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数値計算の基礎
計算機による数値の表現



整数の表現

• 計算機は数値を２進数で表す
• 桁数の単位はbit

• 8桁の2進数で整数を表現したら8bit整数

0 0 0 0 1 1 0 1

10進数の13

• 8bitなら[0,255]（16進数2桁）

• 符号が付くと1bit減るので[-127,128]

• 32bitが標準，long型だと64bit

• 8bitで1byte（データ量の単位）



小数点の表現

•浮動小数点（Floating Point）

• 2進数⇔10進数の変換において、小数点以下は
有限桁数で正確に変換できない

•指数部と仮数部に分けて表現される

•単精度(32bit, FP32), 倍精度(64bit, FP64)

•必要とする精度は問題毎に異なる

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3357169

                                       

     

                                         

               



単精度実数と倍精度実数

指数部 指数部 仮数部

単精度 1bit 8bit 23bit

倍精度 1bit 11bit 52bit

実数=(符号部)×2(指数部)×(1+仮数部)



実数の範囲

有効桁数 下限値 上限値

単精度 ~7 1.175494×10-38 3.402823×1038

倍精度 ~15 2.225074×10-308 1.797693×10308

•単精度は10進数7桁程度

•倍精度は10進数16桁程度



数値計算の基礎
誤差



•丸め誤差 
仮数部が有限であるので途中の桁で四捨五入(2進数では0捨1入)するため生
じる誤差 
•桁落ち 
ほぼ等しい数どうしの減算を行ったときに有効桁数が下がること 
例) 0.1234×102(4桁) - 0.1233×102(4桁)=0.1×10-2(1桁) 
•情報落ち 
大きな数と小さな数の加減算を行うとき、小さな数からみた誤差が大きく
なっている 
例) 0.1234×102 + 0.1233×10-1=0.1235×102

誤差



常微分方程式
物理や工学の問題の多くは微分方程式で記述される

例) 天体の軌道、電気回路

微分方程式を解析的に解く事は多くの場合不可能

数値計算で近似値を求める

数値計算を行う際は、求めたい近似値の精度に気をつける



常微分方程式
例)単振動

おもりに働く復元力 
フックの法則

おもりの運動方程式

時刻tでのおもりの位置は以下のように表せる



常微分方程式の数値解法

一階常微分方程式 : 

初期値 : 概要 数値計算の基本 常微分方程式の解法 N 体シミュレーション まとめ

常微分方程式

初期値問題
dx
dt
= f (x, t)

x(t0) = x0 t0

x0

x

t

時刻 t0 における xの値が x0 として
（初期条件)、任意の時刻 t における

xを求める。
1

1初期値問題以外では 2 点境界問題等。今日説明しない特別な解法を要する。
9 / 30

時刻 t0 における x の値が 
 x0 として (初期条件)、 
任意の時刻 t における x を求める。 



•数値計算を行う際は常微分方程式の  
dt を有限の Δt とし、 
Δt ずつ補正項 Δtf(xn,tn) を計算 
•Δtのことをタイムステップ、 
もしくは時間刻みとよぶ 
•Δt が極小のとき 
元の微分方程式に良く近似する

計算法

オイラー法概要 数値計算の基本 常微分方程式の解法 N 体シミュレーション まとめ

オイラー法

微分方程式
dx
dt
= f (x, t)

を接線近似によって微小な時間 ∆t 経過後の xを求める。

ti
ti+1

xi

xi+1

x

x = f(xi, ti)(t− ti) + xi

∆t

t

✓ ✏
dx
dt
≃ xi+1 − xi

∆t
= f (xi, ti)

⇔ xi+1 = xi+∆t f (xi, ti)✒ ✑

∆t をタイムステップ (または時間刻み、時間ステップ)とよぶ。 11 / 30



•数値計算を行う際は常微分方程式の  
dt を有限の Δt とし、 
Δt ずつ補正項 Δtf(xn,tn) を計算 
•Δtのことをタイムステップ、 
もしくは時間刻みとよぶ 
•Δt が極小のとき 
元の微分方程式に良く近似する

計算法

オイラー法
概要 数値計算の基本 常微分方程式の解法 N 体シミュレーション まとめ

数値計算コードの骨格

プログラムの基本構造
1 void t i m e i n t e g r a t i o n (
2 double ∗x , double t , double dt )
3 {
4 / / ステップすすめる
5 . . . .
6 }
7 . . .
8 t = t s t a r t ;
9 while ( t<t end ) {

