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概 要

け い 酸 ソ ー ダ、 と け い 酸 カ ル シ ウ ム を 粘結剤 と し た

鋳型 は C O2型 よ り良 い 長所があ る 。

C O2型 の欠点 す な わち、 け い 酸 ソ ー ダ を 粘結剤 と し

た 鋳型は鋳込み後の残留 強 度が非常 に 高 い た め崩壊

性 は 困難 と な る 。

一 般的 に い う と 、 こ の鋳型の残留強度 は け い 酸 ソ ー ダ

と け い 酸 カ ル シ ウ ム と の化学反応 に 寄与 し な か っ た

け い 酸 ソ ー ダに よ っ て 関係 す る も の と 予想 さ れ る 。

従 っ て 、 こ の鋳型の残 留 強度 は 気 温 、 湿度 の変化に よ

っ て影響す る も の と 考 え ら れ る 。

本実験は 、 自 ;硬性鋳型に 及ぽす気温、 湿度 と 崩壊材

( ベ ン ト ナ イ ト 、 ピッチ、 グ リ オ キ ザー ル ) の影響

に つ い て検討 し た。

得 ら れ た結果 は 次の と おりであ る 。

1 ) 気温が高 く な る と 残留張度 は 低下す る 。

2 ) 湿度 が低 く な る と 残留強度が高 く な る 。
3 ) 崩壊材 を 添加す る と 、 自 硬性鋳型の残 留 強 度 は

低下 し 、 崩壊性 が改善 さ れ る 。

Synopsi s 

Sand mold bonded with s odium s i l i cate and 
dicalc ium si l i cate has more mer i ts than C O2 

s and mold . But C O. s and mold bonded with 
s odium s i l i cate has diff i culty in col l aps ib i l i ty 

becaus e  of i ts too high res idual s trength af ter 
heat ing at  high temperatures . General ly  s peaking 
the res idual s trength of this mold has been 
cons idered to  depend on s odium s i l i cate which 
is unconcerned in the chemical react ion between 
sodium s i l i cate and cal c ium s al t  s i l i cate. 
Theref ore ， it is expected that the res idual 

s trength of this mold w i l l  be inf luenced by 
varying the temperature and th(;) humidity. 
In this exper iment ， we s tudi ed the eff ects of 
the temperature， the humidity and the col l aps ing 
materials i ，e ， bentonite， pitch， glyoxal on the 
res idual s trength of s elf -hardening mold; 
The res ul ts obtained are as f ol l ows .  
( 1 )  The res idual s trength decreas e  as the 

temperature r is es .  
(2) The res idual s t rength increas es as the 

humidity l owers .  
(3) When the col l aps ing materials are added to 

s elf -hardening mold the r es idual s t rength 
of s elf -hardening mold and i ts collaps ibil i ty 
decreas e. 
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自 硬性鋳型の残留強度に 及ぼす気温. 湿度の影響

1 . 緒 言
従来残留強 度 と 崩壊性 に 関 し て は 、 い く ら か の 報

告が あ る が、 tt ぃ 酸 、ノ ー ダ を 粘結剤 と す る 鋳型 は 一

般的 に い っ て 鋳込み後の 崩壊性が非常に 悪 い と い わ

れ 、 特に低温域に お い て は 未 反 応け い 酸 ソ ー ダ の乾

燥脱水に よ っ て 異常 な 残留 強 度の増加が認め ら れ る 。

又高温域に お い て は 、 け い 酸 ソ ー ダ と 砂 と の 焼結が

起 こ る と さ れ て い る 。

し か し け い 酸 カ ル シ ウ ム 塩一 け い 酸 ソ ー ダ系 自 硬性

鋳 型 い わ ゆ る 夕、イカ ル鋳 型 は C O2型 よ り幾分崩壊性

が良 く な る と い われ て い る 。

こ れ は け い 酸 カ ル シ ウ ム 塩、 2CaO ・ S i 02 と 、 け い

酸 ソ ー ダ と の 化学 反応 に よ り未 反 応け い 酸 ソ ー 夕、の

量が少な く 、 高 温域に お い て は 、 け い 酸 カ ル シ ウ ム

塩の d 三Y結 晶 転 移 が 残 留 強 度 を 低下 さ せ崩壊性 を

助長す る こ と に よ る も の と 考 え ら れ て い る 。 1 ) 

