
ふぇらむ Vol.8（2003）No.1

13 13

1 はじめに

今までの入門講座において、様々な圧延理論が紹介された。

すなわち、2次元圧延理論 1）、混合摩擦域の圧延理論 2）、そ

して板プロフィル解析のための3次元圧延理論3，4）ではスラ

ブ法が紹介された。一方、形鋼圧延解析のための3次元圧延

理論と幅広がり式5）では上界法（エネルギ法）が紹介された。

スラブ法を用いて圧延解析を行うためには、様々な仮定を

用いて、圧延荷重や圧延トルク等の計算式を誘導する必要が

ある。実際に、これらの入門講座においてはこれらの計算式

が詳細に誘導された。ここで、これらの計算式を他の金属加

工の解析に利用することはできない。すなわち、スラブ法に

よる計算式は、金属加工様式に依存する。一方、スラブ法に

よる解析において必要な計算時間は非常に短い。すなわち、

2次元圧延理論における計算時間は事実上ゼロであり、3次

元圧延理論における計算時間は数秒程度である。

有限要素法（FEM）は、あらゆる工学の分野において利用

されている汎用的な解析法である。そして、金属加工の解析

のための有限要素法は既に確立されている。ここで、圧延加

工の解析のための有限要素法は、金属加工の解析のための有

限要素法とほとんど変わらない。すなわち、有限要素法は金

属加工様式にほとんど依存しない。そのため、本入門講座で

は圧延加工の解析のための有限要素法を簡単に説明する。一

方、有限要素法による解析において必要な計算時間は非常に

長い。すなわち、2次元解析における計算時間は数分程度で

あり、3次元解析における計算時間は数時間程度である。

本入門講座ではまず、圧延加工の解析のための様々な解析

法を紹介する。次に、解析法に重点を置いて様々な解析結果

を紹介する。

2 解析法

2.1 静的FEMと動的FEM

表1に静的FEMと動的FEMの比較を示す。静的FEMに

おいて、静的な力の釣合式を解くためには、全節点の全変位

成分を未知数とする連立一次方程式を解かなければならな

い。そして、計算時間の大部分がこの連立一次方程式を解く

ために使われる。ここで、連立一次方程式を解くために必要

な計算時間は未知数の3乗に比例する。すなわち、節点数が

2倍になれば、計算時間は8倍になる。

動的FEMは、計算時間が長いという静的FEMの短所を

改良するために提案された。動的FEMにおいて、動的な運

動方程式を解くためには、各節点の各変位成分毎に独立した

一次方程式を解けばよい。すなわち、連立一次方程式を解く

必要がない。ここで、一次方程式を解くために必要な計算時

間は式の数に比例する。すなわち、節点数が2倍になれば、

計算時間は2倍になる。しかし、独立した一次方程式を得る

ために、大胆な近似が行われるため、動的FEMの計算精度

は低い。

以前には、金属加工の解析に静的FEMだけが用いられた。

しかし最近では、動的FEMもまた金属加工の解析に用いら

れる。静的FEMを用いた場合、板成形加工の解析に必要な

計算時間は数ヶ月程度である。そこで現在では、板成形加工

の解析に動的FEMが主に用いられる。一方、静的FEMを

用いた場合、圧延加工の解析に必要な計算時間は数時間程度

である。そのため、圧延加工の解析に動的FEMはほとんど
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用いられない。そこで、本入門講座では静的FEMだけを取

