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討 論

極小造波抵抗を 有す る 半没水船型

石　　井　　正　　夫

　田 中 　拓 君 　半没水船 の 問 題 を 考え る 上 で
， 具体的な 成果を示 して 頂 きました こ とに感謝致 します 。

　前囘 の 論 文で も著者が 説明 され ま した よ 5に ，半没水船 は，も と も と高速 に お け る推進性能 お よ び 耐航性能0

改善を 目的 と し て 考えられた もの で あ りますが ，特 に ，水中部分の 排水量 が 水面を貫通す る部分に くらべ て 大 ぎ

い 場合に ，そ の 意義 が 深い と思 わ れ ます 。 こ の よ うな 場 合 の 船型 と し て ，水中部分 の 長 さよ り水面貫通部分 の 長
さが著 し く短 い とき，最適組合 せ ，最適速度に 関す る 結論が ど の よ うな 傾向に変る か ， ご教示下 さ い 。．

　石井　正夫 君　 目下 の と こ ろ ご質問に お答えで きる具体的な資料は 持つ て お りませ ん 。 本文に 記載 し て あ る，

複合船型の 場合に は，前回 の 報告で も述べ て お ります よ うに ，上 部船体の 長 さ は 没水部の 基準長さに等 しくと る、
必要が あ ります 。 上 部船体の 長 さ を 短か くす る と，波 の 位相が ずれ て

， 干渉に よ る波 の 打消 し効果を十分 に 利 用，

す る こ と が で きませ ん 。

　船体を表わ す特異点分布を別 に 考え れ ば，お 説 の よ うな 場合 に 適当 な 組合 せ 船 型 が 求 め られ る か も し れ ませ
・

ん 。 例えば，Cosine船型 の 没水部 と Doubletの 柱 の ご と き組合 せ で ，シ ェ ノ ーケ ル をもつ た半潜水船 の造波抵：

抗を減少させ る 可能性 は あ る と考え ます 。

東京大学船型試験水槽曳行台 車等 の 改 新 に つ い て

乾 崇　　夫 外

　荒 井　能 君　小型水槽 に お け る曳行台車 の あ り方に 重点を お か れ て 設計 ・製作 さ れ ま した こ とは，今後 と

も比較的多 く製作 さ れ る で あろ うと思われ る 中小型水槽 の曳行台車 の 計画 ・設計 ・製作者 に 裨益す る こ と大 で あ，
り， 著者等の 着眼点 に 敬意を表 し ます 。

　以下の 事柄に つ きま し て 質問 させ て い た だ きま す 。

　　（1 ） 曳行台車の 出発抵抗 は ど の よ うに して計測 され ま した か 。 また 走行抵抗は どの よ うに して 計測 さ れ ま
．

した か 。 な お走行抵抗に つ きま して は，曳行台車を隋行させ その 減速度か ら走行抵抗を推定する方法で ， 4 輪の ・

目白第 1 水槽曳行台車で は 自重 18t に 対 し 2・4kg ！t，
4 輪の fi白第 2水槽曳行台車で は 自重 8t に 対 し 3kgft．

8輪 の 三 鷹第 2 水槽 曳行台車 で は 自重 52．8t に 対 し 4．2kg ！t との 結果を 得 て い ます 。 ト ン 当 りの 走行抵抗 は 車、

輪の数に 関係 し，また 小型 の 曳行台車 ほ ど 大きい と考 え られ ます の で ，記述 さ れ た値は 妥当なもの と 考え ます 。

　（2 ） 曳行台車各部 の 固有振動数お よび振幅は い か に し て 計測 され ま した か 。

　乾　嶷 夫 君　 （1 ） に つ きま して は ，本曳行台車 が 小型軽量 で あ る た め ， 直接バ ネ 秤 で 曳行する方法で測定：

で きました 。 出発抵抗は 台車が ス タ ートす る “ 瞬を と らえ るた め に
， 急激 な加速度変化を起こ さな い よ う，テ コ

・

を 用 い て徐 々 に 張力 を加 え，台 車 が 動き出す瞬間 を もつ て計測値 と し ま し た 。 また，走行抵抗は 旧 小型補助台車、
と 主台車を バ ネ 秤 で 連結 して曳行 し， 直接読み と りま した 。

（2 ）に つ 9 ま して は ・ア ス カ ニ ア 振動計 を 使用 L ，鉛・・ソ マ で 局部的 に 衝撃 を あた え た と ぎの 各部 の 個有周期 1
を記録 しま した。な お，と くに 横桁 に つ い て は，部 材 に ス ト レ イ ン ゲージ を 貼つ て

， 電磁 オ シ P に 記 録 し ま し，
た

。 その 結果 と
，

ア ス カ ニ ア 振動計 に よ る記録は完全に一致い た して お ります。

部分 空洞 を生 じ た 翼の 三 次元理 論 （そ の 1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花　　岡　　達　　郎

鬼頭　臾城 君　私 は約 27 年以前 に ，部分空洞を生 じた 翼 の まわ りの ポテ ン シ ァ ル 流れに 関 し，2 次元聞題
と した と ぎの 理論 を考究した  

， しか し， 学力不足の た め，具体的結論を得る まで に は 至 らな か つ た 。 そ の 後外、
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涸 で も同種の 問題 を考究した 人が現わ れた （2）
。 それに して も，未 だ 何か お しつ けが ま しい 点 が 残つ て い て，最終