し か し 、 低温域に お い て は 、 尚 か な りの 残留 強 度 が

認め ら れ 、 更 に 崩 壊性 を 向上 さ せ る 対策が望 ま れ て

い る 。 造型 に 際 し て の 気温、 湿度の変化に 応 じ て 常

混に お け る 鋳型 の 強度 な ら びに 各種特性が 、 か な り

異 な っ て く る こ と は 前 回 の 実験でわか っ た 。2 )こ の よ

う な 気 温 、 湿度 と 常 温強度 と の 関連性 は 鋳込み後の

残留強 度 に も 当 然影響す る も の と 予想 さ れ る 。

そ こ で今回 は 造型 時 の 気 温 、 湿度 の変化が鋳込み

後の鋳型の残留 強度 に ど の程度影響す る か を検討 し 、

ま た け い 酸 ソ ー ダモル比 、 各種添加剤 ( ベ ン ト ナ イ

ト 、 ピッチ、 グリ オ キ ザー ル ) と の 関連性 に つ い て

も検討 し た 。

2 .  供試材 お よ び実験方法

2 . 1 供試材

本実験 に 使 用 し た け い酸 ソ ー ダの性状 お よ び 、 ケ

イ砂 ( 三河 5 号ケ イ砂) 、 フ エ ロ ク ロ ム ス ラ グ ( 日 本

重化学製造) 、 ピッチ、 ベ ン ト ナ イ ト の 化学成分、 粒

度 分布 を 表 1 - 8 に 示す。

表- 1

表- 2 ケ イ 砂の粒度分布

表 4 7 エ ロ ク ロ ム ス ラ グの粒度分布

表 5 フ エ ロ ク ロ ム ス ラ グの化学分析値

表- 6 ベ ン ト ナ イ ト の粒度分布

表ー 7 べ ン ト ナ イ ト の化学分析値

表- 8 ピ ッ チ の粒度分布及 び化学分析{直

2 ・ 2 実験方法

ケ イ砂 3 々 に 対 し て フ エ ロ ク ロ ム ス ラ グ粉 末 を 3

% ( wt ) 配合 し て 、 小型 シ ン ブ ソ ン ミ ル ( 容量10々 、

36rpm) で30秒 間 混合 し 、 各種モル比 ( 2 . 5 ， 2 . 7 ， 3 . 0 ，

3 . 2 ) のけい酸ソーダを 6 % ( wt ) 添加 し て 、 各 条 件 に 応

じ た 適正混練時 間 で撹伴混線 し た 。 各種添加材 ( べ ン

ト ナ イ ト 、 ピ ッ チ、 グリ オ キ ザ ー ル ) は フ ェ ロ ク ロ ム

ス ラ グ を 添加 し 、 30秒 間 混練 し た 後 に 添加 し 、 15秒

間 混合 し た 。 I昆練後す ばや く 50棚。X 50棚h の 鋳 物砂

標準試験片 を作成 し 、 恒温恒湿器中に設定 し た 実験条

件 ( 気温 5 .C 、 15 .C 、 30 .C の 各 々 に 対 し て 湿度50% 、

70% 、 85% と 設定 ) の も と に 24時間放置 し 、 そ れ を
200 .C 、400 .C は ニクロム 線加熱炉で 、 ま た 600 .C 、 800 .C 、

