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シ ョ ー ト ピ ッ チ 強 誘電性液晶 セ ル に お け る 層構 造 と 電 気光学特性

浅 野 純 太

シ ョ ー ト ピ ッ チ 強誘電性液晶 セ ル に お け る コ ン ト ラ ス ト 比の 向 上 を 目 的 と し ， 配向剤 や ラ ピ ン グ方
法 に よ っ て ， ス メ ク チ ッ ク 相 の層構造 と コ ン ト ラ ス ト 比が， ど の 様 に 変化す る か調 べ た 。 層 構 造 は ，

配向剤 や ラ ピ ン グ方 法 に よ ら ず， 同 ー の 層 傾斜角 を 有す る シ エ プ ロ ン 構造であ っ た 。 コ ン ト ラ ス ト 比

は ， 高 プ レ チ ル ト 配向剤 と パ ラ レ ル ラ ピ ン グ の組み合せで最 も 高 く 15で あ っ た 。 さ ら に ， 液 晶 の 螺旋

掌性 を 考慮 し た異種配向剤 ツ イ ス ト ラ ピ ン グ処理 に よ り ， コ ン ト ラ ス ト 比19 を 得 た 。

S i  ( 00 1 ) 基板上 の I n薄 層 を 介 し た I n S b薄 膜 の 成 長

有 沢 清

本研究 はInSb を Si ( 001 ) を 基板上 に作成す る 目 的 で 実験 を 行 っ た 。 実験 は 超高 真 空 中 で Si基板上

に先ずIn を 蒸着 ， そ の後にInSb を 成長 さ せ る 。 成長 し たInSb薄膜試料は光学顕微鏡， 干 渉 顕 微 鏡 ， X

線回折， vander Pauw法で評価す る 。 結果 と し て In を 介 さ な か っ た 試料 よ り 介 し た 試料 の 方 がInSb
薄膜表面 の平坦性が向上 し た 。 ま た ， 基板温度 を 固定 し て 蒸着 し た試料 と 連続的 に上げな が ら 蒸着 し
た 試料で は 連続的 に上げた試料の方が平坦性 も 竜気的特性 も 向 上 し た 。

液 品 材料 に お け る 物性定数友 ぴ配向秩序 度 の 分子構造依存性

石 川 裕 之

末端 の 置換基や結合基 の 異 な る フ ッ 素系 ネ マ チ ッ ク 液晶 を 使用 し て ， 弾性定数， 誘電率異方性量 や

配向秩序度の温度依存性 よ り 物性値 問 の 相 関 関 係 を 考察 し た 。 パ ラ 位置 に フ ッ 素置換基， あ る い は シ

ア ノ 置換基 を 有す る 材料に 関 す る 配向秩序度 と 誘電率異方性量 の 関 係が， マ イ ヤ ー ー ザ ウ ペ理論 に 基

づ く 予想 と 異 な り 二次の相関 を 示 し た 。 弾性定数 と 配向秩序度 の 関係 も 同様の傾 向 を 示 す こ と か ら ，
し き い電圧 の温度依存性が小 さ く な る 現象が説明 で き た 。
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二相磁気誘導浮 揚 形 リ ニ ア モ ー タ に 関 す る 研 究

石 田 博 孝

本論文で は ， 試作 し た リ ニ ア モ ー タ の構造 と 原理 に つ い て 述べ， 特性測定結果 と そ の考察 を示 し た 。

ま た ， 回転形の誘導機 と 同 様 に 負 荷特性 を 算定 し ， 速度特性か ら 算 出 し た推力 特性 と の比較を行っ た 。
こ の結果， 推力特性 の 実測 と の一 致 は せず， さ ら に 効率が悪 い こ と が分か っ た 。 し か し ， 使用状況 に

