 して細部 にわ

た っ て検査 を行 う・

　 こ の 検査 は，大阪，博 多の 各基地 で 施行 し て お

り， い ずれ の 揚合 も予備 の 台車 と の振替 え方 式に

よ っ て 休車時間を短縮す る よ うに して い る ．すな

わ ち ， 朝，検査 の た め 入庫 し た電車 は ， 予備 台車

と台車交換を行 い
， 営業線試運転 を終 了 し た 後 t

営業 に充 当す る よ う計画 し て い る ．

　
一

方 ，

・
振 り替 え られ た 台車 ，輪軸 ， 主電動機は

解体 ， 検査 ， 修繕，組 立 を行 い ，次 の 台車検査 施

行車 に使用 す る振替 え用 台車に 充当す る．

　（4） 全般検査 　　全般検査 は ， 所 定 の 周期で 車

両 の 各部 を解体 して 細部に つ い て 全般 にわ た ρ て

行 う検査 で 浜松 工場 と博多総合車両部 で施 行 し て

V・る ．

　検 査の 内容は ， 台車，輪軸，パ ン タ グラ フ ， 電

気機器，回 転機，ブ レ
ー

キ 部 品 ， 連結装置 ， 冷暖

房装置，ATC 装置 ， 食堂機器 な ど の 大部分 の 機

器 を取 りはず し解体検査 を行 うほ か ， 車体 の 気密

試験 ，車 体外板 の 塗装 ， 腰掛 の 取 りは ず し洗浄 な

ど を行 う．

　ま た ， 台車，回転機 ， 電気機器 ， ブ レ
ー キ 部

品
，
ATC 装置 ， 各種 ダ ン パ な ど を加修 し て 組み

立て て か ら試験機を用 い て 性能試験 を行 う と と も

16面1編成 10日工程

図 4　新幹線電車全般検査標準 工 程 （浜 松 工 揚 ）

（38 ）
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に ，制御装置 ，
ブ レ ーキ装置 の シ ス テ ム と し て の