1000 .C 、 1200 .C は シ リ コ ニッ ト 炉で焼成 し た 。 そ の

後空気 中 に て 冷却 し 24時 間 経過 し た 状態 での残留強

度 を 測定 し た 。

抗圧 力 は 5 k; /仰2 ま では ベ ン テボュ ラ ム 型鋳物砂万能

試験機 で 、 ま た そ れ以上の場合は 3ton荷重 ア ム ス ラ
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一試験機で測定 し た 。 S SI は JIS に も と づ い て ロ 一 本 来 、 け い 酸 ソ ー ダ ー ス ラ グ 自 硬性鋳型 に お い て

タ ッ プ型 自 動ふ る い 器に お い て サ ン プル を 6 mesh は 水 ガ ラ ス と ス ラ グ と の化学 反応 に 対 し て 温度 がか

ふ あ い 上 で60 秒 間 揺 動後 の 重 量変化で、示 し たの な り の影響 を 及ぼす こ と が予想 さ れ る 。 残留 強 度 は

な お パ ク 熱時 間 は Dietert の 加 熱 時 間 を 参考 に し 一般的 に い っ て 水 ガ ラ ス と ス ラ グ と の硬化反応 に 寄

た 。 表 - 9 、 10 に 各 条件に 応 じ た 適正 混練時間 、 お 与 し な か っ た 未 反応水 ガ ラ ス の 量 に よ っ て 決 ま る と

よ ぴ加熱保持時間 を 示す。 思 わ れ そ こ で造 型 中 室温が ど の く ら い影響す る

表 9 気温 と 適正i昆練時間

誌で 5 "C 15"C 30"C 

2. 5 150 8ec 120 sec 120 sec 

2 . 7  120 sec 90 sec 60 sec 

3 . 0  60 sec 30 sec 15sec 

3 . 2  60 sec 30 8ec 15sec 

表- 10 加熱保持時間

3. 実験結果及び考察

3 ・ 1 残留 強度 に 対す る け い 酸 、ノ ー ダモル比 及 び

気温の影響

25  

モ ル比 2 . 5

骨一・ 気温 5 で
‘一一‘ 11 15"C 
・一一・ 11 30"C 

モ ル比 2 . 7

ぬ 7 

もの か に つ い て検討す る と 次の よ う に な る 。

残留 強度 に 及ぼす け い 酸 ソ ー ダ及び気温の影響に つ

い て 、 湿度 を 70%一定 に し て 気 温 を 5 0C 、 150C 、 30

℃ と 変 化 さ せ た 場合 を 図 ー 1 に 示す。
ま ず モル比 2 . 5 の場合に つ い て 見 る と 、 全般的 に

300C 、 150C 、 5 0C と 低 温に な る に つ れ て 残留 強度が

高 く な っ て お り 、 こ れ は 造型 中 に 気温が高 い場合、

水 カホラ ス と ス ラ グ と の硬 化反応、が活発 と な り 、 そ の

生成す る 硬化物が 多 く な り 、 し た が っ て加熱後の残

留 強度 に 影響す る 未 反応水カゃ ラ ス の 量が少 な く な る

た め残留 強 度 が こ の よ う に 低 く 現 わ れ る もの と 思 わ

tL る 。 ま た 、 fß;ì昆 5 0C に お い て は 7)(7ゲラ ス と ス ラ グ

と の硬化反応が緩慢 と な り 未 反応、 水 ヵー ラ ス が 多 量 に

残存す る た め 、 残留 強度が高 〈 現わ れ た もの と 考 え

I I モ ル比 3 . 0

N本
200 400 600 800 1000 1200 

加 熱 温 度 CC )

図 1 気温、 け い 酸 ソ ー ダモ ル比 と 残留強度 と の関係 ( 湿度70%一定)
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モル比 3 . 0 モル比 3 . 2

