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て の 変形 に ある もの と 思わ れ ます。Survival　Conditien

で も実験 を行 わ れた よ う で あ る が，その 際の Floater

上 面 で の 波の 変形の 様 子，変動圧力 の 傾向は Fig．27 と

比べ て どの よ うだ っ た の で し ょ うか 。ま た，P−1 以 外 の

点で Floater上面 の 圧力 を 計測 され て い ますか 。 も し計

測 さ れた の なら P−1 点 の 圧力と比べ て その 傾向は ど の

よ うで すか 。

　1）　昭 湘 54 年度 秋 季 （第 34 回） 船 舶 技術研 究所 発 表

　　　会 講演集 pp ．69〜72

　　　
‘’
箱 型 没 水 体 に 働 く波 圧 力 に つ い て

”
　大 川 　豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 矢後清和

【回 】 野 尻 信 弘 霜 　（1 ） 特異点分布法 で は 各面要

素の 中心で 与え られ た 境界条件 に 合ぜ て 解を求め て い る

訳ですか ら， 変分法 に よ る定式化の 場合 とは 違 い ，角 の

部分 の 言i・算精度が 落 ち る とい うこ とは あ りませ ん 。 今 回

の 計算 で は メ
ッ

シ ュ分割は 等分割 で あ り，そ の た め圧力

計測点 （これは 実際 に は 角か ら 21mm 内側 に 入 っ た 点

で あ る）が 面 要素 の 中心 に 来ない の で ，計測点で の 圧力

の 計 算値 は ， 直線補外 に よ っ て 求め て い ます Q も し均等

分割 で なく，角 の 付近 の 分割を紐 か く， か つ 圧 力計測点

が 面要素の 中心 に
一

致す る よ うに メ ッ シ ュ を と っ て も，

計算結 果 に は あ ま り変化 は 生 じな い で あろ う と考 え て い

ます。

　（2 ）　こ の セ ミ サ ブ の フ 卩
一

タ
ー

の 寸法比 は BtD ＝

4．14 で，船研大川氏 の 実験模型 の 寸法比 B∫D ＝4．O と略

一
致 し ます。

した が っ て 対応 つ げ て 考え る こ とが で きま

すが，operating 　 cond ．に おけ る フ 卩
一

タ
ー

の 没水深度

は 酬ヱ）＝ ・1．24 （h ： フ 卩
一

タ
ー

上 面 の 没 水 深度）で あ り，

大 川 氏 の 研 究に よ る と h！P ＞LO で は 十分線形理論 が 適

用 で きる よ うで すか ら， Fig．27 は 大 川 氏 の 結果 と矛盾

し ませ ん。一
方 Survival　C。 nd で は h！D ・＝ 0．48 で あ

り，
か な りの 非線形 効果 が 現れ る もの と考え られ ま す

が ， 事実実験 で は 非線 形 的 な波 の 変形が 観察 さ れ て い ま

す 。 しか し こ の 非線形効果 は 極浅水に お け る Airy　 Wa ・

ve の 過大な波高 を 低下 させ る とい う形 で 現れ る もの で，

実際 に ，両 Cond．に お け る P−1 点 の 圧力の 実験 値は 傾

向，オ ーダーと もあ ま り違 い ま せ ん 。
Survival　 Cond．

に お け る 計算値は 現在 あ りませ ん が 実験値に 比 し，か な

り過大 に な る もの と予想 さ れま す o 最後 に フ P 一
タ
ー上

面 の 他 の 点 の 圧力 で す が，場 所 に よ っ て 波長 に 対す る応

答曲線 に か な りの 差 が 見 ら れ ま す 。 た と えば 鐙 に 関す る

対称点で も ピ ー
ク の 位置が 異な り，ま た 萸 に お け る圧力

は P−1 よ り ピ
ー

ク が 1 つ 多 くか な り複雑 な 変動を示 し

て い ま す （い ずれ も向波中）。 こ れ らの 違 い は 各 動揺応

答と波の 位相関係 に よ っ て 生ず る もの と考え ら れ ます。