り上げる。

2.2 弾塑性FEMと剛塑性FEM

表2に弾塑性FEMと剛塑性FEMの比較を示す。弾塑性

FEMでは、材料は弾塑性体であると仮定される。そして、

降伏点において応力－ひずみ曲線の傾きが不連続になるた

め、計算時間が長い。一方、剛塑性FEMでは、材料は剛塑

性体であると仮定される。そして、応力－ひずみ曲線の傾き

がすべてのひずみにおいて連続になるため、計算時間が短い。

なお、スラブ法では材料は剛塑性体であると仮定された。

以前には、圧延加工の解析に剛塑性FEMが主に用いられ

た。しかし最近では、残留応力が求まることが長所である、

弾塑性FEMもまた圧延加工の解析によく用いられる。なお、

文献6）に金属加工の解析のための弾塑性FEMと剛塑性

FEMが詳しく解説されている。

2.3 様々な剛塑性FEM

剛塑性変形する材料の体積は変化しない、という条件を満

足させるために、様々な剛塑性FEMがある。表3に様々な

剛塑性FEMの比較を示す。ここで、ラグランジュ未定乗数

法及びペナルティ法は、材料の体積一定の条件を満足させる

方法を表す。一方、圧縮性材料特性法では、材料の体積が変

化する降伏関数が用いられる。ここで、ペナルティ法及び圧

縮性材料特性法では、材料の体積がわずかに変化する。ラグ

ランジュ未定乗数法では、各節点の各変位成分のみならず各

要素の静水圧応力が未知数になるため計算時間が長い。一方、

ペナルティ法及び圧縮性材料特性法では、各節点の各変位成

分だけが未知数になるため、計算時間が短い。

2.4 一般化平面ひずみ解析法と3次元解析法

ある方向のひずみがゼロである変形を平面ひずみ変形と呼

ぶ。2次元圧延理論1）及び混合摩擦域の圧延理論2）では平面

ひずみ変形が仮定された。すなわち、板幅方向のひずみはゼ

ロであった。当然ではあるが、有限要素法による2次元解析

においても、平面ひずみ変形が仮定される。

ある方向のひずみが、その方向に垂直な断面内において、

一様である変形を一般化平面ひずみ変形と呼ぶ。圧延方向の

ひずみが圧延方向に垂直な断面内において一様である、一般

化平面ひずみ変形を仮定した解析がしばしば行われる。表4

に一般化平面ひずみ解析法と3次元解析法の比較を示す。

一般化平面ひずみ解析法ではまず、材料全体が圧延方向に

垂直な数多くの断面により数多くのスラブに分割される。そ

して、各スラブが剛塑性FEMにより解析される。ここで、

圧延方向ひずみは、スラブに作用する圧延方向の力が釣り合

うように決められる。すなわち、一般化平面ひずみ解析法は

剛塑性FEMとスラブ法を組み合わせた解析法である。なお、

各スラブ毎に解析が行われるため、一般化平面ひずみ解析法

の計算時間は短い。

なお上記の一般化平面ひずみ解析法では、スラブの厚さが

ゼロでないため、3次元解析が行われる。一方、圧延方向ひ

ずみが既知であると仮定する簡略化された一般化平面ひずみ

解析法がある。この簡略化された解析法では、スラブの厚さ

がゼロであるため、2次元解析が行われる。

2.5 定常解析法と非定常解析法

空間の任意の位置の物理量、例えば応力やひずみ等が時間

に依存しない状態を定常状態と呼ぶ。材料先端部あるいは材

料後端部は、圧延中に定常状態になく非定常状態にある。一

方、材料先端部及び材料後端部を除く材料中央部は、圧延中

に定常状態にある。材料先端部及び材料後端部の材料中央部

に対する割合は非常に小さい。したがって、非定常状態にあ

る材料の変形を通常解析する必要はない。そこで、本入門講

座では定常状態にある材料の変形だけを取り上げる。

定常状態の材料の変形を求めるために、定常解析法と非定

常解析法がある。表5に定常解析法と非定常解析法の比較を

示す。

定常解析法では、解析より得られた節点変位を使って材料

の流線を求める。そして、流線を使って材料の外形形状や空

間の任意の位置の物理量を修正する。すなわち、材料の外形

剛塑性 FEM弾塑性 FEM

考慮しない 考慮する 弾性変形 

求まらない 求まる 残留応力 

短い 長い 計算時間 

表2 弾塑性FEMと剛塑性FEMの比較

3次元解析法 一般化平面ひずみ 
解析法 

任意 一様 圧延方向ひずみ 

高い 低い 計算精度 

長い 短い 計算時間 

表4 一般化平面ひずみ解析法と3次元解析法の比較

圧縮性材料 
特性法 ペナルティ法 ラグランジュ 

未定乗数法 

島・大矢根 ミーゼス ミーゼス 降伏関数 

ある ある ない 体積変化 

短い 短い 長い 計算時間 

表3 様々な剛塑性FEMの比較
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形状を流線に一致させる。また、空間の任意の位置の物理量

