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The~uther previously made clear the ignition sensitivity of the IEC type apparatus for testing-
intrinsically safe electrical apparatus and circuits for use in explosive gas atmospheres and that the 
ICE type could appropriately simulate break-sparks of low voltage inductive circuits and resistive 
circuits with a supply voltage of not less than some 20 volts as regards the spark ignition. 
The minimum igniting currents for various explosive atmospheres by break-sparks of inductive circuit 

having a 95 mH inductance and working at 24 volts d. c. have been :reported from the Electrical Research 
Association, using the "Break-flash No. 2" apparatus with a pair of platinum alloy electrodes. The data 
obtained at the ERA, however, are required to be reevaluated with a view to finding new criteria for 
designing intrinsically safe apparatus and circuits, since the IEC type has been found to be much more 
sensitive to spark ignition than the .Break-flash No. 2. 
From this standpoint, the auther determined the minimum igniting currents for typical explosive 

gas-or vapour-air mixtures by break sparks of low voltage d. c. inductive circuits using the IEC :YPe 
which electrodes are composed of four tungsten wires and a grooved cadmium disc under the various 
experimental conditions. 
The test circuit used m this series of experiments consists of a battery, an air-cored inductance, a 

non-inductive variable resistance for current regulation and the IEC type apparatus. The air-cored in-
ductances range from 0.1 mH to 10 H, stepping at six values. 
The calibration of the apparatus is made before and after each determination of minimum igniting 

currents, and if the performance of the apparatus is found to have changed it is brought back to a 
standard calibration. 
Table 3 shows the comparison of most easily ignitable concentration of the atmospheres by break— 

1 sparks of 95 mH inductance working at 24 volts d. c. and the minimum igniting currents obtained with 
the IEC type and Break-flash No. 2 apparatus. The ratio of the minimum igniting current for each 
combustible between the two are 2. 95 for hydrogen, 2.17 for ethylene and 1. 6 to 2. 0 for the others. 
The effect of value of the inductance on the most easily ignitable concentration is examined for 

hydrogen, methane and ethylene. 
W:ith a circuit voltage ranging from 6 to 96 volts d. c., the minimum igniting currents I for the 

various air-cored inductances L are determined and although the results are basically given in the form 
-of Lln=const, the deviation of the data from the equation occurs with smaller inductances. Where the 
circuit voltages ;i.re more than 48 volts, the inductance less than about 3 mH has littile effect on the 
minimum igniting current for hydrogen and methane. 
The eff~ct on:. the minimum igniting current of spark suppressors such as・shunt ohmic resistors, a 

non-linear resistor, air-cop,4~nsers and rectifiers are also briefly examined. The ohmic resistors used 
in this test are ranged fro_in'5000 to 20 kO and the condensers from 0. OlμF to 1μF. The non-linear 
resistor used is composed of silicon carbide and in the form of annular disc, and the rectifiers used 
are of selenium, gel_manium and silicon types with the peak inverse voltage of 50 volts. 
In general, the increases of minimum igniting current with the spark suppressore appear .with 

inductance of more than some tens mH, and especially the rectifiers used show almost equally the 
large increase of the minimum igniting current in the range of several mH to 1 H. 

＊ 電気課 ElectricalSection. 