A 
モル比 2 . 7

x-ー見 t湿 度 50%
A-A. " 70% 
。 Q 11 85% 

l 一一+一正

ら れ る 。

気温、 5 'C 、 15'C の 時 、 加 熱温度 200'C に お い て は

異常 な 残留 強 度 の 増加 が認め ら れ る 。 しか し気 温30

℃に お い て は 、 こ の よ う な 現象が現わ れ て い な い。

こ の こ と か ら もや は り低温時 、 5 'C に お い て は 、 高 温

時 、 30 .C よ りも鋳型 内 に お い て の水 ガ ラ ス と ス ラ グ

と の硬化反応 が緩慢 と な る た め に 未 反応 水 力、 ラ ス が

多 〈 残存す る た め加熱温度 200'C に お い て こ の 未 反

応 水 ガラスの乾燥脱水硬化が現わ れ た も の と 思 わ れ る 。

モル比が2 . 7 、 3 . 0 、 3 . 2 の場合に お い て も気 溢が、 30

℃、 15'C 、 5 'C と 低 く な る と 残留強度が高 〈 現 わ て

い る 。 ま た モル比が高 く な る と 水 ァゲ ラ ス と ス ラ グ と

の硬化反応が活発 と な り未 反 応 水 カゃ ラ ス の 量が 少 な

く 、 Na， 0 の 量も少 な い た め 残留強度が低 く 現 わ れ

た もの と 思 わ れ る 。

3 ・ 2 残留 強度 に 対す る け い 酸 ソ ー ダモル比 及 び ・

湿度の影響。

残留 強 度 に 及ぼす湿度 、 け い 酸 ソ ー ダモ ル比 の影響

に つ い て 温度15'C 一定に し湿度 、 50% 、 70% 、 85%

と 三段階 に 変化 さ せ た 場合 を 図 2 に 示す。 こ れ を

30 

25 

ハU
(同区\
企〕

1

印

刷世
間組
担
叡

5 

見 る と 、 モル比 2 . 5 の場合に お い て 、 加 熱温度 200
℃、 400'C に お け る 残留 強 度 は 湿度 の影響 を 大 き く 受
け る が、 加熱温度 600'C 、 800'C 、 1000'C 、 1200'C に

お け る 残留 強 度 は 湿度 の 影響 は 少 な い 。 こ れは鋳型

内 の 未 反応水 ガ ラ ス の室温に て の 脱水硬化の程度 と 、

水 ガ ラ ス と ス ラ グ と の硬化反 応 に よ る 硬化生成物の

量 と の 関 係 に よ っ て 影響 を 受け る も の と 考 え ら れ

る 。 鋳 型 内 の 未 反 応 水 カゃ ラ ス の 脱水が少な い と き 、

す な わ ち 湿度85% で は 、 加 熱 温度 に さ ら さ れ る と 急激
に 鋳 型 内 の 粘結 剤 で あ る 水 ガ ラ ス が乾燥脱水 を 受

け る た め 内 部 に 硬 化体 で あ る 硬化生成物 と の 聞 に

収縮応 力が働 い て 歪 が 生 じ 残留強度 の低下 を 招 い

た もの と 思 わ れ 3 ) そ の た め に 加 熱温度 200'C 、 400'C

に お け る 残留 強 度 が湿度 の影響 を 大 き く 受 け る もの

と 考 え ら れ る 。 な お 、 ケ イ 砂の �ß石 英転移温度 、

575'C 以上の加 熱温度 、 600'C 、 800'C 、 1000'C 、 1200'C

に お け る 残留 強 度 は 水7ゲラ ス と ス ラ グ と の 硬化生成

物 の 量 に よ っ て 変 化す る で あ ろ う と 思 わ れ る 。 気 温

が15'C 一 定 で あ る た め こ の硬化生成物は 同 量 で あ ろ

う と 予想 さ れ る の で 、 600'C 以上 の 残留 強度 に は 湿度

の影響 は あ ま り 現わ れ な いもの と 思 わ れ る 。 こ の傾
向 は モ ル比 2 . 7 、 3 . 0 、 3 . 2の場合に お い て も同 様 な 傾

o 200 400 600 800 1000 1200 . 0 200 400 600 800 1000 1200 0 200 400 600 800 1000 1200 c O 200 400 600 800 1000 1200 

加 熱 温 度 ('C )

