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　操 舵 手の 動作は 比例操舵 とい うよ りは 位相進 み を伴 う ON −OFF 制御，す なわ ち針路 の 振れ を認め る と 2°〜3“

の 舵角を 一挙 に与え て こ れ を保ち，原針復帰の 少 し前 に 中央 に 戻す形 の 動作が 基本 に なつ て い る と見 られ る節が

あ ります 。 外乱 が増大す る と こ の 動作が 階 段 的に 積重ね られ漸次 PD 比例動作 に 近づ くが ，普通の 保針操舵で

は む しろ一段 だ け の ON −・OFF 制御 に 近い と も見 られ る の で す 。 い ずれに し て も実際の 保針運動の 記録を 解析 し

て操舵手 の制御特性を確め る こ とが こ の 種の 取扱い に極め て大切 と考えます 。 また こ の 調査 は 現在 の オ ートバ イ

v ッ トの 重大な弱点 で あ る荒天時 の 特性低下を 解決 す る手掛 りを 与え る と思い ます 。 熟練 した 操舵手は 荒天時に

は オ ートパ イ ロ ヅ ト よ り も遙か に 手際 よ く保針す る こ とが 知られ て い るか らで す 。

　つ ぎに
一

次系近似で す が著者も指摘され た通 り Ts の 安定効果は閉ル ープ 操舵系で 大きい 役割を もち ，た め に

こ こで は一
次系近似を諦め るべ きで あ る と考 え ます 。 船単独 の 操縦性 の 問題 と 違っ て こ こ で は 操舵手 の 特 性 とい

う厄介者 を伴つ て い る こ とを 考え れ ば
‘

船の 伝達函数 の 次数が上 る ため の 煩雑さは 実用的立場か ら考え て も全体

と し て は 余 り問題に ならない の で は ない で し よ うか 。

　谷　　初　蔵君　御討論を感謝い た し ます。

　曳船型 の 小 さ な 船 で あ ります が ，そ れ の 保針操 舵 の 舵角記録を 調 べ て み る と，御指摘 の とお り人間 の 操舵 は 位

相進 み を もっ た ON −OFF 制御で あ る こ と が 分 ります 。 練習を積ん だ 者 ほ ど，そ れを た くみ に 行 な つ て い る よ う

で す。 そ れ で Manual　 steering は 当然不連続な制御動作 と し て 取扱わ る べ ぎもの と考え ますが ， 本論文 で は 手

は じめ に ，扱 い の 簡単な比例制御 を 仮定し ま した。こ れが 問題 を 空 論化す るほ どの 仮定だ と 困りますが，それほ

ど で は ない と 思い ます 。
ON −OFF 制御と して の 扱 い は 別に進め て お りま す 。 なお ，

こ れに 関連 し て実際 の 舵角記

録解析 に つ い て は ，次の 機会に 報告す る準備を し て お ります 。

　つ ぎに
一

次系近似に つ い て は ，い さ さか 絶望 的 な お 見 とお し の よ うで すが ，私 と し て は も う少 し 検討 して み た

い と 思い ます 。 ど うした ら よい か は，まだ 具体的方法に 及 ん で い ませ ん の で ，本論文で は触れ る こ と は で きま せ

ん で した 。

p．205〜212 AStudy 　on 　the　Bilge　Keels

　（座長） 佐藤正 彦君　著者 は ピ ル ジ キ ール の 御研究に つ い て た び たび 御発表下さつ て い ま すが，本 日は 鉛型が

ビ ル ジ キ ール の 造渦抵抗に 及ぼす影響，実船 の 横揺れ に 対す る抵抗 の 推定法等に つ い て 拝聽 い た し ま し tc。 ビ ル

ジ iv　一’ル は 効果的な減揺手段 と し て 古 くか ら用い られ て お りま す が ，そ の 形状，寸 法，装 着 位置等 を 合理 的に 決

定 tる に は まだ十分な設計資料 が ない よ うに 思わ れま す 。 著者が こ の 方面で着 々 研究を お進め に．なつ て お ります

こ と に 深 く敬意 を表 し ます と と もに ，今後も引続き研究の 結果 を御発表下 さい ます よ うお 願 い 申上 げ ます 。

　た だ い ま の 貴重 な 御 講 演 に 対 し，皆様 と と もyc拍手を も つ て お 礼申上 げ た い と存 じ ま す 。 （
一同拍手）

p，213〜227 船 体 横 強度近似 計算法 に つ い て （第 2 報）

　（座 長 ） 遠 山 光
一

君　著者 山 口 勇 男君 は さ きに 「肘板を 有 す る 固定梁 の 実験」 と 「肘板を 有 する骨組構造物 の ・

曲げモ ーメ ン ト分布」 に つ い て 当協会に 研究を発表 され ま した が ，今回 さ らに 端部変断面お よび 剪断変形を求め ・

るた め 近似計算法を 明示されま し た こ とは，斯界の ため 寄与す る とこ ろ大な る もの があ る もの と思わ れ ます 。

　 と くに 船型 の 大 型化 に 伴 い ま し て 船 の 横強度が 重要性 を 増 し て 参 りま し た の で ，今後 と も著者の こ の 方面 で の ・