~ 
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1. まえがき

筆者は前報1)で，本質安全防爆電気回路の設計基準

となる点火限界（最小点火電流）の測定装置として，

IECによって採択された装置を使用すれば，誘導回路

および電圧が 20V程度以上の抵抗回路の開離火花を

爆発性ガスヘの点火の面からじゅうぶん模擬できるこ

とを明らかにしたが，本文においては，この IEC装

置（対向電極はタングステン線および溝付カドミウム

円板）を使用して，代表的な爆発性ガス蒸気の最小点

火電流を種々の条件で測定し，多くの新らい資料を得

たので，これらについてまとめて報告する．

なお，本文中，水素およびメタンに関するものの一

部はすでに発表2),3)したものである．

2. 実験装置および方法

2. 1 装置の概要

最小点火電流測定の対象とした誘導回路は， Fig.1 

(a)のように直流電源（鉛蓄電池） E, 空心インク`

クタ‘ノス L, 無誘導形可変抵抗Rおよび火花発生装饂

Sが直列に接続された回路である. sほ前報！）で構造

を述べた IEC形火花発生装置であって，その外観を

Fig. I (b)に示す．

このような基本的誘導回路のほかに，さらに火花消

去回路を接続した場合の最小点火電流の測定も行なっ

たが，この場合はLと並列にオーム抵抗，非直線抵抗

（バリスター）， コンデソサーまたほ夕‘イオードを接続

する方法について試みた．

所定の濃度に調製した爆発性ガスは，バルブの開閉

操作によって，ガスホルタ''-Gから真空ボンプPによ

って排気されている Sへと逆結される．

本実験における爆発性ガス蒸気は，すべて可燃性ガ

スまたは可燃性液体蒸気と空気との混合物であるが，

液体蒸気と空気との混合は， 2.2 で述べるシリンク~

式ガスホルダーの中で行なうとともに，このホJレク‘

ー，火花発生焚置，開閉バルブ，接紬綱管などはすべ

て恒温槽（内部温度約 30℃)の中に設けて液体蒸気

の啜縮を防止するようにした．ビストンを手動で勁か

すごとにより，爆発性蒸気を火花発生装置の内部へ送

ることができる．

(a) Schematic diagram of experimental 
equipment. 

試験回路とガス系統

(b) View of IEC-type spark-producer 

IEC装置の外観

Fig. 1 Experimental layout for determining 
the minimum igniting current for explosive 
mixtures. 

最小点火虚流測定実験装置

2.2 爆発性ガス蒸気の調製

実験に使用した可燃性ガスおよび液体を Table1 

に示す．これらのガスおよび液体のうち，水素，メタ

ン，フ゜ロパンおよびニチレンについては，それぞれ適

，量だけボンベから取出したものを Fig.2 (a)のガス

示ルダーに入れ，これに空気を混合させて所定の濃度

であることを確翌した．

可燃性液体蒸気と空気との混合にほ， Fig.2(b)に

示すような似製シリンダー式ガスホルが一の中に液体

を適量だけ挿入してからビストスを引いて空気を導入

するとともに，内部ファ‘ノを回転させて液休の蒸発を

促進させつつ，空気との均ーな混合を図った．

ガスまたほ液体蒸気と空気との混合涙度ほ，理研計

器（株）製の干沙式ガス検知器でメタンおよび水素用の

ものを用いて測定した．これらの関係仕様を Table2 

に示す．
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Table 1 Inflammable gases and vapours . 

used in experiments ap.d their properties 

concerned. 

供試可燃性ガス蒸気とその特性

Limit of Stoichiometric 
Combustible I explosibility concentrat10n 

(vol. %) ** (vol. %) 

Hydrogen 4. 0~75. 6 29. 53 
Methane 5. 0~15. O 9. 48 
Propane 2. 1 ~ 9. 5 4. 02 
n-Pent.ane 1.4~ 7.8 2.55 
n-Hexane 1. 2~ 7. 4 2. 16 
Ethylene 2, 7~34 6. 53 
Propylene* 2. 0~11. 7 . 4. 45 

Benzene 1. 2~ 8. O 2. 72 
Ethylether 1. 7~36 3. 37 

Aceton 2. 5~13. O 4. 97 

*Results .of analysis by gas ch,;omatography : Propy-
lene 91.99%, Propane 5.88%, Methane 1.55%, Ethane 
0-,42%, Carbon monoxide 0. 08%, i-Butane 0. 07%, n-
B叩neTrace (0. 007%), Ethylene Trace (0. 003%) 