をその物理量の流線に沿う積分値に一致させる。ここで、外

形形状や物理量が収束した時、材料は定常状態にあると判断

する。なお、スラブ法では定常解析法が用いられた。

非定常解析法では通常の非定常解析が行われる。材料の変

形量が十分大きい時、空間の任意の位置の物理量は振動する。

その振動の周期は、通常その位置を1要素が通過する時間に

等しい。そして、その振動の周期及び振幅が一定値になった

時、材料は定常状態にあると判断する。すなわち、定常状態

において物理量は振動するため、非定常解析法の計算精度は

低い。また、振動の周期及び振幅が一定値になる時の材料の

変形量は十分大きいため、非定常解析法の計算時間は長い。

表より、定常解析法は非定常解析法よりも優れている。そ

こで、剛塑性FEMでは定常解析法が用いられる。しかし、

弾塑性FEMでは降伏点において応力－ひずみ曲線の傾きが

不連続になる。そのため、定常解析法を用いた場合、一般に

外形形状や物理量が収束しない。そこで、弾塑性FEMでは

非定常解析法が用いられる。ここで、定常状態の材料の変形

を求めるために、“非”定常解析法を用いることに注意する。

3 解析結果

3.1 平面ひずみ圧延

剛塑性 FEMによる 2次元解析は、森ら 7）及び Li and

Kobayashi 8）により初めて行われた。図1に筆者による剛塑

性FEMによる解析で得られた相当ひずみ速度分布と静水圧

応力分布を示す。材料とロールの接触開始点において相当ひ

ずみ速度が大きい。そして、接触開始点から圧延下流であり

また板厚中央である方向に相当ひずみ速度が大きい領域が存

在する。すなわち、相当ひずみ速度は板厚方向に均一ではな

い。同様に、静水圧応力は板厚方向に均一ではない。

2次元均一変形理論1）では、各スラブ内において応力は板

厚方向に一様であると仮定された。また、2次元不均一変形

理論 1）では、各スラブ内において応力は板厚方向に線形に

変化すると仮定された。従って、スラブ法による解析から上

記の不均一を得ることはできない。しかし、スラブ法による

解析結果の精度が比較的良いことはよく知られている。その

ため、スラブ法は現在においても十分価値がある。

図2にスラブ法及び剛塑性FEMによるロール接触面圧力

分布を示す9）。図より、2次元不均一変形理論1）による圧力

分布（Orowan）は剛塑性FEMによる圧力分布（B，D）とよ

く一致する。ただし、スラブ法による圧力は、剛塑性FEM

による圧力よりも若干小さい。

非定常解析法 定常解析法 

材料 空間 要素の固定対象 

低い 高い 計算精度 

長い 短い 計算時間 

表5 定常解析法と非定常解析法の比較

図1 相当ひずみ速度分布と静水圧応力分布

（a）相当ひずみ速度分布

（b）静水圧応力分布

図2 ロール接触面圧力分布

（a）剛体ロール

（b）4段圧延機
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玉野ら10）は、弾塑性FEMにより圧下率が1％以下である

