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1．はじめに   
船に作用する浮力の中心「浮心」は，水面下の

体積（排水体積）を水で置き換えた重心（即ち，水

面下の幾何学的形状の体積中心）に等しいことは，

造船学上，否，物理学上の周知の事実である．  
Archimedes の原理  (1) が教える浮力は，静水圧

の圧力積分によって明快に求められるが，浮心位

置については，物理学  や水理学，造船学や航海力

学など，どの教科書（例えば，第 1 報(2)の参考文献

(2)～(16) ）にも，水面下の体積を水で置き換えた

重心位置であると記述されていて，静水圧による

圧力中心としての説明は見当たらない．  
そんな状況の中，10 年ほど前，小松  (3) によって，

「浮心≠圧力中心？」の問題提起が成され，日本

船舶海洋工学会の推進性能･運動性能合同研究会

等でも，瀬戸(4),(5)，鈴木(勝) (6)，小松(7)，薮下(8)，

慎(9)らによって，活発に議論が成された．  
 

この問題に対して，著者は，この航海学会誌上

で，第 1 報(2)と第 2 報(10)において，船を だけ横

傾斜させた状態で，静水圧を圧力積分して，作用

する力とモーメントを計算することにより，傾斜

時の圧力中心を決定した．その結果を， 0  と

することで，圧力中心が，水面下の図心，即ち，周

知の浮心に位置することを，矩形断面(2)に続いて，

任意の横断面形状(10)について証明した．  

この問題については，一色(11) や  藪下(12) は，重力

の作用方向を，鉛直方向から傾斜させることによ

り，「浮心＝圧力中心」であることを示した． そ
の後，藪下ら(13)は，浮体や重力の作用方向を傾斜

させるのではなく，座標系を回転させることで，

同様の結論が得られることを示した． 一方，鈴木

(勝)(14) や  小松(15) が，種々のアプローチで，この問

題に対して検討を加える中，著者の証明(16)に対し

ても，半没円柱の場合でも，同様の結論でしょう 

か？とのご意見が，何人かの先生方から寄せられ

た．  
半没円柱の場合も，第 2 報(10)の任意形状の証明

に含まれるものであるが，矩形と共に典型的な断

面形状であるので，ここに改めて第 3 報として，

ご報告させて頂く次第である． 

2．半没円柱の圧力中心 PC の位置決め 
 

図 1 は，半径 R の半没円柱（幅 2R，吃水 R）の

横断面が，右舷側に だけ横傾斜した場合を示す．

静水面中央に原点 oを置き， z 軸を鉛直下向きに

取った空 間 固 定 座標系を o y z ，円 柱 に 固 定

した座標系を o  とする． 
 

 軸から反時計方向に測った偏角を とすると

き，図中に示すように，左舷側の水面位置の偏角

L と，右舷側の水面の偏角 R は，それぞれ， 
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図 1 横傾斜した半没円柱に作用する静水圧の分布と圧力中心 
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となる． このとき，空中部 airC と没水部 waterC は，

偏角 で記述すると，それぞれ， 

3
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:

:
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 ･･･････(2)  

である． 円柱表面 ( , ) ( sin , cos )R R    での水

深 ( )z  は， 
 

( ) ( tan ) cos
( cos sin tan ) cos

(cos cos sin sin )

z
R R
R

    
   
   

 
  
   ･･････(3) 

 

である．このとき，円柱表面に立てた，外向きの

単位法線ベクトル nは，偏角を使って， 

sin cos

n n 

 

 

 

n j k

j k  ････････････････(4) 

のように書ける． ここに， ,n n  は，それぞれ，

円柱固定座標 ,  に対する方向余弦を意味する． 
 

大気圧を 0p ，水の比重量を  とし，図 1 で，大

気圧を破線，静水圧 z を実線のベクトルで示して

いて，全て，円柱表面に対して垂直な n方向に作

用する． 

 