**K. Na•bert und G. Schon : Sicherheitstechnische 
Kennzahle.n brennbarer Gase und Dゑmpfe(l963).

Table 2 Specifications of interferometers. 
干渉式ガス検知器の仕様

Type Full scale [ Effective length 
of gas chamber 

Methane 10% 120mm 

Hydrogen 50% 24mm 

メタンおよび水素以外のガス蒸気と空気との混合濃

度は，すべて水素用ガス検知器にて測定した値に，次

の式にょる補正係数をかけて換算して求めた.4) 

C=2xJ是弓:-I c 1) 

ここで， C:補正係数， ng:水素の屈折率， 加：空

気の屈折率，加：被測定ガス蒸気の屈折率，である．

なお，以下に述べる爆発性ガス蒸気の濃度ほ，いつ

れも空気との混合による体積比 (vol.%)で表わすこ

とにする．

2.3 点火限界の決定法

所定の回路条件のもとで火花発生装置の開閉接点部

をとり囲む爆発室に爆発性ガス蒸気を送入しておき，

接点間に開離火花を発生させる．もしも連続 3000回

以内の開離火花の発生で点火を生じた場合にほ，回路

電流のみを 5~10%づつ減少させて点火の有無を調

べた．このようなことを繰り返し，ある電流値では

3000回の発生火花では 1回もガスに点火しなくなっ

(a) SMRE-type 

SMRE式

(b) Cylinder-type 

鉄製シリンダー式

Fig. 2 Gas holders. 

ガスホルダー

たとすると，この不点火の電流値と，その直前の点火

の電流値との平均値をもって最小点火電流と決め，こ

れを点火限界とした．以下に示す図のすべての最小点

火電流曲線は，ここでいう最小点火電流値をもつてプ

ロットしてある．

3000回の開離火花によってガスに点火しない場合

であっても，途中ガスの取替ほ行なわなかった．

なお，爆発性蒸気の点火の場合，その濃度が爆発上

限界に近いといわゆる冷炎 (coolflame)の現象が見

られることがある．これを検出するため，爆発室の上

部に丸い孔をあけておき，その上に薄いプラスチック

製のふたをかぶせておいた．冷炎が生ずると，わづか
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な爆発圧力の上昇によりふたを持ち上げ，ふたの上に

鉛直に立てておいた長い紙製の円飾が銅れるようにし

て簡単に冷炎を検出することができた．

また，最小点火電流を決定するにあたってほ，開閉

接点の点火惑度が実験中つねに保持されていたことを

必らず確認する必要がある．このため，実験的に最小

点火電流が測定された直後に，開閉接点を校正回路に

接続して開離火花を発生させ，校正用ガスに点火する｀

か否かをいちいち詞べた．校正ガスに点火すれば最小

点火電流値として採用し，不点火となれば感度低下の

状態の開閉接点を用いて測定した最小点火電流である

としてこれを棄却し， W線の取替などを行なって再び

実験をやり直した．校正回路ほ， Fig.1において， E 

=24V, L=95mHとし， 回路電流 l=105mAとな

るようにしたもので，校正ガスにほメタン 8-3%を使

用した．回路電流を 105mAとした理由は，これまで

の多くの実験から，上述のEとLの値の場合には， W

線の取替などによって，開離火花がメクンに容易に点

火しうること，また実験中このような点火感度を保持

することが困難でほないこと，などによるものである．

3. 測定結果および検討

3. 1 爆発性ガス蒸気濃度と最小点火電流の関

係

た．しかし，得られた最小点火電流の大きさを両者の

湯合について比較してみると，ガス蒸気の種類ごとに

差が生じた．たとえば， ERAの場合， 水素およびニ

チレンの最小点火電流値は，本実験による測定値と比

べて．それぞれ2.95および 2.17倍の大きさであ

り，その他のガス蒸気に関しても 2.0~1.6となって

しヽる．＇

したがって，電気回路の発生する開離火花が爆発性

ガス蒸気へ点火する能力の有無を検証するには，火花

発生装置の点火感度の高低ほもとより，ガス蒸気の種
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類についても考慮する必要がある．