調質圧延の解析を行った。この解析では、微小変形理論が用

いられた。また、材料の変形量が極めて小さいため、定常解

析法が用いられた。

大変形理論を用いた弾塑性FEMによる 2次元解析は、

Argyrisら 11）、鑓田ら 12）そしてLiuら 13）により行われた。

これらの解析では、中立点近傍において材料がロールに固着

すること、すなわち材料速度がロール周速と一致すること、

及び中立点近傍以外において材料とロールがすべり接触する

ことが考慮された。なお、これらの解析では非定常解析法が

用いられた。

なお、文献9）では数多くの剛塑性FEMあるいは弾塑性

FEMによる解析結果が比較された。図3に圧延圧力分布及

び摩擦応力分布を示す9）。図より、数多くの解析結果の間の

相違は小さい。また、剛塑性FEMによる解析結果（A，B，

C，D，E，F）と弾塑性FEMによる解析結果（G，H，I）は

あまり異ならない。

3.2 板の圧延

まず、剛塑性FEMによる板の近似3次元解析が森・小坂

田 14，15）により行われた。これら研究では近似3次元要素が

提案された。ここで、近似3次元要素の内部では、圧延方向

変位及び板幅方向変位は板厚方向に変化しないと仮定され

た。したがって、近似3次元要素を用いた解析による計算精

度は、通常の3次元要素を用いた解析による計算精度よりも

低い。一方、近似3次元要素の独立した節点変位成分の数は、

通常の3次元要素の独立した節点変位成分の数よりも少な

い。したがって、近似3次元要素を用いた解析による計算時

間は、通常の3次元要素を用いた解析による計算時間よりも

短い。しかし、近似3次元要素を用いると、板厚方向要素数

は1に限定されるため、現在では、通常の3次元要素を用い

た解析が行われる。一方、井口・鑓田16）は剛塑性FEMによ

る板の3次元解析を行った。この研究では、中立点近傍にお

ける材料とロールの固着を考慮した解析法が提案された。な

お、弾塑性FEMを用いた板の3次元解析はLiuら 1 7）及び

Lee18）より行われた。

剛塑性FEMによる板の3次元解析とロールの弾性変形の

解析を組み合わせた解析は柳本ら19，20）及び古元ら21）により

行われた。これらの研究では、材料形状が収束するまで材料

の変形解析とロールの変形解析が交互に行われた。ここで、

ロール軸のたわみの解析にShohet and Townsend 22）による

方法が用いられた。また、ロール表面の変形解析に修正半無

限体モデルと呼ばれる弾性解23）または弾性FEMが用いられ

た。ここで、弾性解による計算時間は事実上ゼロである。図

4に板幅方向の板厚分布を示す20）。図より、解析結果が実験

結果とよく一致すること、またロールクラウンがエッジドロ

ップに大きな影響を及ぼすことがわかる。

文献9）では数多くの剛塑性FEMによる解析結果が比較さ

れた。図5に単位板幅当たりの圧延荷重の分布を示す9）。図

より、剛体ロールによる圧延荷重の分布と4段圧延機による

圧延荷重の分布が大きく異なることがわかる。また、文献9）

では弾性解である修正半無限体モデルによる解析結果と弾性

FEMによる解析結果がほとんど一致することが示された。

3.3 棒鋼・線材の圧延

一般化平面ひずみ変形を仮定した棒鋼・線材圧延の解析が

木内・柳本 24）、岡田ら 25）、Kimら 26）そしてHsiang and

Lin 27）により行われた。

剛塑性FEMによる棒鋼・線材圧延の3次元解析は、森・

小坂田28 - 30）、Park and Oh31）、二階堂ら32）そして柳本ら33，34）

より行われた。一方、小森 35）は解析に必要な記憶容量が小

さい3次元解析の方法を提案した。そして、提案した解析法

図3 圧延圧力分布及び摩擦応力分布 図4 板幅方向の板厚分布
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による解析結果が通常の解析法による解析結果と完全に一致