性能確認な どを行 い ， 車両 の 性 能 ， 機能 を元 に復

す る とと も に ，次 回 の 全般検査ま で の 問 ， 車両 性

能が十分保 障で き る よ うに重点的 に か っ 完全 に 修

復を行 う．ま た，通常 の 全般検査で は点検 で き な

い 車体骨組 な どの 腐食 の有無，電線の 劣化 状態 な

どに っ い て は ，特定 の 車両 を指定 し て 全般検査時

に特 に精密 な調査 を実施 し ， そ の 結果 を車両 の 経

年に 対 して の 予 防保全施策 に反映 し て い る．

　 そ の 他 ， 事故防止 対策や保守 の 合理 化 ， サ ービ

ス 向上 な ど をは か る た め の い ろ い ろ の 改良工 事 も

全般 検査 に あわ せ て 施 行 して い る．

　 ま た ， 昭和 50 年 3月 の 博多開業に伴 い ， 新た

に 発足 した博多総合車両部は ，最新 の 検修設備 で

車体及 び 部品 をタ ク トシ ス テ ム の 導入 な ど に よ

り，合理 的，能率的 な検修 を実施 し て い る．

　 全般検査 は ， 編成 単位 で 実施 して お り，

一
編成

』
の 全般検査検修 工程 （標準） は 浜松 工 場 にお い て

は ，当初 12 両編成 を 11 日 で 実施 し て V ・た が ，昭

儲 僻 の車体日霪 ）

和 45 年 4 月か ら現在 の 16 両編成 を 10 日 に 短 縮

し た （図 4 ）．なお ， 博多総合車両部は 12 日で 実

施 し て い る．全 般検査 の 検修 ブ ロ ッ ク ダイ ヤ グ ラ

ム （浜松工 揚） は ， 図 5 の 差お りで あ る ．

　 ま た，全般検査施行 に よ る情報管理 シ ス テ ム は

図 6 の とお りで あ り ， 検 査実績か ら寿命予 測，信

頼性解析 ， 設計仕様 の改 訂 ， 限度基準 ， 検査 回帰

キ ロ の 検討 な ど車両 の 設計及び 検修方式 へ の フ ィ

ー ドバ ッ ク を行 うと ともに，生産管理 シ ス テ ム へ

ρ）応 用す なわ ち工 事量 ， 工 事 内容 の 予測 と要員管

理 計画，材料予 測 と在庫管理 な ど を行 っ て い る ．

　 3・5　保安度の 向上　 新幹線電車は ， 高速運転

で高 い 保 安度が要 求 され るた め ，在来車両 に比 べ

て 次の よ うな点 を重 点 に保守 を行 っ て い る ．

　 （1） 台車走 り装置 関係　　車軸 をは じめ 台車わ

く，軸受 ，駆 動装置な ど の 綿密 な検査 は ，安全 の

確保 の た め に 特 に重 要 で あ る．従 っ て
， 交番検査

に お い て 車軸 の 超音波探傷検査 を実施 し ， 台車検

査 で は，台車 をは じ め 輪軸，駆動装置及 び主電動

　　　　 機 な ど の 主要 部品 を取 りは ず して 細部に

1日め 2 　3 　4 　5 　6 　
「1 　8 　3 　10

電機子自動検査装置

図 5 新幹線 電 車全般検 査 ブ ロ ッ ク ダイ ヤ グラ ム

　 置

　汚物処 王朕 置 など

（39 ）

わ た っ て 検査 を行 い ，特 に 車軸 は 超音波　　　　　　　　　　　　　　 1

探傷検査 に加 えて 磁粉探 傷検査 を実施 し

て 微細 な ヘ ヤ ク ラ ッ ク も検出 し得 る体 制

を と っ て い る ．

　全 般検査 にお い て は，車軸 の 精 密検 査

は もと よ り，台車組 立後 は 台車走 行試 験

装置 にか けて ，営業電車 とほ ぼ同程度 の

走行状態 と し て，各 部 の 状況 す なわ ち軸

受 の 温度上昇 ， ブ レ
ー

キ 機構 の 動 作 ， 台

車各部 の 振動，主電動機の 整流，速度発

電機 の 発生電圧 な ど を測 定 し，営業線 で

の 高速運転 に お け る走 行安定性 を確認 し

て い る．ま た ， 臨時検査 の と こ ろ で述 べ

た よ うに ，7 万 km 走 行 ご とに営業電車

を主体 と し て ， 新 大阪〜京都間で 車両 の

振 動測定 を行 い ，乗 りご こ ちを定量 的 に

求 め ， 管理 限界 を越 えた も の に つ い て は ，

ダ ン パ 類 の 取替 えや 車輪研 削盤 で 車輪踏

面 の 研 削な ど の 処置 を迅速 に 行 っ て 乗 り

ご こ ち の 向上 に努め て い る．

　 （2＞ ATC 装置　　ATC 装置 に っ い て

は，機器 が正 常 に動作す る こ と を毎 日 の

仕業検査 で 確 認 し ， さら に ， 3 箇月 ご と

（走行約 9 万 km 〕に 交番検査 に併施 し て ，

各 ブ ロ ッ ク の特性値 を総 合試験 装置 を使
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用 し て運転時 と同等 の 条件 で測定し ， 全般検査 時

