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して 中間組織の もの と され て居 り，中間段階組織の 鋼種と して 60kg！m 訟
2〜 高張力鋼，レ ー

ル 鋼 と なつ て い る

が，金属組織学的 に 焼戻マ ル テ ン サ イ トな の か 焼戻ペ イ ナ イ トな の か 明 ら か に して 載きた い
。

　ASTM 　A　533−B （70　kg！mmz 高張力鋼相当，焼戻マ ル テ ソ サ イ トと若午の ペ イ ナ イ ト混合組織） に つ い て の

若干 の 試験結果で は，こ の よ うな屈曲点を 明 ら か に す る こ と が 出来 なか つ た が，こ の 屈曲現象 の 発生 に 対 し て 歪

繰 り返 え し に よ る材質変化 と何等か の 関連づ けが必要 な よ うに 考えられ る 。
K が大きくなる の は 降伏 比 が大 ぎ

い 場合な の で ，屈曲点 近傍で の あ る繰 り返え し後 の 降伏比が変化し，大ぎくな れば説明もつ け得 る と思わ れ る 。

試験過程 に お げ る材質変化 に つ い て 調 べ て 居られれば お 教 え 願い 度 い。

低 サ イ ク ル 片振 り引張疲れ に おけ る鋼 材の 塑性ひずみ 挙動

栗　 岡　　辰　 巳 外

　飯 田　国広 君　 斬新な モ ア レ 法を低 サ イ ク ル 疲労 の 研究 に 駆 使 され て，広幅板 の 疲労挙動 の 本質を探 るに 必

要 な 多 くの 貴重 な 成果を得られ た ご 研究 に 敬意を表 しま す 。 次 の 諸点に つ い て ご 教示 を願 い ます 。

　（1 ）　破面 に つ い て ；筆者 ら の 実験 （軟鋼 お よ び HT 　60 の 切 欠 広 幅継手 の 低 サ イ ク ル 疲労 特性，船論
No．119）に お い て は ，13　t× （300〜390）β X （490〜800）L の 切欠付試験片は 単純引張 お よ び 荷重制御片振低 サ イ

ク ル 疲労い ずれ の 場合も，
SM 　41 で は

一
重剪断型 の 破面 を呈 した の に対 し，　 HT 　60 で は 二 重剪断 型 破面 を 示

し，こ の 理 由 は い まだ に つ ま び らか で は あ りま せ ん 。 著者 も また SM 　41 と HT 　60 を と もに 供試材 と し て お ら

れます が 両材 の 破面 に つ い て 顕 著 な差違は 認 め られ な か つ た で し よ うか
。

　（2 ） Fig・9 に つ い て ：Fig ・8 で は 平 滑 の 大型 ・小型両 試験 片 の 静引張強度 に ほ とん ど差 が な い の に，　 Fig．

9 で は 平滑の 大 型 と ノ亅・型 の 静引張強度 に 顕著な差が 認 め られ る の は 何故 で し よ 5か 。

　Fig．15 と Fig．16 の 対比か ら明らか な よ うに 切欠底 に お け る破壊時 の 有効ひ ずみ は 繰返数の 関数 で あ り，か

つ 同
一

の Nf 値 に 対 して は 平滑と切欠付で ほ ぼ 等 しい の に 拘 らず，一
方 Fig．9 で は 大型 の 平滑 と 切 欠付 の 静

引張強度が ほ N 等 し い の に 疲 労強度は 平 滑 の 方 が低 い 理 由 は な に に 起因す る の で し よ うか Q

　（3 ） 本研究の 広幅試験片 の よ うに qycling 　rate が 小さU・場合は ク リープ と 低 サ イ ク ル 疲労 の 相乗効果な い

しは ラ チ エ
ッ ト効果 と して も論 じ られ る と 思 い ます 。 こ の た め に は 繰返 しに お け る 下限歪 だ け で な く上 限歪 も，

ひ い て は繰 返 し歪 の 平均値お よ び振幅 と 繰返数の 関係を求め る必要 が あ りま し よ う。 現段階に お け るモ ア レ 法 に

よつ て こ の よ うな デ ー
タ は 得られ る で し よ うか 。

　井 上　 肇 君　 大 変手 の か か る実 験 を 丹 念 に な され，従 来 定 性 的 に 云 わ れ て お りま した こ と を 定量 的に 明 ら