応 じ て ア ル ミ 板 を 選択 し 使用 目 的 に 合 っ て い な れば本方式 の リ ニ ア モ ー タ は ， 効率が悪 く と も 有効

利 用 が可能 と 考 え ら れ る 。

ノ イ ズ阻止変成器 に 関 す る 研 究

市 川 雅 一

ノ イ ズ 阻止変成器の 目 的 と は ， 入力信号 に 発生す る ノ イ ズ を 通過 さ せず に取 り 除 く こ と で あ る 。 回
路 の 設計の変 化 に よ っ て あ る 周 波数帯域 の 信号 だ け取 り 出 し 取 り 出 し た く な い帯域の信号 は ノ イ ズ
と 解釈 し て 通過 を 阻止す る こ と も 可能 と な る 。 本研究 に お い て は ， 結合 3 本線路， お よ び結合 4 本線
路 を 使用 し た ノ イ ズ 阻止変成器の 回 路 に つ い て 試作 を 行 い ， 分布定数論的 に解析す る こ と に よ っ て 得
ら れた 理論解析での特性 と 比較 し て い く 。

結 合 4 線 路 形 方 向 性結 合 器 の 解 析

岩 水 堅 治
本研究 は ， 結合 ・ 分離 ・ 伝達の各端子対 を 持 ち ， 4 端子対 回 路網 で あ る 方向性結合器 に つ い て ， 不

平衡伝送 を も 考慮、 し て 分布定数論的 に解析す る も の で あ る 。 今 回 は 2 本線路形 に よ り 小型化が可能
で あ り ， 3 本線路形 よ り 巻線構成の 多様性 を 持つ結合 4 本線路形の 方 向性結合器 に お け る 解析及 び実

験例 を 報告す る 。 応用 と し て ， 巻線構成 を 変 え た 結合 4 本線路形方 向性結合器の 理 論 値 解 析 を 行 う 。
ま た ， 結合 4 本線路形方 向性結合器 を 用 い て移相器 を 構成す る 。

A斗AAU品



室傍核 ニ ュ ー 口 ン 活動 に 対 す る 酸性線維芽細胞成 長 因 子 の作用

浦 嶋 猛

ラ ッ ト 脳薄切片標本 を 用 い て ， 副腎皮質刺激ホ ル モ ン 遊離 ホ ル モ ン ( CRF ) 産 生 細 胞 が存在す る
室傍核小細胞部 ( PaPC) ニ ュ ー ロ ン 活動 に対す る 酸性線維芽細胞成 長 因 子 ( aFGF ) の 作 用 に つ い
て 検討 し た 。 aFGF を 投与す る と PaPCニ ュ ー ロ ン は主 に促進 さ れ， そ の活性部位 は N端 側 に あ っ た 。
aFGFはPaPCニ ュ ー ロ ン 活動 を 増加 し て CRFの遊離 を 促 し 下垂体一 副 腎系 を 活性化す る と 考 え ら
れ る 。

有 限 要素 法 に よ る マ ス ク パ タ ー ン の 熱変形解析

近 江 壮 一

半導体素子の構成材料で あ る 薄 膜 の 製作方法の一つ に ス パ ッ タ リ ン グ法があ る 。 こ の方法で の 成膜
時 にパ タ ー ニ ン グ不良が発生す る こ と があ る 。 こ れ は ， マ ス ク パ タ ー ン が何 ら かの 原 因 で変形 し ， ス

バ ッ タ 粒子 の 回 り 込み が生 じ る た め で あ る 。 本論文で は こ の原 因 を ス バ ッ タ 粒子の凝縮熱 に よ り マ
ス ク パ タ ー ン の表裏に温度差が発生 し こ れ に よ っ て 曲 げ変位が起 こ る と 考 え ， 有 限要素法 に よ り そ
の 曲 げ変位 と 形状 の 解析 を 行 っ た 。

複 数 パ タ ー ン の 文 字 列 照 合 に お け る マ ッ チ ン グ マ シ ン の 動 的構 成 法

小 栗 伸 幸

複数パ タ ー ン の 文字列照合 と は ， テ キ ス ト と 呼ばれ る 一つ の文字列 の 中 か ら ， パ タ ー ン と 呼ばれ る
複数個 の文字列 を 見つ け だす問題で あ る 。 最近， パ タ ー ン か ら マ ッ チ ン グマ シ ン を 構成 し ， そ れ を 用
い て 照合す る ア ル ゴ リ ズ ム ， MBM法が提案 さ れた 。 本論文で は ， MBM法で一度照合 し た後， パ タ ー