なお， 最小点火限界濃度を Table1に示した化学

量論組成 (vol.%)と比べてみると，水素およびメタ

ンでは化学量論組成の方が大きく，他のガス蒸気の場

合にはその逆になっていることほ，従来の報告10)通り

であった．
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Table 3 Comparison of most easily・ignitable 
concentrations and minimum igniting currents 
between the IEC-type and Break-fl.ash No. 2 
apparatus. ・ 

最小点火限界濃度および最小点火電流の比較

IEC type Break-flash 
(by Auther) No. 2 (by ERA) 

Combus-. 
Most Most 
easily Minimum 

iegansiiltay ble 
Minimum 

tible -ignitable igniting igniting 
concent- current concent- current 

ration (mA) ration (mA) 
(vol.%) (vol.%) 

Hydrogen 21 25 23.4 74 
Methane 8.3~8.5 102 8.3 185 
Propane 5.7-6.5 83 5.25 148 
n-Pentane 3.6 98 3.9 160 
n-Hexane 3_3,..,,3.s 87 3.4 163 
Ethylene 7,8 53 7,2~7.85 115 
Propylene 6.2 75 

Benzene 4,62-
81 

4.63-
165 4.89 ," 5.51 

Ethylether 4,93-6.2 85 
Aceton 9.0 95 8,75 160 

3.2爆発性ガス蒸気濃度と回路インダクタン

スの関係

Fig.4ほ誘導回路のインダクタンスをパラメータと

して， O.lmH~lHの範囲で数段階に変化させた場合

の濃度と最小点火電流の関係を，水素，メクンおよび

ニチレンを対象として測定した結果である．これらの

例から，最小点火限界濃度ほ回路のインク‘クタンスに

依存せず，ガス蒸気の種類ごとに固有のものであると

考えられる．ちなみに，誘導回路の代りに，イン灰ク

クンスを短絡して，抵抗回路として最小点火限界濃度

をメタンについて測定した結果でも，誘導回路の場合

このことはほぼ間違いないものと同じになったので，

とみなせる．

なお，誘導回路のインズククンスが大きいほど，最

小点火限界濃度付近の点火限界曲線は平坦となり，爆

発限界の下限および上限に近づくに従って急に曲線が

立ち上る傾向がある．したがってインク、ククンスの大

きな回路の開離火花ほど，最小点火電流の大きさが小

さくなるとともに，最小点火限界濃度を中心としたよ

り広い範囲の濃度のガス蒸気に点火しやすくなるとい

うことができる．一方，ガス蒸気についての未知の最

小点火限界濃度を測定するには，なるべくインズクク

ンスの小さな誘導回路か，むしろ抵抗回路の開離火花

を用いた方が容易であることが明らかである．
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各インダククンスにおける濃度と最小点火電流の関係
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3,3 電源電圧と最小点火電流の関係

電源電圧をバラメータとして，インダクタンス対最

小点火電流特性曲線を，水素およびメタンについて測

定した結果ほFig.5のようになる．水素およびメタン

の濃度は，それぞれ 21%および 8.3%である．これ

らの特性曲線はIの大なる範囲で基本的には次式11)

を満足している．

log L= -n log Imin+K (2) 

ここで， L:インク` クタンス， Imin: 最小点火電流

n, K: 定数である． しかし， Lが小さくなって無誘

導回路に近づくにつれて lminVま次第にこの log-log

の関係直線からはずれて小さくなる．そのずほれ始め

るLの大きさは，電源電圧の大きい場合の方が大き

しヽ．

とくに電流電圧が 48V以上の場合で， Lが 3mH

程度以下になると，もはやインク‘クタンスの大きさは

最小点火電流の大きさにほとんど関係なく， lminVま

一定値となり，このような低インダクタンス回路の点

火限界は，電源電圧の大小に左右されるようになる．

これに対して， Lが lOH程度に大きくなると，電

源電圧の大小が点火限界に影響しなくなり，いづれも

ほぼ同じ最小点火電流になる.Lがさらに大きな範囲

の実験ほ行なわなかったが， Lの増加とともに lmtn

はある一定の値に限りなく近づくことが予想される．

以上のような結果から，大きな値のインクやクタンス

を含む本質安全防爆回路の設計にあたってほ，電源電

圧の大小がとくに安全性に重要な影響をもたないこと

が明らかである．しかし，イン!J"クタンスが小さく!'