図 - 2 湿度 、 け い酸 ソ ー ダモ ル比 と 残留強度 と の関係 (気温15'C 一定)
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向 が認め ら れ た 。

ま たモル比が高 く なれJまこの傾 向 は 小 さ く 現わ れ て い

る 。 な お 、 実験結果に よ れ ば 、 硬化生成物の 多 い 時

す な わ ち 造型 中 の 気 温が高 い 時 、 残留 強度 は 湿度 の

影響 を 大 き く 受 け て い る 。 一般的 に 、 ス ラ グ系 自 硬

性鋳型 は C O.型 に 比べ て 崩壊性がすぐ れ て い る の は 、

ス ラ グ中 での主成分で あ る 2 CaO ・ S i O.が冷却 に 際

し 850 .C に 於け る a';;:: y 結 晶 転移が12% の 容積増加 を

伴 い 、 こ の 異常膨脹が粉塵化の 原 因 と な り こ れが鋳

込み 後 の 崩 壊性 を 助長 し 高 温域での残留 強 度 を 低下

さ せ て い る もの と 考 え ら れ る 。 以上の結果か ら 残留

強度 は 、 け い 酸 ソ ー ダモル比 、 気 温 、 湿度 に よ っ て

大 き な 影響 を 受 け て い る こ と が わ か る 。 そ こ でけ い

酸 ソ ー ダモル比 2 . 5 に お い て 残留 強 度 が非常 に 高 く

な る と 思 わ れ る 、 低温、 低湿す な わ ち 実験 条 件気 温

5 .C ， 湿度50% に 於 い て 、 い か に 残留 強 度 を 低下 さ せ 、

常温での鋳型特性 ( 抗圧 力 ， S SI) を 悪化せ ず に 崩

壊性 を 良好に す る か に つ い て 、 各種添加剤 ( ベ ン ト

ナ イ ト 、 ピッチ、 グリ オ キ ザー ル ) の添加 量 を 変化

き せ残留強度 と の 関 係 に つ い て検討 し た 。

3 ・ 3 ベ ン ト ナ イ ト 添加 に よ る 影響
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図 - 3 ベ ン ト ナ イ ト 添加量に よ る 残留強度の変化
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図

気温 5 .C 、 湿度50% 中 で 、 け い 酸 ソ ー ダモル比 2 . 5

に お い て ベ ン ト ナ イ ト の添加量 ( 1 、 2 、 3 、 4 、

5 % ( wt ) ) に よ っ ての 残留強度 の変化 を 図 - 3 に 示

す。 こ れ を 見 る と ベ ン ト ナ イ ト の添加 は 無添加 のも

の よ り、 残留強度 を 低下 さ せ て おり、 添加量の 多 い

も の ほ ど効果が大 き い。 こ れ は ベ ン ト ナ イ ト が 600

℃前後 で大部分の結 晶水 を 失 い 、 完全脱水す る た め
粘土 と しての 粘結性 を 喪失 す る こ と に よ る と 考 え られる ;

し か し 、 添加量が増加す る と 常温での鋳型特性 、 す

な わ ち 抗 圧 力 、 S S I等 が悪 化 さ せ る もの と 予想 さ れ

る 。 ベ ン ト ナ イ ト 添加 量 に 対す る 抗圧 力 、 S S I の 変

化 を 図 - 4 に 示す。

こ れ を 見 る と ベ ン ト ナ イ ト 添加量が増加す る と 抗圧

力 、 S S Iが低 下 す る 傾 向 が見 ら れ る 。 こ れ は ベ ン ト

ナ イ ト が鋳型 中 の水 分 を吸湿 し 水 ガ ラ ス の 脱水 を 阻

害す る た め で あ ろ う と 思 わ れ る 。 今 、 中 小鋳物の24

時間放置後の鋳込可能強度 を 8 "" /<>m' と す る と ベ ン

ト ナ イ ト は 3 - 4 %以上添加す る こ と は 避 け な け れ

ば な ら な い。 図 - 3 よ り 残留強 度 は ベ ン ト ナ イ ト 2 ，0

% 以上添加 し で も あ ま り変化がな い よ う で あ る 。
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自 硬性鋳型の残留強度に 及ぼす気温. 湿度の影響