2. 1 円柱表面に働く圧力による力 
 

 円柱表面に働く，圧力による  方向の力 F  と

 方向の力 F  は，空中部 airC に働く大気圧 0p に

よる力と，没水部 waterC に働く静水圧 0p z によ

る力の和で，それぞれ， 
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によって求まる． ここに，円柱表面では，線素は

d Rd ，方向と  方向の方向余弦は，(4)式に

より sin , cosn n    と書けるから， ,airC  

waterC それぞれに対し，(2)式の区間で，偏角に関

する積分で表記できる． 

実際，  方向に働く F  は，  
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のように，  方向に働く F  は， 
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となり， ,F F   ともに，第 1 項の大気圧 0p に関

する円柱表面の全周に亙る積分はゼロとなり，力

に寄与しないことが分かる． よって，第 2 項の水

深 ( )z  に，(3)式を用いて計算すればよいことにな

り， F  は， 
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R d
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となり， F  は， 
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cosR   ･･････････････････････(9) 

 
のように，求まる． 両式中で，sin 2 の積分値は

ゼロ，(1 cos 2 ) の積分値は  となるからである． 

 

2. 2 円柱表面に働く圧力によるモーメント 
 

円柱表面に働く  方向の圧力による，原点 o
に関する時計回りのモーメント M  と，  方向

の圧力による，反時計回りのモーメント M  は，

それぞれ，(5)式にモーメントのレバーとして，
或いはを乗じて積分することにより， 
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によって求め得る．ここに， 前節の ,F F   に対

する(6),(7)両式と同様に，偏角に関する積分で表

記すれば， M  は， 
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となり， M  は， 
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となることから， ,M M  に関する両式は，同値

となることが分かった． 
 

(11), (12)式ともに，第 1 項の大気圧 0p に関する

sin 2 の積分はゼロとなり，第 2 項の水深 ( )z  に，

(3)式を用いることにより，  
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を計算すればよいことになる． 実際，第 1 項は

cosp  ，第 2 項は sinq  と置いて，それぞれ

置換積分すれば， 
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sin cosR    ････････････････(14) 

のように，求まる． 

 

2. 3  y 方向と z方向の合力  yF ,  zF  
 

2. 1 節(8), (9)式で求めた F  , F  を用いて，水平

成分の yF と，鉛直成分の zF を求めると， 
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(15) 

 

のように，圧力積分による合力として，水平成分

yF は生じないことが分かる．  

鉛直成分 zF は，水の比重量  と水面下の半円 
 

の面積
2

2
R

の積となっていて，Archimedes の原 
 
理(1)が教える通り，鉛直上向きに生じる浮力その

ものである． 

2. 4 半没水円柱の圧力中心 PC の位置決め 
 

圧力中心 PC を円柱固定の o  座標系で，位

置決めするには，第 1 報(1)，第 2 報(10)と同様に，

大串(17)
 が用いた水理学の手法に基づいて，座標

P は，  方向の圧力による合力 F  とモーメン

トM  により，(9), (14)式を用いて， 
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のように， 座標 P は，  方向の圧力による F 

とM  により，(8), (14)式を用いて， 
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のように計算することができ，  

4 4( , ) sin , cos
3 3P P R R   
 

 
  
 

 ････(18) 

のように決定される． この円柱固定座標での

( , )P P  を，空間固定座標の ( , )P Py z に変換する

と， 
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のように計算され， 
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 ･･････････････(20) 

となる． これは，正しく水面下の半円のセンター

ライン（ z 軸）の図心位置を示しており，第 2 報

の任意の断面形状に対して得られた結論 (10)と一

致する． これによって，半没円柱についても，圧力中

心が，周知の浮心位置であることを，証明できた． 

2. 5 考 察 
 

 本章の半没円柱の場合は，矩形（第 1 報(2)）や任

意の断面形状（第 2 報(10)）の場合と状況が異なり，

横傾斜させても，水面下の幾何学的形状が，変化

しないことである． 結果，横傾斜角 0  として，

直立時の圧力中心を求める必要がなく，前節(20)