約数 mH以下の場合には，電源電圧の大きさをでき

るだけ小さく殷計することが安全設計上では好ましい

ことになる．
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Fig. 5 Effect of supply voltage on the minimum igniting currents in inductive circuits for 
hydrogen-or methane-air mixtures. 

最小点火電流に及ぼす電源電圧の影響（水素，

100 103 10' 

メクン）
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なお， Fig.5では複雑さを避けるために水素および

メタンの場合についてのみ示したが，同様の結果は，

たとえばニチレンーについても得られており，一般に誘

導回路における電源電圧，インダクタンスおよび最小

点火電流の 3者間には，以上のような関係が成立する

ものと考えられる．

3.4 爆発性ガス蒸気の種類と最小点火電流

電源電圧を 24Vとして，最小点火限界濃度の爆発

性ガス蒸気について，種々のインゲクタンスにおける

最小点火電流を測定して得た点火限界曲線を Fig.6

に示す．これらの曲線のうち，水素，メタンおよびニ

チレンに関する曲線ほ， Fig.4から描き直したもので

ある.Fig.6から明らかなように，誘導回路の開離火

花による点火性からみると，メタン，ニチレンおよび

水素の順序で最小点火電流値が小さくなっており，他

の蒸気の場合にはすべてメタンとニチレンの中間の値

になっている．この事実ほ，たとえば本質安全防爆電

気機器が製作されたとき，安全に使用しうる対象ガス

を．個々の具体的なガス蒸気の名称ではなくて．最小

点火電流値のほぼ等しいガス蒸気のグループの代表ガ

ス蒸気の名称によって指定しようとする場合，大いに

役に立つものである．このようなグループ化の一つの

案としては， a)水素級， b):r..チレン級， c)メタン級，

というような例が考えられてよい．実際．筆者は，当所

の担当者としてこれまで約 100例に及ぶ一般工場用の

本質安全防爆電気機器の点火試験を実施してきたが．

上記のようなグルーフ゜化を行なっても回路の設計面に

おいてほとんど支障がないことが認められている．

3-5 火花消去回路による最小点火電流の増加

一般に，接点の劣化，損傷などの防止の目的で，従

来から種々の火花消去回路12) が考えられており，ま

た実用的にもかなり大きな成果が収められているのは

10' 
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(1) Methane (8.3%) 

(2) Aceton (6. 9-6. 93%) 

(3) n-Hexane (3.5-3.6%) 

(4) Ethylether (5.2-5.4%) 

(5) Benzen (4.6-4.66%) 

(6) Ethylene (7. 8%) 

(7) Hydorgen (21%) 

10' "'[口S

10~。-1 10• 101 102 

Circuit inductance: mH 

103 10・1 

Fig. 6 The minimum igniting currents in inductive circuits for typical combustibles. 
誘導回路における各種ガス蒸気の最小点火電流
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周知のとおりである．しかし，本質安全防爆の立場か