追波 中を航行す る船 体に 働 く流体力 に つ い て （第 1 報）

寺 尾 裕

【討】 不 破 　健 君 　（1） 本報 で は 平版 の 問題を と

りあげ 2種類 の 計算モ デ ル を 検討され て お りますが ， そ

の 相互関係 と位置 づ け，お よ び 本報で 得 られた結論 と著

者 の 主 張が 必ず し も明確 で あ りませ ん し，ブ P 一
チ ン グ

現象 と の 関連も不 明瞭に 思え ます 。 ブ ロ
ー

チ ン グ 現象 の

解 明を 目的 とす る な らば，その ポ イ ン ト とな る現象 の 把

え方 に よ りモ デ ル 化に も，平版 と厚 肉物体，造渦 と造波，

定常問題 と非定常問題等の 選択が 可能 で あ る と考え ま

す。 そ の 意味か ら第 2 報 以 降 の 構想も含め 本報 の 位置づ

けを御説明願 い た い 。

　（2） 渦 モ デ ル と して 野中 の モ デ ル を幾分拡張 して 用

い て い る が，Fig．7 と8 に 示す c 大迎角の 直進状態 で

は ，
モ デ ル の 自由度の 増加に もか か わ らず野中法 よ り実

験値の
一

致 が 良くな い 。こ れは ，こ の タ イ プ の モ デ ル で

は 流場 を表現す る の 1，uit 十分 で なく限界が あ る 事を示す

と考 え られ る。

一方で は ， 渦核 の 挙動 に つ い て ，計算結

果 が 野 中の 実験 と 良 く
一

致す る と述べ て い る が ，矛盾 で

は ない か 。 また，追波中の 問題 を Gust の 問 題 と して 扱

っ て い る が，物体表面条件は 中心線上で の み満足 させ て

い る 。
こ の 様に 平均的 に 解 くの で あれ ば 波 に よ る攪乱流

速 も
“
平 均吃水

”
的 な概念 を 用 い て扱うの が 妥当 では な

い か 。

　（3）　Chapman の モ デ ル を 追波中に 拡張 し て い る

が ，問題 の 定式化 に つ い て の 説明が 不十分 に 思 え る 。 出

合角， 波速，船速 ，
Orbital　velocity

， 出合周 期 に つ い て

の 仮定等をもっ と整理 して 示 すべ きで あ る。 ま た，細長

体 理 論 の 適用，境界条件や 入 射波 の 表現等 で ，理論的な

整合性 に 欠 け て い る 。

　問題を 準静的に 扱 っ て い る よ うで あ るが，速度ポ テ ソ

シ ャ ル qs は 攪 乱 流速 の うち 非定常成 分 を 除 い た すべ て

を 表す もの で あるか 。 も し，そ うで あれ ば 9s は 定常造

波成分 と散乱波 と に 分けて 扱え な い か Q 最終的 に 数値解

で 考察 を行 って い る の で ，流 体 力 の 発 生 メ カ ニ ズ ム を解

明す る との 本論 の 立場 か ら言 っ て も，分離出来る も の は

分離して検討す る の が得策で は な い か 。

　も し，散乱波 に よ る もの が支配的 で あれ ば，定常造波

問題 の よ うに 船首部分か ら順次解 く事 は 妥当で は な い と

考え る が，本論の 定式化は ど の 様な仮定に 基づ い て 許容
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さ れ る の か o

　 ま た，Chapman と同様 に，近場 の 数値解 を遠場 の 解

析解と
“

マ
ッ チ ン グ

”
し て い るが，数 値 的 な パ

ッ チ ン グ

と言 うべ きで は ない か 。
パ

ッ チ ン グが有効 で ある た め に

は 近 場 の 性質が 十分に 漸次的に 評 価 され る領域 で 行 う事

が必要で あ る と考え るが，解析的 な あ る い は 数 値計算上

の 吟味 は どの よ うに 行 っ て い る か 。

　（4 ）　結論 と して
“hydrodynamic 　lift　l，ま，翼 に 対す る

波 の 摂勁速度の た め に 発生す る場 で あ る
”