式のように，圧力中心の位置を定め得た． 
 

このことは，藪下ら(13) が主唱するように，浮体

を横傾斜させることなく，座標系を回転させて，

鉛直方向からズラすことにより，鉛直方向の浮心

位置を決め得ることを，例証している． 

3．矩形断面に対する別証明 

2.5 節の考察を踏まえて，第 1 報(2)の矩形断面の

場合に対して，浮体を傾斜させることなく，座標

系を回転させる手法で，圧力中心の位置決めをし

てみる． 
 

図 2 は，幅 2b，深さ f h （吃水 f ，乾舷 h）の

2 次元  矩形断面が，直立状態で浮いている場合を

示す．底面中央に原点 oを置き，水平方向と鉛直

上向きに取った座標系を o y z ，原点 oを中心に，

時計回りに  だけ回転させた座標系を o  と

する． 
 

図 1 と同様，大気圧を破線，静水圧を実線，そ

れぞれの圧力を細線，力を太線のベクトルで示し

ていて，全て，浮体表面に対して垂直方向に作用

する． 

3. 1 浮体表面に働く圧力による力 
 

左舷（Left），右舷（Right）に働く力 LeftP , RightP
は，それぞれ舷側全体に働く一様分布の大気圧に

よる (0)
LeftP , (0)

RightP と，没水部に働く三角形分布の静

水圧による ( )
LeftP  , ( )

RightP  の和で求まる． ここに，2

章と同じく，大気圧を 0p ，水の比重量を  とすれ

ば， 
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となって，左右両舷に働く力は等しいことから， 
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のように，それぞれ下添字 Sideで共通表記したも

のである．  
 

一方，甲板（Upper）に働く力 UpperP は，大気圧

による (0)
UpperP のみで，底面（Lower）に働く力 LowerP

は，大気圧による (0)
LowerP と，静水圧による ( )

LowerP  の

和で求まるから，それぞれ， 
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となる． 
 

3. 2 y方向と z 方向の合力 yF , zF  
 

前節の(21),(23)式から，水平成分の yF と，鉛直

成分の zF を求めてみると， 
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のように，圧力積分による合力として，水平成分

yF は生じないことが分かる． 鉛直成分 zF につい

ては， 

(2 )

( )
zF b f



  

  水面下の矩形の面積 浮力 ･･･(25) 
 
のように書けて，Archimedes の原理(1)が教える

通りの浮力である． 

3. 3  方向と  方向の合力 F  ,F  

 だけ回転した座標系の  及び  方向に働く

合力 F  , F は，(21),(23)式を用いて， 
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のように，共に大気圧 0p は相殺して求まり，F 

は浮力 zF の正弦成分， F は浮力の余弦成分であ

ることが分かる． 

 

3. 4 o点回りのモーメントの計算 

方向に働く力による， o点回りの反時計方

向のモーメント M  は，(21),(23)式それぞれの力

に対するレバーを，図 2 の矩形内の細い破線を参

照して求め，乗ずることにより，  
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図 2 直立した矩形断面に作用する静水圧の分布と座標系 
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のように計算できる． ここに，(22)式の関係を用

いれば， 
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のように整理され， M  は， 
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のように求まる． 式中， (0)
SideP に関する第 1 項と

(0)
UpperP に関する第 3 項は相殺し， ( )

SideP  に関する第

2 項によって定まったことになる． 
 

 方向に働く力による， o点回りの時計方向

のモーメント M  は，(27)式と同様，(21),(23)式そ

れぞれの力に対するレバーを乗ずることにより，  

(0)

( )

(0)

( )

2

3

2

3

sin tan cos

sin tan cos

sin tan cos

sin tan cos

Left

Left

Right

Right

f h

f

f h

f

M P b

P b

P b

P b







  

  

  

  





    
 
 

   
 
    
 
 

   
 

 

    

(0)

(0) ( )

cos ( ) sin

( ) 0

Upper

Lower Lower

P f h

P P 

   

   ･･･････････(30) 
 