10 t i m e i n t e g r a t i o n (&x , t , d t ) ;
11 t += dt ;
12 } t0

x0

x

t

ti

ti+1

ᄶⲥ

ਓⲥ
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オイラー法

xをtnの周りでテイラー展開する

この式を微分方程式を用いて書き直すと



オイラー法

微分方程式 差分方程式
近似



プログラムの構造
①　初期値の設定

変数に初期値を入力する

②　刻み幅の計算
今回はdt=0.1を使用する

逆に数値計算を行う範囲をN分割したい場合は 
以下のように刻み幅を決定する

x0=1.0 
t0=0.0



プログラムの構造
③　条件判定
現在の時間が終了時刻になっているか判定する

④　時刻t+Δtでの値を計算

新しい値を用いて次の時刻の計算を行う



プログラムの構造
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 

int main(void) 
{ 
  double t, x; 
  const double dt = 0.1; 
  const double t_end = 10.0; 

  t = 0.0; 
  x = 1.0; 

  printf("%f, %f\n", t, x); 

  while (t < t_end) { 
    t += dt; 
    x += x*dt; 
    printf("%f, %f\n", t, x); 
  } 
  return 0; 
}

オイラー法のプログラム例

ループの中の計算を 
関数化しても良い



概要 数値計算の基本 常微分方程式の解法 N 体シミュレーション まとめ

オイラー法の計算例✓ ✏
d2x
dt2
= −x

v0 = 0, x0 = 1✒ ✑
=⇒

✓ ✏
厳密解

x = cos(t)✒ ✑
この場合のオイラー法による数値解は、

∆t = 0.1
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厳密解
オイラー法

オイラー法の誤差



•オイラー法は接線近似を仮定している 
　→　タイムステップを短くするほど精度が良くなる

誤差の定量的評価
x(ti+1) を厳密解、xi+1 を数値解とする。このとき 
誤差 = x(ti+1) - xi+1 = O(∆tm+1) = 定数 × ∆tm+1 
とかけると、この数値計算法は m 次であるという 

オイラー法の誤差



誤差の定量的評価
x(ti+1) を厳密解、xi+1 を数値解とする。このとき 
誤差 = x(ti+1) - xi+1 = O(∆tm+1) = 定数 × ∆tm+1 
とかけると、この数値計算法はm次であるという 

オイラー法は1次の解法

dtを半分にすると誤差もおよそ半分になる

オイラー法の誤差



オイラー法の誤差
オイラー法の1ステップ当たりの誤差はO(Δt2)

一方、計算時間Tの間に行う逐次計算の回数は

つまり、計算全体では逐次計算の誤差が 
積み上がっていく事になるので



局所誤差 
タイムステップ Δt の間に蓄積する誤差 
厳密解: x(ti+1) と数値解:xi+1 のとき 
m次の局所誤差は x(ti+1)=xi+1 + O(Δtm+1) の関係を満たす

大域誤差 
一定時間内で計算したときの誤差 
O(Δtm+1)×t/Δt=O(Δtm)

局所誤差の合計が 
大域誤差となる

局所誤差と大域誤差



概要 数値計算の基本 常微分方程式の解法 N 体シミュレーション まとめ

タイムステップを変えた場合
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オイラー法の誤差



•誤差を減らすにはタイムステップを小さくする 
•タイムステップを小さくすると計算量が増加する 
•タイムステップを小さくしていくと丸め誤差の影響が出る

より高精度な計算をするには

•高次の解法 (ルンゲクッタ法、予測子修正子法、リチャード
ソン補外など) 
•考える系の構造や性質に着目する  
(後ほどハミルトン系の解法で詳しく説明) 

オイラー法の誤差



1. 半分のタイムステップまで計算を行う 
2. その導関数を用いて本ステップを計算する

この計算法は二次の解法であるため、タイムステップを小さくするとオ
イラー法より誤差が小さくなる 
一方、誤差の変化量が大きいため、タイムステップが大きいときはオイ
ラー法より精度が悪くなることがある

計算法

二次のルンゲクッタ法



二次のルンゲクッタ法

1. 半分のタイムステップで導関数を計算 
2. その導関数を用いて本ステップを計算

計算法
二次のルンゲ・クッタ法
以下のような計算法を考える

k1 = xi +
h

2
f(xi, ti)

xi+1 = xi + hf(k1, ti + h/2) (2)

x

y

xi

yi
step 1

step 2

xi+1

h

これは2次精度 (他にも2次精度の公式はある)。

tn  

xn

x

tn+1  t  

   