と述 べ て い る

が ，Chapman の モ デ ル で は 平板 の 翼と して の 性質 は ど

の よ うに 説明さ れ る か 。 各 2 次元 断面 が Treftz 画 を成

す と主張 して い る の で すか 。

　また，波 に よ る流体力成分 は ， 数値計算上，ε
；

η 上 で

自由 表面条件 を満た す事 に よ り生ずる定常造波 の 高次成

分 と，物体表面条件 を 通 し入 射波 の Orbital　velocity が

寄与す る成 分 とが 合成 され る と思われ る 。 摂動速度に よ

り発生す る揚力が 後者 を意味す る もの で あ れ ば ，散 乱 に

よ る成分が 支配的 とな り，こ の 結 論 は，前者 が 支配的 で

あ る との 立場 と考え られ る著者の 計算 モ デ ル の 思想 と矛

盾す る の で は な い か 。

江回 】　寺 尾　 裕 君　 （1）　第
一

報で 平 板 を 考 え，定

常造渦変形
一
定常造波 問 題 ， 以後非定常聞題，厚肉 問 題

を考 え て い く予定で す 。

　（2 ）　本 モ デ ル は 仮定 iv） を用 い 大迎角時 に も小迎

角時 に は 計算精度が お ち た と考え られ ま す 。

　本 モ デ ル は 渦核の 三 次元的変形を調べ る こ とを 主 眼 に

し た もの で
， 渦変形 の 様子は 野中の 実験結果 と良 くあ っ

て い る と考えられ ま す 。

　追波 中 を 曳行す る 平板に 働 く流体力を 求め る に は 本論

文 に よ る 計算を 行 い，揚力を 浸水 面 積 に つ い て 積分 し求

め る方が 良い と考えま す 。

　（3）　X を 小 さい と し U ，波 の 位柑 速度を等 し い と 考

え We ・￥ O と し，吃水 に 比 し 液高の オ ーダーが 小さい と

す る と「F板 の 間題で は 定常造波問 題 とな り定常ポ テ ン シ

ャ ル を 求め れ ば良い こ とに な ります。

　御指摘 の 通 り数学的パ
ッ チ ン グ の 方が 表現 と して 速当

で す 。 本論文 で は 大領域 に 比 し解が変らな い こ とを 確め

領域 の 大 きさを定 め ま した。

　入 射波高は ，こ の 解法上 で は 自由に 取れ，理論的 オ ー

ダー
の 整合性 に 欠ける が ， 大波高時流体力を 求め る た め

に こ の 式 を 用い ま し た。

　（4 ） Chapman モ デ ル は 物体境界条件 を Doub 三et を

用 い 満 し，冀 の 渦の 干 渉影 響 を 上 流 の Doublet の 影 響

と し取 り入 れ，さらに 自由表面の 変形 に よ る 影 響 を 考 慮

して い ます 。

　物体表面 を表す ポ テ ン シ ャ ル は物体表面条件か ら与え

られ る摂動速度項 が 支配的 となる が，追波状態に お い て

は 静 水 中 に 比 し 自由表面 の 効果が よ り大きな 比重 を 占め

る と考え て い ます。

オ
ー

トパ イ ロ ッ トに よる 針路安定 船 の 許容 限 界に 関す る 考察 （第一報）

長 谷 摺 和 彦 外

更討
’
】 大 津 瞎 平 君 　　（1） p．97 の （16）式 で 21

，

福 A3 が 与 え られ て い る か ら， そ の 場合に お ける最適 な

Kp，　Tp は 理論的 に 決 ま る の で は な い か 。 　し た が っ て

Fig ．8，9 に お い て κ p，　TD の と り うる 値を すべ て 検討 し

て い る が，実際に は え1 ，
λ2，

λ3 で 制限され る よ うに 思わ

れ る が どうか D

　（2 ）　Fig．8，9 に よれ ば，ノ の 値 の 小 さ い 領域は ，同

時 に 不 安定領域 の 近 くで もあ り，外乱 の 少 しの 変化で ，

針路 は 大 きくず れ て い くよ うに 思われ る が ど うか 。

　（3 ）　2 に 関 連 し，現実 に ゲ イ ン を調 整 す べ ぎ最適領

域 は どの 辺 か 教示 して 下さい 。 と くに 「1
”
D が 小さい と

きの ……jp ．98 （左 ） と右側 の 「波が 誘起す る……」 と

の 関 連 の 上 で 教え て 下 さい
。

　（4 ）　Fig．7 の ス ペ ク トラ ム の ピー
グ は 30

°
と 120e

と
一

致 して い る が追波 の 場 合 もっ と低周波側 に ピ ーク が

あ る と恐 わ れ る。 前 進運動の 有無 に よ りど の よ うに ス ペ

ク ト ラ ム と処置 され るの か 救 え て下 さい 。

【回 】 長 谷川和彦 君 　 （1） 制御系 の 常数が 既 知 で ，

外 乱 の ス ペ ク トル が 与 え られ て い れ ば，評価関数 の 重 み

係数に よ っ て 最適 な Kp ，7
”
D は 当然決ま り ます 。 し か

し，解析的に は 決め 難 い よ うに 思 い ま す 。 Fig．8，9 の ね

らい は む しろ，次の ご質問 に も関連 し ま すが，エ ネ ル ギ

ー卩 ス が Kp
，　TD に よ りどの よ うに 変化す る の か を 見 る

こ とに あ ります 。

　（2 ）　そ の とお りで す。た とえ最適 な Kp ．　To を 設定

し て い て も，外乱 や 吃水 ， 船速等 の わ ずか な変化 で 大き

く針路の ずれ る 恐 れ が あ りま す。こ の fft向は 針路 不 安定

な船 ほ ど，あ るい は Kp が 大 きい ほ ど顕著で す 。 した が

っ て ，

　（3 ） エ ネ ル ギ
ーP ス が 最 小 とな る J〈p ，

　TD の 組合わ

せ は ほ ぼ運続的 に あ りま すが，Kp が 小 さい と風 に よ る

yawing が 現わ れ やすく．逆 に Kp が大 きくな る に した
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