のように計算できる． ここでも，M  と同様， (22)
式の関係を用いれば，  

(0)

( )

(0)

sin 2 cos

sin 2 cos

cos ( ) sin

Side

Side

Upper

M P b

P b

P f h





 

 

 

 

 

    ･･･････(31) 
 

のように整理されるから，M  は， 
 

0

2

0

2

( ) sin 2 cos

1 sin 2 cos
2
2 cos ( ) sin

sin cos

M p f h b

f b

p b f h

f b

  

  

 

  

  

 

  

  ････････(32) 

のように得られる． 式中，M  と同様， (0)
SideP に関

する第 1 項と (0)
UpperP に関する第 3 項は相殺し，

( )
SideP  に関する第 2 項によって求まり，大気圧 0p

には依らない． 
 

 結果として，(29),(32)式から， 

2 sin cosM M f b       ･････････(33) 

のように， M  とM  は，同値である． 
 

3. 5 矩形断面の圧力中心 PC の位置決め 

 3. 3 節(26)式で求めた F  , F と，3. 4 節(29),(32)

式で計算した M  ,M  を用いて，2. 4 節と同様，

水理学の手法(17)に基づいて，静水圧による圧力中

心 PC の位置を決定する． 
 

静水圧による o点回りのモーメント M  ,M  は，

それぞれ PC ( , )P P  に作用する合力 F  , F に

よって， 
 

P

P

M F

M F
 

 




  


  

 ･･････････････････(34) 

のように計算できるから (17)， o 点から圧力中心

PC までの  , 方向の距離 P , P は，それぞれ， 

2

2

2

2

sin cos sin
2 cos

sin cos cos
2 sin

P

P

f

f

M
F

f b
f b

M
F

f b
f b











   
 



   
 




 



 


 



  


･･･(35) 

のように，決定できる． 
 

この だけ回転した座標系の ( , )P P  を，元々

の座標の ( , )P Py z に変換すると， 
 

2 2

2

2 2

sin cos

(cos sin sin cos ) 0

cos sin

(cos sin )

P P P

P P P

f

f f

y

z

   

   

   

 

 

     


  

  


･･(36) 

のように計算され， 
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2
( , ) 0 ,P P

fy z
 

  
 

 ･･･････････････(37) 
 

となり，大気圧 0p に依存することなく，矩形の図

心として求まる (2)． これによって，静水圧による

圧力中心 PC が，周知の浮心位置 B と一致するこ

とを，座標系を だけ回転させることによっても，

証明できた． 
 

4．おわりに 

第 1 報（矩 形 断 面 (2)），第 2 報（任意の断 面 形

状 (10)）に続いて，半没円柱に対しても，静水圧の

圧力中心が，周知の浮心位置（半円の図心）に一致

することを，証明した． 
 

半没円柱の場合，横傾斜させても水面下の幾何

学的形状が変化しないことから，結果的に，座標

系を鉛直方向からズラすように回転させることよ

って，圧力中心の位置決めができるという，藪下

ら(13) の主唱を例証した． 
 

それを踏まえて，矩形断面の場合に対しても，

第 1 報 
(2)とは別の証明として，直立状態のまま，

座標系を回転させる手法で，圧力中心の位置決め

が行なえることも示した． 
 

謝 辞 

本稿のテーマに関して，幾多の有益なご討論や

ご教示を頂いた，防衛大学校の鈴木 勝雄 名誉教

授(14)，薮下 和樹 准教授(13)，舟艇協会の小松 正彦 

評議員(15)に，篤く御礼申し上げます． 
 

本研究を進めるに当たり，いつも身近に居て，

常日頃から，温かいご激励や有益なご議論をして

下さった，(有) 実用技術研究所の慎 燦益 所長 (9)

と，長崎総合科学大学の林田 滋 名誉教授に，心よ

り御礼を申し上げ，本稿を閉じます． 
 

参考文献  

(1) ARCHIMEDES ： The Works of Archimedes ， On 

Floating Bodies，Book I & Book II，Edited and 
Translated by T. L. HEATH， Cambridge University 