ン の い く つ か を 更新 し て 再度照合す る 場合 に ， 前 の 照合 に 用 い た マ ッ チ ン グマ シ ン を 局所的 に変更 し ，
新 し い マ ッ チ ン グマ シ ン を構成す る 動的構成法 を 提案す る 。
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懸垂碍子 の 超 高 耐圧 化 の 研 究

小 田 裕 憲

電力 送電の効率化 た め の超高圧送電 に 対応す る た め に 懸垂碍子の超高耐圧化の研究 を 行 っ た 。 模

擬碍子 を 製作 し ， 試行錯誤 し な が ら 耐電圧 を 向上 さ せ る と と も に ， そ の絶縁破壊の状況 を 観察す る こ

と で ， 超高耐圧化の た め の 設計指針の検討 を 行 っ た 。 平等電界 中 で の 閃 絡破壊電圧 の85 % ( 単位長 さ
当 り ) の耐電圧 を 達成 し ， 閃 絡破壊直前 の強電界 の 極 限状態で初 め て 現 れ る 現象 を 観 察 す る こ と で ，

耐電圧 を 向上 さ せ る 設計指針 を確立 し た 。

直線状 ア ン テ ナ に パ ル ス を 印 加 し た 場合 の 電磁界 に 関 す る 研 究

尾 西 大 岳
本研究で は 印加 さ れ た 電流波形が線状 ア ン テ ナ 上 を 進行波 と し て 時間 と と も に 進 む と い う 考 え に基

づ き 時 間 領域での放射電磁界 を 理論的 に研究， そ の 結果 印加電流波形 と 放射 電磁界 の 波形の 関係 を 明
確 に 表現 し た理論式 を 導 出 す る と と も に ， 電磁放射が給電点 及 びア ン テ ナ の 先端 の み で発生す る と い
う メ カ ニ ズ ム を 明 ら か に で き た 。 し か も 導 出 し た 理論式 に お い て任意の 印加波形 と し て 正弦波 を 適用
し た 場合， 従来の理論式 に 一 致 し た こ と を 示 す 。

遺伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム に よ る 形 式 言 語 の 学 習

嘉 納 政 彦
人工知能分野 に お い て 機械学習 に 関 す る 研究 は 中 心 的 な 位置 に あ る 。 本研究で は ， 形式言語 の正規

言語 を 学習 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を ， 探索 ・ 学習 ア ル ゴ リ ズ ム の 一手法で あ る 遺伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム を

用 い て 行 っ た 。 形式言語の学習 で は ， 与 え ら れ る 情報か ら あ る 有 限 オ ー ト マ ン の 内 部構造 を 同 定す る
こ と を 目 的 と す る が， 遺伝的 ア ル ゴ リ ズ ム に よ っ て 学習 す る 際 の 注意すべ き 点 や 問 題点 な ど に つ い て
も あ わせ て 考察 し た 。

- 146-



電 界 に よ る 霧 の 挙動 に 関 す る 研 究

河 村 誠

現在の 自 動車社会 に お い て 高速道路 に発生す る 霧 は 様 々 な 交通障害 を 起 こ し て い る 。 こ の霧 の 問 題

を 解決す る こ と は重要 な 課題で あ る 。 霧 に 高電圧 を 印加す る と 霧 は揖# さ れて消散す る と い う 事実が

他の実験 に お い て確認 さ れた 。 こ の 実験で は 様 々 な 装 置条件下 で の 消 霧 の 特性 と ， 電界中 の霧 の粒子
の挙動 に つ い て研究 し た 。 こ の結果， 電界中 の霧 の粒子の動 き に は グ レ ー デ イ エ ン ト 力 が非常 に重要

な 役割 を 果た し て い る こ と が分か っ た 。

超 音 波 洗浄槽 の 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

菊 池 栄

超音波洗浄槽の 設計は洗浄効率 を 左右す る 要素が多 い た め 困難 で あ る 。 数値解析 に よ る 設計 を 行 う
こ と がで き れ ば設計 に かか る 時 間 と コ ス ト を 軽減で き る 。 そ こ で超音波洗浄槽 の 有 限要素法 に よ る 解