らの火花消去の目的は，接点などで発生する火花ニネ

ルギーを抑制し，爆発性ガス蒸気に点火しないように

することにあるまた．本質安全防爆の定義18)から明

らかなように，本質安全防爆の対象とする火花は，単

に開閉接点部分で発生する火花のみでなく，通電中の

配線の断線や短絡などの事故による火花をも含めて考

えているので，接点保護の場合に採用される火花消去

回路方式が必ずしも本質安全防爆回路に適用できな

いまた，同一方式の火花消去回路が適用できるとし

ても接点保護の目的にはじゅうぶんな目的が達せられ

るが，ガス蒸気への点火防止という点から不じゅうぶ

んであることもある．

以上のような理由で．本節では誘導回路に適用しう

る火花消去回路のうちから，本質安全防爆回路に適し

た代表的な回路について，火花消去の効果を測定した

結果を述べる．

以下，すべて Fig.Iのzのように，インク...ククン

スに並列に火花消去素子を接続して実験したものであ

る．

(1) オーム抵抗の並列接続 Fig. 7 (a)は，電

圧が 24Vで， 5000,-,20 kOの固定抵抗数種をインズ

クタンス（第4表にコイルの直流抵抗を示す）に並列

に接続した場合の水素に対する最小点火電流の増大の

傾向を．並列抵抗のない場合と比較して図示したもの

である．電流にはインク、ククンスを流れる電流値をと

っている．同図から明らかなように，火花消去の効果

が大きいのほ，インク｀クタンスが約数 lOmH以上で

しかも抵抗が小さい場合であるが．電源電圧が 12V

または 48Vの場合でも，同様の傾向となった．

インダククンス

Table 4 Resistance of coils. 
コイルの直流抵抗
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(b) Relation of coil-resistance to the 
minimum igniting currents. 

コイル抵抗が最小点火電流に及ぼす関係

Fig. 7 The minimum igniting currents in 
inductive circuits with shunt resistors for 
hydrogen-air mixtures. 

並列抵抗接続時の最小点火電流（水素）

なお， 95mHのインク‘クタンスで，その直流抵抗が

異なるコイルに並列にオーム抵抗を接続した場合の火

花消去の効果を調べる目的で， Fig.7 (b)に示すよ

うに， コイルに直列に抵抗を接続し，同図のような結

果を得た．コイルの直流抵抗の増加とともに最小点火

電流も増加し，この実験の範囲では，水素の湯合で

20%以上の増加を示した． したがって， 実際のコイ

ルに並列に抵抗を接続して火花消去を行なう湯合にほ

コイルの直流抵抗の大きさが相当影響することを念頭

に入れておく必要がある．

(2) コンデンサーの並列接続 オーム抵抗の代

りに 0.01~1μFまでの空気コンデンサーを接続した

場合の火花消去の結果を Fig.8に示す．電圧は 24V

でガスは水素とメクンの場合である．

火花消去の効果が大きく現われるのほ，やはりイン
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Fig. 8 The minimum igniting currents in 
inductive circuits with shunt condensers 
for hydrogen-or methane-air mixtures. 

並列コンデンサー接続時の最小点火電流
（水素，メクン）

ズククンスが数 lOmH以上の場合で，容量が大きい場

合である．コンデンサーほ容量が大きいほど火花消去

の効果も大きく，また直流回路でほ電源から常時コン
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inductive circuits with a shunt nonlinear 
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並列バリスクー接続時の最小点火電流（水素）

Table 5 Shunt diodes used for spark 
suppressors. 

火花消去用並列ダイオードの仕様
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Fig. 10 The minimum igniting currents in 
inductive circuits with shunt diodes for 
hydrogen-air mixtures. 
並列ダイオード接続時の最小点火電流（水素）