には ，これ よ りさらに，精密な検査 を実施 して 高

い 信頼度の 維持 をは か っ て い る．

　（3｝ 車体関係　　新幹線電車 が時速 200km の

高速で トン ネル を通過する と図 7 に そ の
一例 を示

す よ うに 客室 内 の 気圧 に変化 が 生 じ る．こ の 気圧

変化が 100mmAq で 瞬 聞 的 （1秒以 内）に 起 こ

っ た揚合 は ， 乗客 の 耳 に相当 に不快感 （耳 つ ん）

を感ず る こ とに なる．こ の ため，新幹線電車 では ，

車外 の 気圧変化 が 客室内 に伝ぱ ん し に くい 気密構

造 とな っ て い る ．

　全般 検査 の 場合 に は ， こ の 気 密性 能 を

確 認す る ため に車体全体 の気密試験 を行

っ て い る． これ は ， 客室 内 を密 封 し て 気

圧 を 400mmAq ま で 上昇 させ た後， そ

の 気圧 が 100　mmAq ま で 自然 に降下す

る時間を測定 して 気密度 の 判定を行 い 快

適性 を維持 す る こ ととし て い る．

　（4） 車両の 経年劣化の は あ く　　 新幹

線 電車 の 全般検査を開始 し て 以来 ， 車両

の 経年 に よ る劣化傾向や機器 の 特性変化

をは あ くし
， そ の結果 を検修施策に反映

させ るた め ， 全般検査時 に特定の 車両 に

つ い て 通常 の 全般検査 で は検査 し ない 事

項 につ い て精 密検査を実施 して い る．

　 そ の 主 な 内容は，

　 i） 車 内外 の 気圧奪化 から生 ず る鋼体

の 問題 点の 有無 ．

　 ii）風圧 を強 く受 ける 上屋根 ，
ス カ ー

トな ど の 取付部 の 問題 点の 有無

　 iii）電線，配 管類の 経年劣 化状態 ．

　 iv） 台車 わ くの ひ ずみ の 有無 。

　 v ）主電動機 ， 補助回転機 ， 主整 流装

置 ， ブ レ
ー

キ部品 な ど の 性能劣化特性．

　 vi ）重量 機器つ りわ く，
つ リボ ル トな

ど の き裂及 び疲 労 の 有無 ．

な どで ， こ れ らの精密検 査 の 結 果 に よ

．り，予 防保全 に立脚 し た 計画取替え ， 経

年 に対応 した施策 ， 設計変更 に よ る改 良

施策を実施 し て い る．

　   　車両 の経年対策工 事　 車 両の 精

密検査 の 結果 ，約 8年で 車体 をは じめ 各

部 に軽微 な劣化傾 向が見受 け られ ， 経 年

に よ っ て発生する 事故を防止 するた め ，

全般検査 に併施 し て 経年約 8年 の車 両を

KICS

対 象と し て ， 便所 ， 出入 台 ， 運転室 の 床鋼板や床

仕上材の
一蔀張替え ， 天井板 の 更新，側 ス カ ー

ト ，

の 一部取替 え及 び回転機 な どの 絶縁更新な ど の 経

年対策工 事を施行 して い る．

4． 車両の 取替え

　新幹線 開業 当時使用 し て い た車両 （360 両）は ，

約 10年を経 過 し
， 走行 キ ロ も 500万 km 以上 に

達 した 時期か ら ， 車体 をは じめ台車 ， 主要機器 の

各 部に経年に よ る劣化 が認 め られ るよ うに な っ た

　 SMIS　　　　　　　　　　　　　　　　　Q ・ システム

00000　
尸
bO50

　
曽
ーギ
72

　

　
】
　「
　一

σ

《
已
日

田
厭

図 6 情報管理 シ ス テ ム （浜松 工 揚）

　　　　　　 時 間s
’

　　 　　　　　　 　 ト〉ネ丿L出 ・ト）4ルλ

造ごない揚合

造の場合

図 7　 ト ン ネル 通過時の 客室内気圧変化

（40 ）
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た め ，

・昭和 48 年 以降部外の 学識経験 者に よ る 車

両の 経年変化．の 調査委員会 を構成 し種 々 検討 を行

っ て きた ．

　 こ の 結果 ，
ヒれ ら の 車両 の 経 年変化 の 傾向は ，

今 す ぐ大事故に つ なが る も の で は な い が ，全般検

査 の 都度，車両 の 性能維持 の た め ， 多 くの 保守費

を必 要 とす る
一方 ， 車体 の 気密度 の 低下 ， 腐食 あ

るい は 台車わ くの 疲労の よ うに根本 的 な経年変 化

を生 Pつ つ あ り， こ れ に つ い て は 加修 に ょ る性能

回復 は 困難なた め ， 経済的な廃車取替え時期は ，

経年約 12〜 13年で あ る こ と が判明 し た．

　 こ の た め ， 車両 の 物理 的な状態す なわ ち ， 車体・
−

各部の 経年変化に よる安全 や サ
ービ ス 面 の確保及

び車両保守 の 経済性 の 両面 か ら判断 し て ， こ れ ら 、

の 車両 は 早急 に取 り替 え る べ きで ある と の 結 論に

達 し ， 昭和 51年 10月 か ら開業当初使用 して い た

・
車両 を全 般検査 時期 に廃車解 体 し ， 運次新 車 に置

’き替 えて い る．

　 な お ， 今後 も経年 の 古い 車両か ら ， 車 両状態 の

調査な どを行 っ た うえ，ほ ぼこ の 廃車基準 に よ り

廃車 し て 行 く予定で あ る．

5 ．　 お わ り に

車両 は ，鉄 道の 使命で あ る迅速 ， 安全 な輸送 を

遂行す る うえ で ， 輸送具 と し て そ の 占め る位置 は

極め て高 い ．特 に新幹線 電車は最高速度 210km ！h

と い う高速運転で あ る た め ， そ の 検査，修繕 に あ

た っ て は ， 性 能の 維持 及び 保安度 の 確保 に っ い て

十分考慮 した もの で なけれ ばな らな い ．こ の た め ，

当初在来線 の 交流電車 の 保守 実績 ， 旧 「こ だ ま形」

など の 高速電車及び新幹線 モ デ ル 線 に お け る試 作

電車の 保守実績 と各種試験 な ど を十 分考慮 しなが

．ら ， 逐次保守経験 を積 み重 ね今 日 ま で 1．3 年を経

過 した・

　 こ の 間 ， 新幹線 電車 の 検修 体制の 整備をは か る

と と もに 検査体 系 の改善 に よ る 保守 の 合理 化 ， 適

正化 を行い
， さ らに，経年 に対応 した検修体制及

び新 拉術 ， 新材料 の 導入に よ る車両構造 の 変 更 に

対応 し た 検修 体制の 確立 をは か っ て きた ．

　 こ の よ うに車両 保守 を通 じて新幹線 の 安全 を考 ／．

える とき，そ の 基本は ， 経験 工学に基 づ く一貫 し

た車両管理体制 に あ る と考 える．「’