析 を 試み る 。 ま た ， 有 限要素法で は細密 な 解析 を 行 う 場合， 計算機の計算容量 を 多 く 必要 と す る の で
計算機の使用 記憶容量 を 抑 え る 目 的 で洗浄槽の音響部分 に境界要素法 を 用 い て 全領域 を 有 限要素法で
解析 し た場合 と の記憶容量の使用程度の違い を 検討 し た 。

結 合 4 本線路形変成器 ( 巻線比 N : N : l : l ) の 測 定 及 び解析

木 嶋 忍

本研究 は ， 接続す る 装置 の 多彩性 を 考慮す る た め ， 装置の イ ン ピ ー ダ ン ス 整合 を 行 い な が ら 分配器
と し て の役割 を 果た す変成器 を 求め る 目 的 で行 っ た 。 そ の た め 巻線比 を N : N : 1 : 1 と し た 結 合
4 本線路の伝送理論 を 高周 波帯域で も 適用 で き る よ う に 分布定数論的考察の上で導 き ， そ の伝送理論
の 妥 当 性 を 確 か め る た め ， 実際 に 実験 を 行 な い理論値 と 比較 し た 。 ま た ， 衛星通信 な ど高周 波 に お け

る 実用 性 を 確 か め る た め 高周 波帯 の 実験 も 行 っ た 。
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音 波 浮 揚 の 有 限要素 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

木 原 和 夫

有 限要素法 を 用 い て 音波浮揚 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た 。 三次元 円筒形モ デル を 想定 し ， 正弦波
速度駆動 に 対 し て被浮揚材料に かか る 浮揚力 を 求め た 。 す な わ ち ， 浮揚器 内 の媒質 と し て ク リ プ ト ン
を 想定 し ， 被浮揚材料 ( ア ル ミ ニ ウ ム ) が高温 に 熱せ ら れた と き の力 を 求 め た 。 こ の 際， 温度の 関 数

と し て の媒質密度 と 音速 の 分布 を ま ず計算 し そ の後 共振周 波数で駆動 し た と き の音圧分布 か ら 音

波 の放射圧 に よ る 浮揚力 を 求 め た 。 そ の 結果， よ り 大 き な 浮揚力 を 得 る に は駆動周 波数の正確 な 制御
が必要 で、 あ る こ と と ， 浮揚力 の大 き さ は 浮揚器内 の温度分布 に 大 き く 依存 し ， 被浮揚材料があ る 温度
以上 に な る と 安定 し た 浮揚力 が得 ら れ な く な る こ と が明 ら か に な っ た 。

霧 の 絶縁 破 壊 に 関 す る 研 究
一 一様非連絡媒質 で の 絶縁破壊現象 の 解 明 に 向 け て 一

黒 崎 孝 一

雲 間 雷放電や送電線の霧 中 絶縁破壊事故 は ， 霧 中 に お け る 絶縁破壊現象 で あ る 。 こ の現象 は ， 未 だ
殆 ん ど解 明 さ れて い な い 分野で あ る 。 そ こ で ， 種 々 の 霧 と 誘電率の異 な る 誘電媒質 を 電極 聞 に均一 に
分散降下 さ せ， 交流電圧 に よ り 破壊電圧 を 測 定 し ， 絶縁破壊の 形態 を 調 べ た 。 そ の結果， 電極 を も っ
場合 に お け る 霧 の 絶縁破壊の物理像 を 見 出 し た 。 更 に ， 誘電率の異 な る 誘電媒質 の 絶縁破壊現象 を ，
破壊電圧 に 関 連付 け て 考察 を 行 っ た 。

多 重化 サ イ リ ス タ コ ン バ ー タ の 高 調 波解析 に 関 す る 研 究

小 泉 義 克

サ イ リ ス タ 制御 に よ る 整流 回 路の交流側 に は ， そ の機構上か ら ， ひ ず ん だ波形の電流 ( 高周波電流)

が流れ， そ こ に接続 さ れ る 機器 に 対 し て損失の増加， 加 熱 な ど の 影響があ る 。 こ の よ う な 影響 を 考察
す る 場合 ， 高 調 波 を 解析 し ， そ の特性 を 明確 に把握す る こ と が重要で あ る 。 本研究で は ， 回路定数 を