Press，pp.253～300, 1897． 
 
 

(2) 堀  勉：静水圧の圧力積分による船の浮心位

置の決定 ― 浮心＝圧力中心の証明 ―，日本航

海学会誌，第 203 号，pp.90～94，2018 年 1 月． 
 

(3) 小松 正彦：浮体に働く浮力の作用中心に関す

る考察，舟艇技報，No.93，pp.21～25，2007 年

12 月． 
 

(4) 瀬戸 秀幸：「浮心」考 ― 小松：浮体に働く浮力

の作用中心に関する考察 の再検討 ―，第 14 回

推進性能・運動性能合同研究会，2010 年． 
 

(5) 瀬戸 秀幸：浮力の作用中心に関する一考察，

日本船舶海洋工学会 講演会論文集，第 12号，

pp.529～532，2011 年 5 月． 
 

(6) 鈴木 勝雄：神説「浮心の法則」，2011 年 1 月． 
 

(7) 小松 正彦：座標変換による浮力の作用中心に

関する考察，第 19 回推進性能・運動性能合同

研究会，2012 年． 
 

(8) 渡辺 倫堂：船体周りの圧力分布と浮心の関係

に関する研究，防衛大学校 機械システム工学

科 船舶工学講座 卒業論文，(指導) 薮下和樹，

岡畑 豪，pp.1～25，2013 年 3 月． 
 

(9) 慎 燦益：造船幾何学 ― 造船設計の基礎知識 

―，第 4 章 排水量等計算と曲線図，4.2 アル

キメデスの原理，海文堂，pp.125～133，2013
年 2 月（初版）． 

 

(10) 堀  勉：静水圧の圧力積分による船の浮心

位置の決定 ― その 2：任意の断面形状の場合 

―，日本航海学会誌，第 205 号，pp.28～34，

2018 年 7 月． 
 

(11) 一色 浩：Pressure Center，2018 年 3 月． 
 

(12) 薮下 和樹：船舶の復原 及び 推進性能（2018 年

度版），第 4 章 浮力と圧力分布の関係，防衛 

大学校 機械システム工学科 テキスト，pp.81
～90，2018 年 4 月． 

 

(13) 薮下 和樹，日比 茂幸，岡畑 豪：物体周りの

圧力分布による浮心位置の同定，第 10 回推

進･運動性能研究会，pp.1～14，2018 年 6 月． 
 

(14) 鈴木 勝雄：見かけの浮心について ― 堀論

文(2) に関連して ―，2018 年 4 月． 
 
 

208号 67静水圧の圧力積分による船の浮心位置の決定 ― その 3：半没円柱に対する証明 ―



 9 / 9

(15) 小松 正彦：浮体に働く浮力の作用中心に関

する考察（続報），舟艇技法，第 136 号，pp.12

～18，2018 年 12 月． 
 

(16) 堀  勉：「浮体静力学」の基礎理論に対する

新展開 ― その１：「浮心＝圧力中心」の証明 ―，

舟艇技法，第 135 号，pp.1～10，2018 年 9 月． 

(17) 大串 雅信：理論船舶工学（上巻），1.3 浮力の

例題，海文堂，pp.4～5，1971 年 6 月（初版）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 31 年 2 月 8 日  投稿 

      堀
ホリ

  勉
ツトム

 
      正会員 長崎総合科学大学  工学部  船舶工学コース  教  授（  〠  851-0193 長崎市  網場町 536 ） 
            E-mail：HORI_Tsutomu@NiAS.ac.jp，HomePage：http://www.ship.nias.ac.jp/personnel/horiken/ 
      1987 年 大阪大学  大学院  工学研究科  造船学専攻  博士後期課程  修了，工学博士 
            所属学会：日本航海学会，日本船舶海洋工学会の各会員； 研究テーマ：水面波動力学 
 