か に され ま した こ と は ， 今後 の 私達 の 研究や実用上か ら も非常に 有益 で あ る と存じ ます 。 署者 の 皆様に 敬意を表

し ます。

　 2 ・3 お 同い い た し た い の で すが ，

　 （1）　 こ の 論文で は pulsating　tension　test の 破壌の型 を ductile　fracture型 と fatigue　fracture 型 に 分

類 して お ら れ ます が ，ductile　fracture 型 の 場 合 に は 或 るサ イ ク ル に 達 す る ま で は 亀裂 が 発 生 しな い で い て ，その

次 の サ イ ク ル で 急 に強度が減少 した よ 5な感 じで 発熱が 起つ た りして single 　stage の 破壊をす る よ うな場 合 を

云 い ，fatigue　fractUre．型の 場合 に は或るサ イ ク ル で 亀裂 の 発生が あつ て ，それが 次第に 伝播 し て 破 断す る よ

うな場合 を 云 うの で し よ うか 。 そ うだ とい た し ます と，小生が以 前 こ れ に 類す る 実 験 を 行 な い ま し た 時 に ，
ductile　fracture と fatigue　fracture と の 間に 中間的 な 段階が あつ て ，　 ductile　fracture 的 に 亀裂 が 少 し 入

り，それが続 く荷重サ イ ク ル で 伝播 して 切れ た Case が ありま した 。 そ の こ とか ら見て，　 fatigue　frature と云

わ れ る場 合 に も亀裂 発生 に 関 し て は ductile　fractureの c 「iteriGn が成 立 つ 場合 もあ る の で は な い か と 思 い ま

す が，い か が で し よ うか 。 ま た 両 者で 破面 に は ど の よ 5 な差 が あ り ま した で し よ うか 。

　（2 ） （2 ）式 の criterion が 応力集中す なわ ち 円穴の 有無 に か か わ ら ず成 立 つ よ うに 述べ て お られ ます が，

試験片 の 切欠形状の 変化 で もつ と 応力集 中率 が 大き くな つ た り，板厚が増大す る な どに よつ て 変 る可 能 性 は な い

で し よ 5か 。 すなわ ち こ の 場合に は 板厚が 薄 く，応力集中率 もあ ま り大き くは ない の で，特 に 軟鋼 の 楊合 な ど で

は general　yield が 起 りやす くな つ て い る の で 円穴 の 有無に か か わ らず成 立 つ た の で あつ て ， 塑性 変 形 に 対 し

て 拘束が もつ と 大 きくな る 場合に は （2 ）式の criterion の 影響を受け る の で は な い か と 思い ます が い か が で し
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よ うか 。

　 永 井 　欣一
君　 飯 田 国広氏へ お 答え し ます 。

　（1 ） 小型試験片は 板厚が 2．5mm で ある た め 破面観察 に よ りは つ ぎ り した 差 を 確認 で きませ ん で し た が，

大型試験片で は 平滑，円孔 付 の い ずれ に お い て も SM 　41 で は
一

重剪断型 の 破面 を HT 　60 で は 二 重剪断型 破 面

を呈 し，両者の 破面に 差違を認め て お ります 。

　（2 ） Fig・8 と Fig・9 を 比較 して わ か ります よ うに ，
　 SM 　41 で は 静的引張 り，片振 り引張 りの い ず れ に お

い て も試験結果の ば らつ ぎが 比較的少ない の に 対 し て HT 　60 で は か な りばら つ きが み られ ，こ れ が HT 　60 で

平 滑 の 大 型 と小 型 の 静的引張強 さ に 顕著な差を生 じさ せ た の で は な い か と思い ます 。 静的引張試験は供試材の 都

合 で 多 く行 な うこ とが で きなか つ た た め 上記 の 差 が ぱ らつ きに よ る もの か 寸法効果に よ る もの か確め る こ とがで