二次のルンゲクッタ法

この計算法の次数は 2 次。つまり 
局所誤差 = x(ti+1) - xi+1 = O(∆t3) 

大域誤差 = x(t) - xN = O(∆t2) 

二次のルンゲ・クッタ法
以下のような計算法を考える

k1 = xi +
h

2
f(xi, ti)

xi+1 = xi + hf(k1, ti + h/2) (2)

x

y

xi

yi
step 1

step 2

xi+1

h

これは2次精度 (他にも2次精度の公式はある)。

計算法

x

xn

tn  tn+1  t  

   



中点法とホイン法
2次のルンゲクッタ法には以下の2つの方法がある

中点法

ホイン法



古典的ルンゲクッタ法 
(4次ルンゲクッタ法)

•4段公式で到達可能な4次の公式 
•係数が簡単で計算量も少ない 
•5次以上では次数<段数となる

• オイラー法より精度が良く、タイムステップに対して 
誤差の減少が大きい 

• テイラー展開の４次の項まで使用する

最も広く用いられている常微分解法 



古典的ルンゲクッタ法

計算法



古典的ルンゲクッタ法

• k1：オイラー法の計算法と同じ 
• k2：2次ルンゲクッタ法の計算法と同じ 
• k3：k2の情報を使用する 
• k4：k3の情報を使用する

• k1からk4はxnでの傾きを表している 
• 最後に重み付けをして傾きの合成を行っている



高階の常微分方程式の解法
高階の微分方程式を計算する場合は、 
1階の連立微分方程式に変更して計算を行う

上記の微分方程式に対して、下記のような変数変換を行う

その結果、以下のような連立微分方程式が得られる



ルンゲクッタ法の誤差
概要 数値計算の基本 常微分方程式の解法 N 体シミュレーション まとめ

ルンゲクッタ法の計算例

数値解
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数値解 エネルギー誤差



N体シミュレーションの解法

N体シミュレーションでは、粒子間の重力相互作用を計算す
る 
重力計算の量は粒子数の二乗に比例する(O(N2)の計算)

基礎方程式



N体シミュレーションの解法

無衝突系 : 近接相互作用が系の進化に影響しない 
衝突系 : 近接相互作用が系の進化に影響する

衝突系の場合、近接相互作用を細かく計算する必要がある 
そのため、高次の数値積分法が良く使われる 
粒子数が増えると計算量が急激に増加するため、 
重力計算を効率よく行う必要がある(GRAPEなど)