御研究 の 発展を 祈 りま し て 皆様 と と もに 拍手 を 以て 著者 に 敬意を表 し 度い と存 じ ます 。

p．229〜243
澑槽 船 に お け る部材 結 合部 の 応力 分布 と

　　　　そ の 近似計算法に つ い て

　（座 長 ） 遠幽 光一君 　超大型船 の 構造お よ び強度の 問題は 現在 わ れ わ れ の 当面 して い る重要な課題 の 一つ で あ．

ります 。 著者，寺田泰治君は こ の 問題 に と り組まれま して 油槽船 の 部材結合部の 応力分布状態を 解明され，応力
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値を求め る簡単な実用公式を導か れ ま し た こ とは
， 今後超大型船の 構造設計お よび 工 作 の 面 に 寄 与 す る と こ ろ大

な る もの があ る と考 え ま す 。

　こ こ に 拍手を 以て 著者 に お 礼申 し上げ る と共 に ，今後 と も御研究 の 成果を当会に 御発表 い た だ きま す よ うお 甌

い 申 し上げ ます 。

p ．245〜255 船 体運動 時 に 荷油に よつ て 生ず る動 的圧 力 の 研 究

　後 藤 大 三 君　タ ン ク 内の 水位に よ つ て もち が い ま し よ うが Wask 　BHD の 開孔位置は 上部 と下部で い ずれ．

が よ ろ しい とお 考えで すか 。

　山 本 善 之君 第 4・1 図 （b ）を御覧い ただ ければ お わ か りの よ うに ，30％ の 開孔 が下方に集中 し て い る

B −L30 の 方が ，上 方に 集中 して い る B−U　30 よ り大 な る圧力を 示 し て お り ます 。
こ の こ とか ら ， 開孔位置は 比

較的上部 の 方が有効 と 考え ま す。

p．255〜267 船 体 用大径 鋲に 関す る 研究 （第 1報）

　山 本 善 之 君　仕上げ打 ちが 非常に 有効 との こ とで すが ，鋲の 締付力 の 発生の 機構に つ い て は どの よ うに お
・

考 え で す か 。

　佐 藤 正 彦君 鋲 の 締付 け力の 測定に 関連 し て ，緯付け 力 の 発生機構 に つ い て も究明 した い と は 考 え ま し た

が ，計測方法の関係で鎮鋲作業中に 締付け力の 変化を追跡す る こ とがで き ませ ん で した し，時間の 関係もあつ て

別途 の 実験を 試み る に 至 りませ ん で し た。今回 の 実験の 経過 か ら見 ま し て ，本文 に も記載 して あ ります こ と で す

が ， 仕上げ打ち が大きな要素の よ うに 考 え ます 。 大径鋲は 冷間で は 鋲孔 の 形状 に な じむ よ 5 に 成形 で きな い た め

熱間で一応形成 し，続い て 行な う仕上 げ打ち に よつ て ，安定した締付けカが生ず る の で あ ろ うと 考 え ま す 。 冷間i

で か しめ られ る程度の 径 の 鋲 で ，今回の 実験 と 同要領で 締付け 力 の 測 定を して 見 れ ば，こ の 辺 の 様子が わ か る で

し ょ う と思い ます 。

一
部の 研究者は荒打ち終了後の 鋲の 冷却収縮を締付け 力発生の 主 要素 と見て い ま す 。 も ち ろ

ん こ の よ うな要素も考え られますが，荒打 ち終了時 の 鋲 と鋲孔 との な じみ方が 大きく影響して 来 るは ずで ，こ れ

だ けで 締付け力の 発生 を考え る の は 不 十 分 の よ うに 思 い ま す。な お ，今 回 の 実験 で 岡径 の 鋲で 片皿 と 両皿 と で は

一
般に 両皿 の 方 が諦付け力が低 く出ま し たが ，こ れ は仕上げ打ち 終了後の 冷却に よ り，シ ャ ン ク が 収縮す る と共

に 皿 の 部分もや せ て きますか ら，皿 の 角度は 40°

前後で 展面がゆ るやか な た め 皿 の 部分 の ゆ る み が 影響 した の で

あ ろ うと考 え ます 。

p．305〜316 水 圧 を受け る 平板 の 強度

　（座長） 金 沢　武 君　近 時建設 ，土 木関 係の 骨組構造 に 対 し て は 塑 性 設計法が 実際に 設計に 採用され て い る こ

と は す で に 御承知の こ と と存 じ ま す 。 し か し，船 舶 の よ うに 防撓平 板構造に 対 し て は まだ 塑性設計を採用で き る

段階に は達して お りませ ん が，最近は 平板構造の 塑性域で の 挙動や設計方法 に つ い て の 研究が諸外国お よびわが

国で も非常 に 盛ん に な つ て い ま ダ。 今 回 発表されま し た論文 は先の 1 〜8 の 論文と共 に 平板溝造 の 塑性設計 の 基

礎資料 と して 極 め て 重要な 論文 で あ る と考え られ ます。将来 と も こ の 種の 論文 が 数多 く発表 さ れて 一日 も早 く船

舶 に 対 す る塑性設計方針が確立され る こ とを望んで こ の有益 な論文に 対 し皆様と拍子 を もつ て 御礼申 し上げた い

と 存 じ ます 。 （拍手 ）

p．3玉7〜335 高湿 予歪 が 鋼 の 切 欠靱性 に お よぼ す影響

町 　田 　 進 君 1． 主 と して の 前の 御研究に 関連 い た し ます が
“

鋼材 の 残 留延性
”

とい うの は 具体的 に い か
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