　今後， 東北 ， 上 越新幹線 の 開業 をひか え，新 し．

い 構造 の車両 の 製作が計画され て い る が ， 保 守面

につ い て も ， こ れ まで の 傑守経験 をべ 一ス に，さ

ら に ， 検査，修繕 シ ス テ ム の 合理化
，

効率化 をは

か り新幹線電 車 の 保安度 の 向上 ， 安定 した輸送 体

制を確立す べ くい っ そ うg）努力を した い と考 え て

い る．　
’
　 　 　 　 （原稿 受 付 昭 和 53 年 1 月 18 日）、

鰐 攤 鵬 、

　　 経済協力開発機構 （OECD ） は 「先端技術 の 動 向調

　査 」 の
一

環 と して ， 電子 ウ ォ ッ チの 出現 が ス イ ス の 時

　 計 産 業 に い か な る イ ン パ ク トを 与 え て い る の か ，そ れ

　 に 対す る 産業政策 は どうあ る ぺ き か 一 な どを 調 べ て

　 い た が，こ の ほどそ の 結果 を 発表 し た ．　 、

　　 それ に よ る と， ス イ ス の 時計産業は政府 の 介入 で構．
　 造，体制が 硬直化 し，そ の 結果，斜陽に 向 か っ た と し ，

．今 後 の 展望 に つ い て は ，む しろ そ の 構造は 電子化 な ど

　 で 改善 され っ っ あ 窮 そ の 結果 し だ い で は 再び伝統的

　
「
な力 を と り・も どず こ とが 可能 で あ る と して い る ．

』

　　 大要 つ ぎの と挙 り・

　　 ▽ ス イ ス 時計 産 業 の 構 造的特 徴 　　 ス イ ス の 企業数

　 は 1200 社 ， 規模別分布状況 で み る と ， 集 中度は きわ

　 め て 小 さ い ．し か し，最近 は し だ い に 大き くな る傾向
　 に あ る．一方，企業形態 か ら み る と ， 総合大手 メ

・一
力

　 と い え る もの は ほ とん ど存在せ ず ， 水平分業体制が と
・． られ て い る こ と が同国時計産業 の 大 きな 特色 で あ る．

　 こ れ に対 し ， 組 立 メーカ は数多 く存在 しrdお り， 現在 ，

　 ス イ ス で は 約 1 万 の 商標 で 10 万 種 以 上 の ウ ォ ッ チ の ．
　 製造が行わ れ て い る．

　　 ▽ 競争力変化 の 要因

　　 1． 一
般経済情勢　　ス イ ス ・フ ラン の 高騰 が ス イ

　 ス の 時計産業に 与 え た 影響は 大 きか Q た ．も・ち ぢ ん ，

ス イ ス の 時 計 産 業 （そ の 1）

レ
ートは コ ス トお よ び 価格 の沫定要因 の

一
つ で しか な

く，こ の ほ か に 相対 的な物価上昇，生産性 向上 とい っ

た もの に つ い て も者慮す る 必要 が ある・しか し ，
こ う

した ス イ ス ・フ ラ ン の 短期間 に お け る 高 騰 が す べ て の

産業 に 対 し調整を 要求
1
した の は ま ち が い な い 事実 で あ

り， ス イ ス の 時計産業 に 世界市場 で の 苦 悩 を も た ら し

た 最大 の 要因 の
一つ で あ つ た ・

　2．、技術変化 　　時計産業 で は 電 子 ウ ォ ッ チ の 登場

で すべ て の 確立 さ れ た 生 産体系 お よ び市揚戦略が崩さ

れ つ つ あ る．しか し，現実 の 世界市場 との 関連 で は ，

電子 ウ ォ ッ チ の イ ン パ ク トは ま だ ， そ れ ほ ど大き な も

の で は な い ．1976　IP の ウ ォ ッ チ の 世界 の 全販売量 の う

ち 96％ は 伝統的な機械式 の ウ ォ ッ チ と な っ て い る．

しか し，普及 は 急速 で あ る．今後，ますま す大 きなイ

ン パ ク トをもた らす こ とに な ろ う・
’
しか し，現在の と こ ろ ，

こ の 数年 の ス イ ス の 時計産

業の 闘題 が突然 の 電子 ウ ォ ッ チ の 登場 に よ る もの と決

め つ ける の は 困難 で あ ろ う・ス イ ス 時計 産 業 の 生産 の

低迷は 電 子 ウ オ ッ4 の 導入以前か らの こ とで あ り， し

か も ， 電子 ウ ォ ッ チ の イ ン パ ク トは 現状 の 時計産業 の

落ち込 み を 説 明 す る ほ ど大 き くな い か らで あ る．
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