変数 と し て 高調 波電流 を 解析的 に 表現 し ， 簡単 な 代数計算で求め ら れる 方法 を 提案す る 。 ま た， シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン 法 と の比較 に よ り ， 本法の有効性 を 確 認 し た 。
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網膜 神経細 胞 の ス ベ ク ト ル応答特性 の 自 動計測 に 関 す る 研 究

五 味 正 揮

本研究で は 、 網膜 内 の 色覚神経細胞の応答 を 高速かっ 自 動 的 に ， 高信頼かつ大量 に計測 す る こ と を
目 的 と し て ハ ー ド ウ エ ア 及 び ソ フ ト ウ エ ア を 製作 し た 。 実験装置 に は ， 2 個 の CPU を 使 用 し 、 入 力
は キ ー ボー ド の 他 に フ ッ ト ス イ ッ チ を付加 し た 。 複数の モ ー タ の 同 時駆動 を 可能 に し ， 分光器の波長
ス キ ャ ン の 自 動化 ， ND フ ィ ル タ に よ る 光強度の 自 動補正， 計測 と グ ラ フ 化処理の 自 動 化 ， ソ フ ト ウ
エ ア に よ る に よ る ノ イ ズ フ ィ ル タ 処理機能等 を 開発 し た 。

モ ー ド 法 に よ る 音波電伝播 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

斉 藤 毅

本研究 は 、 音波伝播の 過渡応答 を 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で解析す る 方 法 と し て ， FEM に 基 づ い た
モ ー ド 法 に よ る 方法 を 検討 し た 。 す な わ ち ， 低周波成分が主の 過渡応答解析 に有効 と さ れ る モ ー ド法
が， 高周波成分 を 多 く 含 む 応 答 の 問 題 に どの程度有効 か に つ い て で あ る 。 検討の結果， モ ー ド 法 は 高
周 波 を 多 く 含 む 問題で も 他 の 方法 ( ニ ュ ー マ ー ク F 法 ) と 同程度の計算精度で解析がで き る こ と が明
ら か と な っ た 。 ま た ， モ ー ド法の計算時間 は ニ ュ ー マ ー ク F 法 の 1 0分の 1 か ら 100 分 の l で 済 む こ と
も 明 ら か と な っ た 。

結合線路形変成器の パ ル ス 応答解析

佐 伯 健

3 巻線変成器 は ， 電話 回 線 な ど 2 線式伝送系統 に 一 方 向 通過系 の 中 継増幅器 を 挿入す る 時 に 2 来酌え

4 線式 の そ れぞれの伝達方式の相互接続 を 行 う 場合， お よ び信号の分岐 合成 に も 用 い ら れる 。 近年、
通信用変成器の広帯域化， 高速応答化が要求 さ れて お り ， 分布定数論 に よ る 理論的解析 も 重要 と な っ

て い る 。 本研究 で は 通信用 変成器の ひ と つ と し て 3 巻線変成器 を 考 え ， パ ル ス 応答特性 を 分布定数論

的 に解析す る 。
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液 晶 素 子 を 用 い た 眼鏡 無 し 立体画像表示方式

坂 井 寛 治
新 し い 眼鏡無 し 立体画像表示方式 と し て ， 直交 さ せ た 偏光板の 間 に ホ モ ジ ニ ア ス 配向 ネ マ チ ッ ク 液

晶 パ ネ ル と 強誘電性液品 パ ネ ル を 挟 ん だ 「液晶消光方位制御方式」 を 提案 し て い る 。 ネ マ チ ッ ク 液晶

パ ネ ル は位相差が π と な る 電圧 を 印加 し 液 晶 分子 を 傾斜 さ せ， 左右視角 方位で対称 な 偏 光方位 を 生 じ

さ せ る 。 強誘電性液晶 パ ネ ル は旋光子 と し て 動作 さ せ， 選択的 に 片 眼方向 を 暗状態 に す る 。 本方式 と
左右画像交互表示 の組み合わせで立体視が可能 に な る こ と を 示 し た 。