N体シミュレーションの解法

•ルンゲクッタ法はどんな常微分方程式でも解ける 
• N体シミュレーション考えるのはハミルトン系 
　→　ハミルトン系専用の数値解法で良い

基礎方程式



一次元調和振動子

運動方程式

この方程式の厳密解は相平面での角度τの回転で表せる

この変換は相平面での面積を保存する

例：調和振動子

この変換はJacobiの行列式が1となる
↓



オイラー法

シンプレクティック法

•共に厳密解に対してτの1次まで一致 
•シンプレクティック法は係数行列の行列式の値が1

•オイラー法はエネルギーが 
　1ステップごとに(1+τ２) 
• シンプレクティック法は厳密解に非常に近い

例：調和振動子



シンプレクティック法

•シンプレクティック法に対して任意の座標変換を行う

•シンプレクティック法は厳密解に対して 
　　45度傾いた楕円となる 
　　→　誤差が蓄積しない

例：調和振動子



リープフロッグ法
ハミルトニアン

シンプレクティック性
ある種のハミルトニアンにおいて、時間発展しても保存量を持つ

に対するシンプレクティックな数値解法を考える

(q, p)→(q’, p), (q’, p)→(q’, p’) の合成として得られる



リープフロッグ法
Hamilton方程式を以下の形に書き直す

また、関数Fに作用する微分作用素は以下のように定義できる

よってHmilton方程式はこの表記を使用すると

dq

dt
=

@H

@p
,
dp

dt
= �@H

@q
<latexit sha1_base64="Brx71n7cSsV3E0N054gFkimRyAA=">AAADF3icnVFNS+RAEK3EddVR11EvgpfBQfGwO1REUARF9LAe/Ro/UJGkt9VgJolJz4AO/gH/gIgnFwYRf8QeBPHqwYM/YdmjghcPvmQiMg7rwlZIV3VVvVevuy3fsUPFfK/pDZ8aPzc1t6Ra29q/dKQ7u5ZCrxgImRee4wUrlhlKx3ZlXtnKkSt+IM2C5chla3c6qi+XZBDanruo9n25UTC3XXvLFqZCykuvUoW2KCCTBJXpB+3RYewV/HhNrUI+ogAVG96hDM3EvfV5H/mv8LXMfg3zt//khr7NdJZzHFumPjCSIEuJzXrpc1rHYA+jilQgSS4IBehMCvGtkUGMQYo2MPJ1XFSXEJECtoguGUsRtIt1G7u1JOtiH3GGMVpgioM/ADJD/XzHF/zAN3zJv/n5r1zlmCPSsg9vVbHS3+w46ll4+ieqAK9o5w31oWaFax+NtdrQ7seZ6BSiii8dHD8sjM33lwf4J/+B/jO+5yucwC09isqcnD+lFB7AeH/d9cHSUM7gnDE3nJ2cSp6imXqpjwZx3yM0iSeepTwJrUeb0L5rM/qJ/ku/1m+qrbqWYLqpxvTbF/F+sKA=</latexit><latexit sha1_base64="Brx71n7cSsV3E0N054gFkimRyAA=">AAADF3icnVFNS+RAEK3EddVR11EvgpfBQfGwO1REUARF9LAe/Ro/UJGkt9VgJolJz4AO/gH/gIgnFwYRf8QeBPHqwYM/YdmjghcPvmQiMg7rwlZIV3VVvVevuy3fsUPFfK/pDZ8aPzc1t6Ra29q/dKQ7u5ZCrxgImRee4wUrlhlKx3ZlXtnKkSt+IM2C5chla3c6qi+XZBDanruo9n25UTC3XXvLFqZCykuvUoW2KCCTBJXpB+3RYewV/HhNrUI+ogAVG96hDM3EvfV5H/mv8LXMfg3zt//khr7NdJZzHFumPjCSIEuJzXrpc1rHYA+jilQgSS4IBehMCvGtkUGMQYo2MPJ1XFSXEJECtoguGUsRtIt1G7u1JOtiH3GGMVpgioM/ADJD/XzHF/zAN3zJv/n5r1zlmCPSsg9vVbHS3+w46ll4+ieqAK9o5w31oWaFax+NtdrQ7seZ6BSiii8dHD8sjM33lwf4J/+B/jO+5yucwC09isqcnD+lFB7AeH/d9cHSUM7gnDE3nJ2cSp6imXqpjwZx3yM0iSeepTwJrUeb0L5rM/qJ/ku/1m+qrbqWYLqpxvTbF/F+sKA=</latexit><latexit sha1_base64="Brx71n7cSsV3E0N054gFkimRyAA=">AAADF3icnVFNS+RAEK3EddVR11EvgpfBQfGwO1REUARF9LAe/Ro/UJGkt9VgJolJz4AO/gH/gIgnFwYRf8QeBPHqwYM/YdmjghcPvmQiMg7rwlZIV3VVvVevuy3fsUPFfK/pDZ8aPzc1t6Ra29q/dKQ7u5ZCrxgImRee4wUrlhlKx3ZlXtnKkSt+IM2C5chla3c6qi+XZBDanruo9n25UTC3XXvLFqZCykuvUoW2KCCTBJXpB+3RYewV/HhNrUI+ogAVG96hDM3EvfV5H/mv8LXMfg3zt//khr7NdJZzHFumPjCSIEuJzXrpc1rHYA+jilQgSS4IBehMCvGtkUGMQYo2MPJ1XFSXEJECtoguGUsRtIt1G7u1JOtiH3GGMVpgioM/ADJD/XzHF/zAN3zJv/n5r1zlmCPSsg9vVbHS3+w46ll4+ieqAK9o5w31oWaFax+NtdrQ7seZ6BSiii8dHD8sjM33lwf4J/+B/jO+5yucwC09isqcnD+lFB7AeH/d9cHSUM7gnDE3nJ2cSp6imXqpjwZx3yM0iSeepTwJrUeb0L5rM/qJ/ku/1m+qrbqWYLqpxvTbF/F+sKA=</latexit><latexit sha1_base64="locD8WK+xRTVMrXJOtX2CLDVvQQ=">AAADF3icnVFNS+RAEK3E79HVUS/CXgYHxcPuUPGiCIroQY9+jbqoSNLbajCTxKRnQAf/gH9AxJPCsIg/woMgXj148CeIRwUvHvYlE5Fx2F3YCumqrqr36nW35Tt2qJgfNL2hsam5pbUt1d7xpbMr3d2zHHrFQMi88BwvWLXMUDq2K/PKVo5c9QNpFixHrli701F9pSSD0PbcJbXvy42Cue3aW7YwFVJe+gdVaIsCMklQmX7SHh3GXsGP19Qq5CMKULHhHcrQbNxbn/eR/wZfy+zXMH//T27o20xnOcexZeoDIwmylNicl/5F6xjsYVSRCiTJBaEAnUkhvjUyiDFI0QZGvo+L6hIiUsAW0SVjKYJ2sW5jt5ZkXewjzjBGC0xx8AdAZmiA7/mCn/mWL/mR3/7IVY45Ii378FYVK/3NrqO+xdd/ogrwinY+UH/VrHDto7FWG9r9OBOdQlTxpYPj58WxhYHyIJ/zE/Sf8QNf4wRu6UVU5uXCKaXwAMbn664PlodzBueM+eHs5FTyFK30lfppCPc9QpN44jnKk9D6tAltRpvVT/Qr/Ua/rbbqWoLppRrT734D8N6wng==</latexit>