熱分解 の 早 い ピ γ チ を 使 用 す る と 添加量が 多 い ほ ど

残留 強度が低下 し 崩壊性が良 く な る と 思 わ れ る 。 と

く に 高 温域に お い て は ピッチが水 ガ ラ ス と 砂 と の 焼

結 を 防止 す る た め 残留 強 度 の低下が著 し い。 し か し

低温域に 於 い て は 添加量の差異 は あ ま り認め る こ と

は 出 来 な か っ た 。 図 - 6 に ピッチ添加量 に よ る 抗圧

力 、 S S1 の変化 を 示す。 こ れ も ピッチ添加量が増加す

る と 鋳型特性 ( 抗圧 力 、 S S1 ) が悪化す る 。 こ れ も 、

今 、 鋳込み可能強度 を 8 kj /側2 と す る と ピッチ添加

量 を 2 . 0% 以下 に お き え る べ き で あ ろ う と 思 わ れ る

モル比 2 . 5  
気 温 5 ・c
湿 度 50%

_ . ピ γ チ 0 %

。-0 11 0 . 5% 

A-À ' 1 % 

J‘ーーお 11 1 . 5% 
固--LI " 2 % 
.7ー ・ 11 2 . 5% 
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図 - 5 ピ ッ チの添加量に よ る 残留強度の変化

.-・ 抗圧力
0--0 S S I 

25 

201ll-\-0.---I-一一世 l 1-1 90 � 
『
回
cn 

15 トーート-， 1-180 
E 
4 

4ミ
出
t言 5 

。
ピ ッ チ添加量(w t% )

図 - 6 ピ ッ チの添加量に よ る 抗圧力 、 S S I の変化

3 ・ 4 ピッチ添加 に よ る 影響

け い 駿 ソ ー ダモル比 2 . 5 、 気温 5 'C 、 湿度50% に 於

い て ピッチ添加量 (0 . 5 、 1 . 0 、 1 . 5 、 2 . 0 、 2 . 5% ( wt ) ) に

よ っ て 残留強度 の変化 を 図 一 5 に 示す。

3 . 5 グリ オ キ ザー ル添加 に よ る 影響

モル比 2 . 5
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図ー 7 グ リ オ キザールの添加量に よ る 残留強度の変化

け い 酸 ソ ー ダモル比 2 . 5 、 気温 5 'C 、 湿度50% 、 に

於 い て SU プ ロ セ ス で の 硬化促進剤 で あ る グリ オ キ

ザー ルの添加 量 (0 . 2 、 0 . 4 、 0 . 6 、 0 . 8% ( wt ) ) に よ っ

て 残留強度の変化 を 図 一 7 に 示す。 多 く 添加 す れ ば

残留 強度の低下が急激に あ ら わ れ て い る 。 こ れ は グ

リ オ キ ザー ルが水 ガ ラ ス と 次の よ う な硬化反応 を 起

こ す (4) た め と 考 え ら れ る 。
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養田 実 ・ 吉本隆志 ・ 中 田 登志夫
ピッチ、 グリ オ キザ ー ル) の適正添加 量 を 示す。
表ー1 1 気温5'C、湿度50%に於け る 各種添加剤の

適正添加量(けい酸ソーダモル比 2 . 5 )
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図-8 グ リ オ キザール添加量に
よ る 抗圧力 、 8 8 1 の変化