デンサーを通じて電流が流れないという利点が考えら

れるが，開離火花を発生させる場合であって，接点の

開離速度が遅い場合および一方の電極が他の電極面を

こすりつけるようにして不規則に火花を発生させるよ

うな場合には，火花消去の効果がほとんどなくなり，

かえって爆発性ガスに点火しやすくなる11) という報

告があるので，本実験の結果を直ちに設計に活用する

ことには注意する必要がある．

(3) 非直線抵抗の並列接続 Fig.9は，非直線

抵抗（石塚電子製， C-5形バリスター．この特性ほ， l=

KEo1, としたとき， K=3.55x10-7~8.86xl0-9,a= 

2.86-3.57)を接続した場合の最小点火電流の増加を

示したもので，電源電圧がパラメータで 6~96V,試

験ガスは水素である．バリスクーの効果はその電気的

特性に依存するところが大なるものと考えられるが，

また接点開離時にインクツクンスに誘起する逆起電力

の大きさにも関係する．したがって，この場合もコン

デンサーの場合と同様に実際の本質安全防爆回路へ適

用するにあたっては，その効果が必ずしも常にじゅう

ぶんとは限らないと考えられる．

(4) クやイオードの並列接続 Table5に示すダイ

オードを接続した場合の点火限界の変化を求めた結果

ほ Fig.IOのとおりである．火花消去の効果はクやイオ

ードの種類に関係なく，ほぼ同様である．しかも，数

mHのインダクタンスからその効果が大きく現われて

おり，実用的にも最も活用されてよいものと考えられ

る．
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4. むすび

本論文は IECによって採択された火花発生装置を

用いて，低圧直流誘導回路の開離火花による爆発性ガ

ス蒸気への点火限界を測定し，それらの結果を本質安

全防爆電気回路へ適用するにあたって設計上の観点か

ら種々検討したものである．結論を要約すると

(1) 火花発生装置の特性が異なっても爆発性ガス

蒸気の最小点火限界濃度には差を生じない．

(2) しかし，測定された最小点火電流の大きさの

比は爆発性ガス蒸気の種類ごとに異なり， ERAの装

置によるデータと比較すると，水素では 2.95倍，ニ

チレンで 2.17倍，その他のガス蒸気で 2.O~l.6倍

も ERAの最小点火電流が大きい．

(3) したがって，誘導回路の開離火花による点火

危険性の評価には，ガス蒸気の種類と火花発生装置の

点火感度を問題とする必要がある．

(4) 最小点火限界濃度は回路のインダクタンスの

大小に関係せず，ガス蒸気の種類ごとに一定である．

(5) 未知のガス蒸気の最小点火限界濃度の測定に'

は，低インク‘クタンス回路または抵抗回路の開離火花

を用いて行なった方が容易である．

(6) 電源電圧が 48V以上でインゲクタンスが約

3mH以下の回路の最小点火電流の大ぎさはほとんど
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低圧直流誘導回路の開離火花に
よる爆発性ガス蒸気の点火限界

田中隆二

産業安全研究所研究報ロ
牛 RIIS-RR-17-6,1,...,11 (1969) 

95mHの誘導回路の開離火花に
よる最小点火限界

IEC形火花発生装置を用い， 24V,

濃度および最小点火電流を種々のガス蒸気につ
いて測定し， これを Break-flashNo. 2 

Apparatusによる結果（
ERAにおいて測定）と比較して示したまた，

インク` クタッス

と並列にオーム抵抗，非直線抵抗，コンプ
-・ ンサーおよぴ灰イオードを接続し，最小点火電

流増加の様子を調べた． （表 4,図 10,参 11)

゜
UDC 614-83 : 621. 313/. 39-213-34 
The Minimum Igniting Currents for Explosive 

Gas-or Vapour-Air Mixtures by 

Break-Sparks in Low-Voltage d. c. Inductive Circuits 

R. TANAKA 

Research Report of the Research Institute o f Industrial Safety 

RIIS-RR-17-6, 1~11 (1969) 

The most easily igm 
・table concentratwns and the mm1mum igniting currents 

for various explosive mixtures are 
determined by breaking inductive circuits using 

!EC-type spark-producing equipment, 
and the results are compared with those 

having been obtained with the Break-flash No. 2 apparatus at ERA. 

The variations in the minimum igniting 
current when inductance coils are shunted 

by ohmic resistors, non-o 
hmic resistors, condensers or diodes are also examined. 

(4 Tables 10 Illus., 11 Refs.) ， 
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