することを示した。図6に角－楕円圧延における材料形状を

示す35）。材料とロールの接触開始点を正確に求めるために、

接触開始点近傍の節点が圧延方向に移動させられている。

棒鋼・線材圧延は熱間加工であるため、変形解析のみなら

ず温度解析を行う必要がある。そこで、Montmitonnetら36）

および小森37，38）は棒鋼・線材圧延の変形解析及び温度解析

を行った。これらの研究では、材料形状と温度分布が収束す

るまで変形解析と温度解析が交互に行われた。なお、熱間圧

延では材料は高温、ロールは室温である。そのため、材料と

ロールの接触面近傍で温度が急激に変化する。この急激な温

度変化を解析で求めるために、接触面近傍の要素分割を非常

に細かくする必要がある。しかし、細かい要素分割は膨大な

計算時間及び記憶容量を必要とする。そのため、3次元解析

において接触面近傍の要素分割を細かくすることはできな

い。そこで文献37，38）では、接触面近傍の領域の温度分

布を1次元差分法により、その他の領域の温度分布を3次元

有限要素法により求める方法が提案された。図7に1次元差

分法により求めた接触面近傍の温度分布を示す37）。図より、

ロール周速が温度分布に大きな影響を及ぼしている。

さて、高強度で高靱性の棒鋼・線材を得るために圧延中の

材料の微視的組織を知る必要がある。そこで、根石ら39）及

び柳本ら 40）は棒鋼・線材圧延の変形解析及び温度解析をも

とに、材質予測モデルを使って材料の微視的組織を予測し

た。

一方、棒鋼・線材圧延の汎用3次元解析システムが開発さ

れた 41，42）。これらのシステムの利用者はGUIを利用してデ

ータの入出力を行える。また、これらのシステムを利用する

ことにより、圧延プロセス設計や孔型設計を容易に行える。

3.4 形鋼・管材の圧延

一般化平面ひずみ変形を仮定した形鋼・管材圧延の解析が

行われた。すなわち、柳本・木内43）及びKimら44）によりH

形鋼圧延の解析が行われた。また、山田ら45）により延伸圧

延の、Glowacki 46）により軌条圧延の、そして森ら 47）によ

り穿孔圧延の解析が行われた。図8に延伸圧延後の横断面形

状を示す45）。図より、解析結果は実験結果とよく一致する。

材料形状が複雑な場合、一般化平面ひずみ変形を仮定した解

析法は現在においても有効な解析法である。

剛塑性FEMによる形鋼・管材圧延の3次元解析が行われ

図5 単位板幅当たりの圧延荷重の分布

（a）剛体ロール

（b）4段圧延機

図6 角－楕円圧延における材料形状 図7 接触面近傍の温度分布
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た。すなわち、森ら48，49）により絞り圧延の、森ら28，29）及び

井口ら50）によりH形鋼圧延の、山田ら51）により延伸圧延の、

そして柳本ら52，53）により山形鋼圧延の解析が行われた。図9

にH形鋼圧延の材料形状を示す 29）。ウェブ部の接触面形状

はフランジ部の圧下量に依存している。

さて、形鋼・管材圧延は熱間で行われるため、温度解析を

行うことは重要である。小森・香村 54）は実生産ラインのH

形鋼圧延の変形解析及び温度解析を行った。そして、圧延後

の温度分布を使って、2次元熱弾塑性FEMにより冷却後の

残留温度分布を求めた。図10に圧延後の温度分布及び冷却

後の残留応力分布を示す 54）。図より、圧延後の材料から周

囲への熱伝達率が残留応力分布に大きな影響を及ぼしてい

る。

4 おわりに

有限要素法を用いた圧延解析の概要を紹介した。現在では、

数千個の要素を用いた3次元解析を通常のパソコンにおいて

実行できる。この入門講座が、これから有限要素法を用いた

圧延解析を始める方々の参考になることを希望する。

参考文献

1）戸澤康壽：ふぇらむ，7（2002），89.

2）玉野敏隆：ふぇらむ，7（2002），160.

3）松本紘美：ふぇらむ，7（2002），273.

4）石川孝司：ふぇらむ，7（2002），336.

5）中島浩衛：ふぇらむ，7（2002），681.

6）冨田佳宏：数値弾塑性力学，養賢堂，（1990）

7）K. Mori，K. Osakada and T. Oda： Int. J. Mech. Sci.，

24（1982），519.

8）G. J. Li and S. Kobayashi： Trans. ASME， J. Eng.

Ind.，104（1982），55.

9）圧延の有限要素法による理論解析の実際，日本鉄鋼協

会編，（1998）

10）玉野敏隆：塑性と加工，14（1973），766.

11）J. H. Argyris， J. S. Doltsinis，P. M. Pimenta and H.

Wustenberg： Comp. Meth. Appl. Mech. Eng.， 32

（1982），3.

12）I. Yarita， R. L. Mallett and E. H. Lee： Steel

Research，56（1985），255.

13）C. Liu， P. Hartley， C. E. N. Strugess and G. W.

Rowe：Int. J. Mech. Sci.，27（1985），531.

14）森謙一郎，小坂田宏造：塑性と加工，23（1982），897.

15）K. Mori and K. Osakada： Int. J. Mech. Sci.， 26

（1984），515.

16）T. Iguchi and I. Yarita：ISIJ Int.，31（1991），559.

17）C. Liu， P. Hartley， C. E. N. Sturgess and G. W.

図9 H形鋼圧延の材料形状

図10 圧延後の温度分布及び冷却後の残留応力分布

図8 延伸圧延後の横断面形状



有限要素法を利用した圧延理論

19 19

Rowe：Int. J. Mech. Sci.，29（1987），271.