CHO CH20H 
Na2 0 ・ nS i 02 + 2 I + H20一→ 2 I + n S i 02 

CHO C O ONa 

CH20H 
この硬化反応 に よ っ て 生成 し た 2 I と 、 この

C OONa 

硬化反応 に よ っ て 鋳型 中 に 残存す る 未 反応水 ガ ラ ス

が少 な く な る た め 残留 強 度 が低下 し た もの と 考 え ら

れ る 。

ま た 図 - 8 に グリオ キザ ー ルの添加 量 に よ る 抗圧力、

S SI の変化 を 示す。 これもグリ オ キ ザー ル添加量が

増せばこ れ ら 鋳型特性 は 悪 化 し て い る 。 24時 間 後の

鋳込み可能強度 を 8 � /開2 と す れ ばグリ オ キザー ル

添加量 を 0 .6%以下 に 止め る べ き で あ る 。

以上の結果か ら 残留 強 度 は け い 酸 ソ ー ダモル比 、

気温、 湿度に よ っ て 大 き く 影響 さ れ る と 思 わ れ 、 特

に 残 留 強 度 が 高 く な る と 思われ る け い 酸 ソ ーダモ

ル比 2 . 5 に 於 い て 、 低温、 低湿す な わ ち 実験条件気

温 5 'c 、 湿度50% に 於 い て は 残留 強 度 が高 く な り鋳
込み後 の 崩 壊性が非常 に 悪 く な る 。

し か る に 冬季に お い て は 夏季に 比べて 鋳込み 後 の 崩

壊性が悪 く なり型パ ラ シ 作業能率が非常 に低下す る

もの と 考 え ら れ る 。 そこで、 こ れ を 改善す る 必要が

あり、 表- 1 1 に 残留 強度が高 く な る と 予想、 き れ る 環

境す な わ ち け い 酸 ソ ー ダモル比 2 . 5 に お い て 気 温 5

℃、 湿度50% に 於け る 各種添加剤 ( ベ ン ト ナ イ ト 、

これ を 見 る と ベ ン ト ナ イ ト を 使 用 す る と き は 、 2 .0%

程度 、 ピッチの場合は 2.0% 、 グリオ キ ザー ルの場

合は 0 .6%程度添加 す れ ば 、 この低温、 低湿中 での

常 温での鋳型特性 ( 抗圧力、 S S I ) を 悪化せず に 残

留 強 度 を 低下せ し め 、 崩壊性 を 良好 に し 鋳込後の 型

パ ラ シ 作業能率も向上す る もの と 予想 さ れ る 。

4. 結 言

1 . 残留強度 に 対す る 気温の影響に つ い て 、 気温が

低 い ほ ど残留強度 は 高 い 。

モル比 が 低 い ほ ど気温の影響は 大 き い。

2 . 湿度の影響に つ い て は 、 低湿 で あ る ほ ど残留強

度 は 高 い。

モル比が低 い ほ どこの影響は 大 き い 。

3 . 残留強 度 に 対す る 気温 、 湿度 と 各種添加剤 (べ

ン ト ナ イ ト 、 ピッチ、 グリ オ キザ ー ル ) と の 関

連性 に つ い て は 、 一般に 水 ガ ラ ス のモル比が高

く な る ほ ど気温、 湿度の影響 は 小 さ い。 し か し 、

低モル比 2 .5 の場合、 気温、 湿度の影響 を大 き

く 受 けやす く 、 特に 冬季は 夏季 よ りも残留 強度

が高 く 崩壊性が悪化す る と 思 わ れ 、 各種添加剤

を 加 え てこの冬季の崩壊性 を 改善す る 必要があ

る 。 こ の 崩 壊性 を 改善す る た め に 各種添加剤 、

ベ ン ト ナ イ ト を 添加す る 場合 2 .0% 、 ピッチの

場合 2.0% 、 グリ オ キザ ー ルは 0.6%程度添加

す れ ば\ こ の 冬季 に 於 け る 残留 強 度 の 増加 を お

さ え 、 崩壊性 を 改善 し 鋳込み後の作業能率 を 高

め る こ と が出 来 る と 考 え ら れ る 。

( 日 本鋳物協会第8崎演大会恥 引

昭和48年10月 16 日 に 講演 し た もの / 
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