、的 な結末がつ い た と も思 えな か つ た Q

　 こ の 論文 の 著者花岡君は ，前回 の 論文 で
， 流体模形に 実験係数を導入 す る方法を案出 し ， 発表 され た 。 今鳳の

論 文 は ，
こ の前論文の 結果 を ， 翼お よび プ P ペ ラに応用 して ， 揚力線理論的な考え方 に よ り，部分空洞を生 じた

翼 に お け る流れ と，それに よつ て発生する流体力の 計算を 示 され た もの と考える 。

　 こ れ もひ とつ の 見方で あ り，工 学的問 題 に 対す る ア タ ッ ク の 1 方法 と して よ い 参考 に な り得る もの と私 は 考 え

る o

　 （1 ） Fig．3 の 曲線の うちで ， 全面空洞に対す る部分は無限遠ま で の び て い る 場合に 対する もの か ，有限長さ

の 空洞に 対す る もの か ？

　 （2 ＞ 第 3 図に お い て 部分空 洞の 部分が ， 全面 空洞 の 部分 と接 が る と こ ろ で 曲線が 急に 立 つ て い る 。 こ れは 理

論計算上その よ うに なつ た もの と思われるが，こ の 現象 の 平易な説明が ほ し い 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参　考　文　献

　 t（1 ） 鬼頭 ， 翼素の 空洞現象に 対す る理論的研究 ， 造船協会雑纂 ， 昭 16， 12 月〜昭 19，4 月

　く2 ） 鬼頭 ， 流体力学の進歩 ， 機械の 研究，11 巻 9号 ， 1959．

プ ロ ペ ラ 揚力面理論の 新展開 （第 2報）

菅　　井　　和　　夫

　谷 口 　 中 君 　 揚力面を 表 わ す束縛循環 を，プ ロ ペ ラ 翼面 その もの の 上 に 分布さ せ る とい う新 しい 考え方に

立つ て 導 か れた 理論式をも と に ，今回 さ らに 積分方程式 の 数値解法に つ い て 種 々 研究 を な さ れ た 著者 の ご努力 に

敬意 を表 し ます 。

　数値計算例 と して Eckhardt ＆ Mergan の 方法に よる設計計算との 比較に つ い て 論じ て お られ ますが ， 緒言

に 述べ て お られ る よ うに 「与えられた プ ロ ペ ラ の 形状 お よび作動条件に 対す る循環分布 の 計算」を意図され た の

で あ れ ば，著者 の 新理 論 に 対す る 実験的験証
一 プ P ペ ラ 単独試験結果 と計算値 と の 比較

一
に つ い て 触れ て い

た だ きた か つ た と考えます 。
AU 型 プ P ペ ラ 等 に つ い て計算され た 例があれば ご教示下さい 。

　次 に 3．3 に お い て 「Eckhardt＆ Morgan の 方法が概して実験点よ りや や 低 目に 出 る傾向に あ る」と述ぺ て お

ら れ ますが，わ れわ れ は Eckhardt＆ Morgan の pitch　correction は過大 で 二 重取 りに なつ て い る部分 が 多 い

と考えられ ， わ れ わ れ が こ れ ま で に 行なつ た 実験 と 計算か ら判断 して 揚力面 に 対す る修正 は camber 　 correction

の み で pitch　correction 　et不 要 で あ る と考 えて い ます 。 し た が つ て 著者 の 理論 に よ る プ ロ ペ ラ 特性の 計算値は 実

験値 とか な りの 精 度 で
一
致 す る こ と が 期待 され ，こ の 点か らも理論 に 対す る 何 らか の 実験的験証 が 望 ま れ る 次第

’
で す 。

　菅井　和夫 君　 ご指摘の 通 り，ProPeller の open 　test を 行ない ， 理論 の 実験的験証を 行 な うこ とは非常に

大切 な こ と と思 い ます 。 特 に Fig．5 に 実験点が な い の は 著者 も非常 に 残念に 思つ て お ります D 幸 い Professor

Conn の ご 好意に よ り， 署者が現在滞在中 で あ る グ ラ ス ゴ ー
大学試験水槽 に お い て Fig．1 に 示す 試設計 プ ロ ペ

ラに つ き．単独試験を行な う機会を得 る こ とが で きま した 。 試験は 現在進行中で あ り，近 い 将来 そ の 結果を発表

で きる こ と を喜び と して い ます 。 な お，AU 型プ ロ ペ ラ の 計算例 は ，残念 な が らまだ あ りませ ん 。

　Pitch　cerrecti 。n，　 Camber　correcti 。n は 元 来 ，揚力線理 論 に 対 す る correction を 意味 し ます が ，そ の 定義 は

難 しく，もし厳密に こ れを定義し よ 5とするな らば ，お の つ か ら揚力面理論に 移行せ ざ る を得ない と い う矛盾を含

．ん で い ま す 。 そ し て また，その 定義 の 厳格 さ を欠 くと，correction が 2 重に 行 な わ れ て しま うこ とに もな りか ね

ま せ んっ 著者 の 理 論 は 未だ 理想 プ ロ ペ ラ の 設計 に 直接結 び つ く段階に ま で 達し て い ませ ん の で
， 厳密な意味で は

，申し上 げ られ ませ ん が，実用上は 現在 の と こ ろ ご説 の 通 り Camber 　correction の み 行な うの が 無難 と 考え ます 。

肥大船尾 ビ ル ジ渦 に 関す る 実験的研究

田　 古　 里 　 哲　 夫 外

商 幣　哲夫 讃　 著者 らは 周到な計画 に もと つ い て ， 新 しい 実験方法を開発 しなが ら今回 ご発表 の 成果を得 ら
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