きませ ん で した 。

　Nr ＝ 10 ‘

以 下 の 高応力領域 で 切欠ぎ材の 疲れ強さが 平滑材 よ り高 くなる こ と は 河本
1）

t
　 Weismana ， ら に よ つ

て も認め られ て お り，HT 　60 の 大型試験で は そ の 傾向が顕著に 現わ れ た もの と 解 し て お り ま す 。 しか し，一
般

に S−N 曲線の 応力座標に は 公称応力を採 りますが荷重
一
定の 片張 り引張低 サ イ ク ル 疲れに お い て は こ の 表示 に

問 題 が あ る と思 つ て お り，本報告 で は 参考程度 の 意味 で 記述 し ま し た
。

し teb；つ て ， 荷重
一

定型 の 片振 り引張 で

・は Fig．24 に 示す よ 5な ひ ずみ に よる 整理が よい と考えます 。

　（3） 本試験に供 した 1501ines！inch程度の グ リ ヅ ドで は 繰返 しに よる 上限ひ ず み と下 限 ひ ずみ の 差を 求 め

る こ とは 困難 で あ り，さ らに グ リ ッ ドの 間隔を 小 さ くす る 必要 が あ ります 。 し か し ，食刻法に よ つ て 焼付け うる

グ リ ッ ドの 間隔 は 技術的に 限度 が あ り現段階で は 上 記 の ひ ずみ 差を 求 め る こ と は 困難で あ ります 。

1） 河本　実，桜井忠
一，関　護雄 ；材料試験，3，15 （1954）p．18．

2） M ，H ，　Weisman ，　 M ．　H ．　Kapla，n ：ASTM ，50 （1950）p．649．

　井 上肇氏 へ お 答え します 。

　（1 ） お 説 の よ うに ductile　fracture の 場合 に は あ るサ イ ク ル で静的引張 りの 破壊 と類似 の 形態 で 破 壊を 起

こ し ま した 。
fatigue　crack の 場合は あ るサ イ ク ル で 巨視的なき．裂 の 発 生 を み た の ち 数 サ イ ク ル で ductile

fracture を起 こ して 破 断 し ま した 。 最終破 断は い ず れ も ductile　manner で あ りますが ， 後者 の 場合 は き裂 の

発生 をみ て お り net 　section の 減少tCよ り ductile　fracture を最終的に起 こ した もの と考えら れ ます 。 し た が

つ て ， 本報告で は ductile　fractureと fatigue　crack と に 区別 し，　 Fig．12 等に 示す破断点 の 局部有効ひ ず み

は fatigue　crack の 場合 は き裂発生 ま で の ひ ずみ を 採 り比較し ま し た 。

　（2 ） 本報告に 示 した 円孔付試験片 の 円孔 径 は 板幅 の 半分 で あ る た め 最初の サ イ ク ル で す で に net 　section

は general　yield を起 こ し て い ます。 勿論円孔径 の 小さい 場合等 に お い て は 塑性変形に拘束を生 じ そ の 影響 が

で る もの と思 わ れ，現在 そ の 検討を進め て お ります 。

造船 の 生 産管 理 に おけ る コ ソ ピ ュ
ータ の 適用 （第 1 報）

栗　 岡　　辰　 巳 外

　三 浦 富士 雄 君　 （1） 起工 ・ 進水 日 は B 定盤 を指定負荷率 で loading して 決定 さ れ ますが， こ の 場合負荷

率の 指定は 全船同率で すか 。 また そ の 基準は ど うな つ て い ます か 。

　（2 ） 両船台 の 進水日の シ フ ト日数は 船に よつ て 変 りますが．日数が 少ない 船は Erectionで 無理 な工 程 を 余

儀な くされ る こ と は あ りませ ん か （Ereetion 全体 の 負荷 の 平準化は で きて も）。

　（3 ） 定 盤 計 画 に よ つ て 起 工 ，進 水 日 を決 め て し ま うこ と は，注文生 産 か ら見込生産 とな り， 極 め て 望 ま しい

姿 とな りますが，実際問題 と して 可 能 で し よ うか 。 あ る い は こ の 点に つ い て は ど の よ うに 解決 して い ますか 。

（4） 本方式 に切 り変 えた 場合，既 に 線表 が 決定 して い る船 に 対す る処 置は ど うし ま した か 。

（5 ） 第 13 図 お よび 14 図に お い て は ，S・No ・1 組立 時期の 先行許容範囲内 で 可 能 で あ る が，　 S．　 No．3

は節点の 変更 を行 な わ ね ば 14 図 の よ うな は Smoothing で きな い と思わ れ る 。 こ の 点は 如何で す か 。

（6） Smoothing は Loading 　step の output を 人間が 判断 し て か ら行 な 5 の か ， そ れ と も 自動 的 に 機 絨 で
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