NAVIGATION 平成 31 年 4 月68



日本航海学会誌 NAVIGAT10N
平成31年4月 第208号

学術刊行物 ISSN 0919-9985

APR 2019 No.208

追悼

故 日本航海学会元会長 東京商船大学名誉教授 庄司 和民 (し ょうじ かずたみ) (1)

巻頭言

主務幹事雑感/Mttθ ttηθο堺ル7解 s′ο4sヵ ,“ 働η θた4′ ″ン4侭θ′………………………………………………………………………………… 南 清和/Kクοたαzク に kJ燿 … (2)

特集

操船シミュレータ研究会特集号に寄せて/丘
“

″ο〃ヵ′ルα″
“
ル′Jεtt ο″励θ助″―乃α″′′電 S′

“
ν肋ゎ′の

““
J′′θθ・…………内野 明子/Иたjわ 玖乃弧り … (3)

インス トラクター技能養成のためのモデルコース/拗 虎′Cbクだθヵ′ルS″νεわだグZ″′′J“θ Ettσ α′′ο
“
ακグルαj″′電 の′ヴθグの CIαSS AK

… …… … …… …… …… … …… … …… …… …… …… … …… … …… … …… … ………操船シミュレータ研究会/助″―力α4′J響 駒
“
クル′ο′の

““
ル′θθ… (4)

船舶の自律化システム開発に向けての提言/お sνω ο″乃′ん4″ο
“
α′′ο″グ助″肋 4′j″g… …………………………………………小林 弘明/勝ЮαわKOBA″W… (30)

事業所紹介

海上交通センターの業務と機能等について/動θ sθ″′θ
“

ακグ励θルκθ′jο″Sグレυssθ ′Ъttθ ル″jθθ εθれた′
¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ …………………………………………… 海上保安庁交通部航行安全課/々″

“
働″′Gクα〃クレJ′

j“θ:賤′εDηα′物θ″ハシッ′gα′′ο
“
Sゲ7ク Djツな′ο

“
… (44)

株式会社 MTIの紹介/シわめε′Jο″グνπ助 .,Z″ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ …̈…………………………安藤 英幸・柴田 隼吾/励¨〃わИFDθ α4グ ルJ4gο ttAν … (51)

研究室紹介

日本大学法学部 商法 。海事法研究室/M力ο4磁ルθだり の′′crげZα″動θ Zα bο

“
ゎりο″の

““
θκjα′Zα″α4グ ゴ施r′万

“
θ Zα″・̈ ………南 健悟/&循 ο ttAИ 。― (55)

研究・調査

静水圧の圧力積分による船の浮心位置の決定 ― その 3:半没円柱に対する証明 T
/И  Pο s′′′οκ′κg ο4膨″むの

“

た び Bνのαれν  Dθ′′νθグ妙 助 働 ειル′鱈″′げ JfヵbS″′′CP餡膨 た 一 Pα′′3′ 動 θP“ q肋″肋 ″′―Sツ b“θζθノOκクル′の ′′″虎 r一
¨̈ ¨̈ …̈…………………………………………………………………………̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ …̈…………………………"… …………………………………………………………。堀 勉/■クわ

“
ク〃0〃… (60)

報告

海事三学会合同シンポジウム海事分野におけるイノベーション/И ″ροr′ げ腸θイルカκ′シηοsjク

“
げ″膨 θ二]繊α

“
■Jヽシ4οッα′′04′κゴ施′j′′

“
θル赫 η

……………………………………………………………………………………………………………………………………・國枝 佳明/乃sttjα ″KUNIEDA・ ¨

日本航海学会論文集 Vol.139(2018)目 次

事務局だより……………………………………

投稿要領…………………………………………

(69)

(73)

(75)

(77)

日 本 航 海 学 会
Ja/pan lnstitute ofNavigation

c/o Tokyo University ofMarine Science and Technology9 1-6,Etchttima 2,Koto― ku,Tokyo,135-8533 JAPAN


	表紙-ﾚｲｱｳﾄ (No.208).pdf
	校了原稿 (No.208).pdf
	裏表紙-ﾚｲｱｳﾄ (No.208).pdf

