
2・3繊維の物性及び糸斑の測定
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に大きな差異を認めるoまた遅延時闇の分布関数にっい　　　　The　physical　natures　of　silk　and　acetate　are



柳沢・吉川：2・3繊維の物・1．生及び糸斑の測定　　　　　　　　　　　　　　131

alike・　and　also　th〔〕se　Qf　nylon　and　terylene　are　　　　　　Tlle　unevenness　of　‡he　reeling　thread　is　clユanged

nearly　tlle　same．　But　acetate　has　some　diffe・　　　into　the　wave　of　the　electric　cu1・1・ellt　by　the　photo・

rellt　qualities　fro！u　the　three　other　fibres．　Fo！’　　　　electric　tube　of　this　1uachine　and　then　is　recorded

instance，　the　elongatiQn　of　step－．．loaded　fibre　of　　　　by　a　nlicrorecQrder　after　aml）lificati（⊃n．

acetate　is　colltinui！lg　for　a　while　after　the　gradual　　　　The　perception　in　this　Inachine　is　very　sensitive

vemova正of　the　load．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　so　only　froln　the　Point　of　view　of　sellsitivity

　　（2）　For　the　purpose（，f　th¢perception　about　the　　　　it　is　sEttis’factc》ry，　but　the　prevention　of　thermal

unevelllless　of　the　silk　thread　during　reeliエ19，　a　　　　agitation　noise，　111icl・ophOlliC　noise　and　others　is

new　machine　was　c（mtrived　in　ou’t°1aboratory　by　　　still　imperfect．　The　study　is　to　be　c（mtillued　to

the　subsidy　from　Ministry　of　Education．　　　　　　　make　a　perfect　olle．