J u m p i ng R i ng シ ス テ ム の 特性解析 に 関 す る 研 究

里 成 典
オ ー プ ン コ ア 型 リ ニ ア ア ク チ ュ エ ー タ で あ る Jumping Ring 装置の形状及 び磁気 回 路 よ り ， 双対

変換理論 を 適用 し て 電気的等価 回 路 を 導 い た 。 回路定数の決定 に は 有 限要素法 を 用 いた 。 本法に よ り ，
装 置 の特性で あ る 負荷電流， 力率及 び推力 を 設計段階 か ら 算 出 す る こ と が可能 と な る 。 解 析 の 結 果 ，
実測値 と 理論値 は お お む ね一致 し た 。 解析条件 に よ っ て は 一 部 に 誤差の範囲 を 超 え る 不一致がみ ら れ
た が， 回 路定数 を よ り 正確 に 求 め る こ と に よ り ， 改善 さ れ る こ と が期待 さ れ る 。

自 然 言語 に よ る 質 問 応答処理方式 の 研 究

佐 藤 賢 一

自 然 言語 ( 日 本語 ) を 用 い た 質 問 応 答 シ ス テ ム の研究 を 行 っ た 。 特 に ， 日 本語文 を 形態素解析す る
ア ル ゴ リ ズ ム と し て ， 字種切 り 法 を ベ ー ス に し た 品 詞 認 定 ア ル ゴ リ ズ ム を 用 い た 。 ま た ， ユ ー ザの多
様 な 表現 を シ ス テ ム 内 部の標準的 な 表現 に 言い換え る パ ラ フ レ ー ズ解析 を 行 っ た 。 そ し て 、 ユ ー ザの
多様 な 要 求 に 対応す る た め ， 質 問 を 収集 ・ 分析 し た 結果， 質 問 を 幾つ かの タ イ プ に 分類 で き ， そ の タ
イ プ ご と に 処理 を 行 っ た 。
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C 1 2 TC N Q ・ L B 膜 の 電界 印 加 成膜 と そ の 構造

塩 崎 輝 久

凝集 し やす い C 1 2 TCNQ の 累積性向 上 を 目 指 し ， 電圧 印 加基板上への多層 累積 を 試み ， 吸収 ス ベ ク
ト ル の測定や A F M表面観察法 を 用 い て 膜の付着性及 び累積状態 を 評価 し た 。 I T O ガ ラ ス 基板や シ
リ コ ン 基板 に お い て ， 電圧 印加 に よ る 累積状態 の変化 を 確認 し た 。 特 に 酸化膜 を 除去 し た シ リ コ ン 基
板で は ， -4 . 0 V 程度 の 負 電圧印加 し基板表面 の 酸化膜形成 を 抑制す る こ と に よ り ， 良 質 な 多 層 累 積

膜の作製が可能 に な っ た 。

ポ リ イ ミ ド 配 向 膜 の 構 造異方性 と 液 晶 分 子 の 配 向 に 関 す る 研 究

清 水 強

原子間力顕微鏡 (AMF) に よ る 表面構造観察及 びセ ナ ル モ ン 法 に よ る リ タ ー デ ー シ ヨ ン 測 定 を 行
い ， 液晶性側鎖 を 有す る ポ リ イ ミ ド配向膜 を 評価 し た 。 AMFに よ る 表面構造観 察結 果 よ り ， 主鎖 の
分子長 及 び幅 の 2 倍 に 相 当 す る ラ ピ ン グ 方 向 及 び再隣接分子方向 の周期が確認 さ れた 。 ま た ， リ タ ー
デー シ ョ ン の面 内 分布 を 測定 し た と こ ろ ， ラ ピ ン グ方向 で最大値 を 示 し . ノ ン ラ ビ ン グ， 2 往復， 1 
往復， 4 往復， 8 往復の順 に増大す る こ と がわ か っ た 。