dz

dt
= DHz

<latexit sha1_base64="ZcJF/Hn1NE+L2fmrU28DKpDdszM=">AAACi3ichVHLSsNQED3Gd31V3QhuikVxVSYqKKIgPsClr6pQS0nirQbTJCS3BVv8AXHvwpWCiLhzqzs3/oCLfoK4rODGhZM0ICrqhNyZO3fOmXPv6K5l+pKo2qA0NjW3tLa1xzo6u7p74r19m75T9AyRNhzL8bZ1zReWaYu0NKUltl1PaAXdElv6wUJwvlUSnm869oY8dEW2oO3ZZt40NMkpJ96PS+ThQYOBCnZRxlHoJftZLCKHZSRQzsWTlKLQEj8DNQqSiGzFiV9hh2kcpi2iAAGbKQ1Y3MjnLwMVBJdzWW6nsQAJMzwX3DjG2CJXCa4IhB3wuse7TJS1eR9w+iHa4C4W/x4jEximJ7qmGj3SDT3T+69clZAj0HLIXq9jhZvrOR5Yf/sXVWAvsf+J+lOz5CeeCrWarN0NM8EtjDq+VD6trU+vDVdG6IJeWP85VemBb2CXXo3LVbF2hhgPQP3+3D+DzbGUSil1dSI5Nx+Nog2DGMIov/ck5niYK0hz3xPc4g73SpcyrkwrM/VSpSHC9OOLKUsfuHmRyg==</latexit><latexit sha1_base64="ZcJF/Hn1NE+L2fmrU28DKpDdszM=">AAACi3ichVHLSsNQED3Gd31V3QhuikVxVSYqKKIgPsClr6pQS0nirQbTJCS3BVv8AXHvwpWCiLhzqzs3/oCLfoK4rODGhZM0ICrqhNyZO3fOmXPv6K5l+pKo2qA0NjW3tLa1xzo6u7p74r19m75T9AyRNhzL8bZ1zReWaYu0NKUltl1PaAXdElv6wUJwvlUSnm869oY8dEW2oO3ZZt40NMkpJ96PS+ThQYOBCnZRxlHoJftZLCKHZSRQzsWTlKLQEj8DNQqSiGzFiV9hh2kcpi2iAAGbKQ1Y3MjnLwMVBJdzWW6nsQAJMzwX3DjG2CJXCa4IhB3wuse7TJS1eR9w+iHa4C4W/x4jEximJ7qmGj3SDT3T+69clZAj0HLIXq9jhZvrOR5Yf/sXVWAvsf+J+lOz5CeeCrWarN0NM8EtjDq+VD6trU+vDVdG6IJeWP85VemBb2CXXo3LVbF2hhgPQP3+3D+DzbGUSil1dSI5Nx+Nog2DGMIov/ck5niYK0hz3xPc4g73SpcyrkwrM/VSpSHC9OOLKUsfuHmRyg==</latexit><latexit sha1_base64="ZcJF/Hn1NE+L2fmrU28DKpDdszM=">AAACi3ichVHLSsNQED3Gd31V3QhuikVxVSYqKKIgPsClr6pQS0nirQbTJCS3BVv8AXHvwpWCiLhzqzs3/oCLfoK4rODGhZM0ICrqhNyZO3fOmXPv6K5l+pKo2qA0NjW3tLa1xzo6u7p74r19m75T9AyRNhzL8bZ1zReWaYu0NKUltl1PaAXdElv6wUJwvlUSnm869oY8dEW2oO3ZZt40NMkpJ96PS+ThQYOBCnZRxlHoJftZLCKHZSRQzsWTlKLQEj8DNQqSiGzFiV9hh2kcpi2iAAGbKQ1Y3MjnLwMVBJdzWW6nsQAJMzwX3DjG2CJXCa4IhB3wuse7TJS1eR9w+iHa4C4W/x4jEximJ7qmGj3SDT3T+69clZAj0HLIXq9jhZvrOR5Yf/sXVWAvsf+J+lOz5CeeCrWarN0NM8EtjDq+VD6trU+vDVdG6IJeWP85VemBb2CXXo3LVbF2hhgPQP3+3D+DzbGUSil1dSI5Nx+Nog2DGMIov/ck5niYK0hz3xPc4g73SpcyrkwrM/VSpSHC9OOLKUsfuHmRyg==</latexit><latexit sha1_base64="ZTQK1k3i4H4/iMeVsENUX8ns+lk=">AAACi3ichVFNS8NAEH3Gr1o/WvUieCkWxVOZ6EEpCuIHeFRrVVApSVw1NE1Csi3Y4h8Q7x48KYiIN6968+If8NCfIB4VvHhwkgZERZ2QndnZeW/e7uiuZfqSqN6kNLe0trXHOuKdXd09iWRv35rvlD1D5A3HcrwNXfOFZdoiL01piQ3XE1pJt8S6XpwLztcrwvNNx16VB67YLml7trlrGprklJPsxwV24UGDgRp2UMVh6CX7acyjgEWkUC0k05Sh0FI/AzUK0ohsyUleYotpHKYtowQBmykNWNzI528TKggu57a5ncYCJMzwXHDjOGPLXCW4IhBW5HWPd5tR1uZ9wOmHaIO7WPx7jExhmB7pil7oga7pid5/5aqFHIGWA/Z6AyvcQuJoIPf2L6rEXmL/E/WnZslPPBlqNVm7G2aCWxgNfKV68pLLrgzXRuicnln/GdXpnm9gV16Ni2Wxcoo4D0D9/tw/g7WxjEoZdXksPTMbjSKGQQxhlN97AjM8zCXkue8xbnCLO6VbGVeyylSjVGmKMP34YsrCB7fZkcg=</latexit>