18）J. D. Lee： Comp. Meth. Appl. Mech. Eng.， 161

（1998），315.

19）柳本潤，木内学：塑性と加工，32（1991），1007.

20）柳本潤，佐々木保，木内学，河野輝雄：塑性と加工，

33（1992），1406.

21）古元秀昭，森本和夫，林寛治，小坂田宏造：塑性と加

工，37（1996），1059.

22）K. N. Shohet and N. A. Townsend： J. Iron and Steel

Inst.，206（1968），1088.

23）松本紘美，中島浩衛，菊間敏夫，上堀雄司：塑性と加

工，23（1982），1201.

24）木内学，柳本潤：塑性と加工，30（1989），19.

25）岡田達夫，小坂田宏造，森謙一郎，古元秀昭：日本機

械学会論文集A，56（1990），1893.

26）N. Kim，S. M. Lee，W. Shin，R. Shivpuri： Trans.

ASME J. Eng. Ind.，114（1992），329.

27）S. H. Hsiang and S. L. Lin： Int. J. Mech. Sci.， 43

（2001），1155.

28）K. Mori and K. Osakada： Int. J. Num. Meth. Eng.，

30（1990），1431.

29）森謙一郎，小坂田宏造：日本機械学会論文集A，56

（1990），1288.

30）森謙一郎，小坂田宏造：日本機械学会論文集A，57

（1991），1357.

31）J. J. Park and S. I. Oh： Trans. ASME J. Eng. Ind.，

112（1990），36.

32）二階堂英幸，林宏之，侍留誠，瀬戸恒雄，直井孝之：

塑性と加工，31（1990），378.

33）柳本潤，木内学，井上幸雄：塑性と加工，34（1993），

75.

34）柳本潤，木内学，井上幸雄：塑性と加工，34（1993），

81.

35）K. Komori：Int. J. Mech. Sci.，40（1998），479.

36）P. Montmitonnet，J. L. Chenot，C. Bertrand - Corsini，

C. David，T. Iung and P. Buessler： Trans. ASME J.

Eng. Ind.，114（1992），336.

37）小森和武：日本機械学会論文集A，59（1993），2993.

38）小森和武：日本機械学会論文集A，62（1996），1045.

39）根石豊，秋山雅義，井上欣広，川上浩一郎：塑性と加

工，38（1997），637.

40）J. Yanagimoto，T. Ito and J. Liu：ISIJ Int.，40（2000），

65.

41）柳本潤，木内学，宮澤英之，浅川基男：鉄と鋼，86

（2000），452.

42）佐古崇，山下雅司：電気製鋼，73（2002），189.

43）柳本潤，木内学：塑性と加工，31（1990），384.

44）N. Kim， T. A ltan and S. Kobayashi： Int. J. Mach.

Tools Manuf.，31（1991），553.

45）山田将之，山田建夫，小坂田宏造，岡田達夫：塑性と

加工，34（1993），1270.

46）M. Glowacki：J. Mat. Proc. Tech.，62（1996），229.

47）K. Mori， H. Yoshimura and K. Osakada： J. Mat.

Proc. Tech.，80/ 81（1998），700.

48）森謙一郎，小坂田宏造，三原豊，平川智之，福田正

成：塑性と加工，28（1987），1054.

49）森謙一郎，三原豊，曽谷保博，秋田真次：塑性と加工，

32（1991），1262.

50）井口貴朗，林宏之，鑓田征雄：塑性と加工，35（1994），

959.

51）山田健二，小川茂，濱渦修一，菊間敏夫：塑性と加工，

36（1995），384.

52）柳本潤，木内学，柴田一良，井上幸雄：塑性と加工，

36（1995），41.

53）柳本潤，木内学，柴田一良：塑性と加工，36（1995），

713.

54）小森和武，香村克彦：日本機械学会論文集A，64（1998），

729.

（2002年10月9日受付）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002778ba8a8d752800500044004600270020306b57fa3065304f005d0020005b002778ba8a8d752800500044004600270020306b57fa3065304f005d0020005b002778ba8a8d752800500044004600270020306b57fa3065304f005d0020005b002778ba8a8d752800500044004600270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005b30d730ec30b954c18cea005d00270020306b57fa3065304f005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B00D89AE389CF50A65E5D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