時間0からτまでの時間発展は



リープフロッグ法
の形のハミルトニアンを考慮した場合

形式解は

(DTとDVは非可換である事に注意)

一般的に、非可換は作用素X, Yで定義されるZについて

Baker-Campbell-Hausdorffの公式が成り立つ

この公式を用いると、２次のシンプレクティック解法は以下のように書ける



リープフロッグ法

計算法

特徴
二次のシンプレクティック公式 
長時間計算におけるエネルギー誤差の蓄積が無い



リープフロッグ法

二次のシンプレクティック公式 
ある種のハミルトニアンにおいてエネルギー誤差の蓄積が無い

概要 数値計算の基本 常微分方程式の解法 N 体シミュレーション まとめ

2次のルンゲクッタとリープフロッグ公式

数値解
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リープフロッグ公式の性質
リープフロッグ公式は長時間計算してもエネルギー誤差が溜まって
いかない
今回の実習ではリープフロッグ公式を用いて計算する
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数値解 エネルギー誤差

特徴

局所誤差は古典的ルンゲクッタ法より悪い



• 数値計算法の基礎 
•  単精度、倍精度の意味 誤差 (情報落ち、桁落ち) 
• 微分方程式の解法の基本及び局所誤差と大域誤差 
• 公式の次数を定義した 
• オイラー法は1次 
• 古典ルンゲクッタは4次 
• N 体シミュレーション用の解法 
• リープフロッグ法は2次 
• シンプレクティック性：ある種のハミルトニアンにおいて誤差が蓄積されない

まとめ