混合蒸着膜 を 用 い た 有機電 界発光素子 の 構 造 と 発光 ス ペ ク ト ル に 関 す る 研 究

新 野 和 久

数種類の発光材料. ホ ー ル輸送材料， 電子輸送材料 を 混合 し た有機電界発光素子 を 作製 し た 。 混合
比 に よ る 発光ス ペ ク ト ル の 変化 を 検討 し た結果， 発光材料の混合比 に よ り 発光色 を 制御 で き る こ と が
わ か っ た 。 広 いバ ン ド ギ ャ ッ プ を 持 ち ， 青色発光 を 示す ジ ス チ リ ル ピ フ ェ ニ ル誘導体 を ホ ス ト 材料 と
し ， 長波長発光材料 を 混合 し た単層型素子 を 作製す る こ と に よ り 白 色発光 を 実現 し た 。 こ の素子 に お

い て l lV印加時 に350mA/cn1で2750cd/ ばの輝度 を 得 た 。
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ス バ ッ タ 法 に よ る Z n O薄 膜 の 作 製 と ガ ス 雰 囲 気 中 に お け る 電 気 的 性 質

鈴 木 宏 人

反応性ス バ ッ タ 法 に よ っ て ZnO を 作製 し ， 真空中 に お け る 酸素 と 水素 ガス に対す る 電気抵抗変 化 を

検討 し た 。 抵抗特性 と 同 時 に ホ ー ル係数測 定 を 行 い ， 電子の 数 と 移動 度 の 挙動 に つ い て ， X線 回 折 に

よ る 結晶性の解析 と 走査型電子顕微鏡 ( SEM ) に よ る 膜 の 成長組織の観察 He イ オ ン 後 方 散 乱 法 を

用 い て 求 め た膜の組成 を ふ ま え て 考察 を 加 え た 。

統 計 的 手 法 に よ る 文 書画像 の領域解釈 に 関 す る 研 究

園 田 浩 一 郎

汎用性の あ る 文書画像認識 シ ス テ ム を 構築す る た め に 必要 な こ と は 読み と り 対象 を な る べ く 広範
囲 に し ， 利 用 者 の負 担 を 軽減す る こ と で あ る 。 こ の よ う な 要求 を 満 た す た め に は 高 度 な 領域分割 と 領
域解釈処理が必要あ る 。 本研究で は ， 既存 の 文書画像認識 シ ス テ ム で は あ ま り 対応 し て い な い点線の
処理 に 関 す る 方法 と 文書画像 中 の 文字， 図 ， 表， 写真領域の判 別 に 関 す る 方法 の 2 点 に つ い て 報告す
る 。

CG画像 を 用 い た 夜 間 都 市景観の イ メ ー ジ 分析 に 関 す る 研 究

高 橋 野
富 山 県で は ， 夜 間 の 街が寂 し い と 言 わ れて い る が， 人 々 の生活ス タ イ ル が変化 し つ つ あ る 昨今， 若

者 に 魅力 あ る 夜間都市景観 を 整備す る こ と は ， I若者の定着j の 問 題 を 解決す る 上で重要 な 原 因 の 一
つ で あ る と 考 え ら れ る 。 そ こ で本研究で は ， CG画像 ( コ ン ピ ュ ー タ ・ グ ラ フ ィ ッ ク ス 画 像 ) を 用 い

る こ と に よ り ， 夜 間 都市景観 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し ， そ の心象評価実験 を 行 な い ， そ の結 果 を 評定尺

度法 と 因 子分析法 を 用 い て 解析 し た 。
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M B Ej法 に よ る B i 2 S r 2 CaCU 2 0 x 酸化物超伝導体薄 膜 の 作 製

武 田 茂 裕

Bi系超伝導体薄膜 を SrTiO s ( 100 ) 基板上 に 分子線エ ピ タ キ シ ー ( MBE ) 装 置 を 用 い て 作製 し ，

反射高速電子線回折， X線光電子分光， 原子間 力 顕微鏡， X線回折， 抵抗率の温度依存 性 に よ っ て 評

価 し た 。
基板温度700'C で成長 さ せ た 膜 は ， 表面が 3 次元的であ り ， そ の抵抗率の温度依存性 も 半導体的 で

あ っ た が， 基板温度750'C で成長 さ せ た 膜 は ， 表面が 2 次元的 で平坦性 も 向 上 し ， 2 0 K か ら 抵抗 率 が

急減す る 超伝導性の 兆候が観測 さ れた 。

内 側 手綱核 ニ ュ ー ロ ン 活 動 に 対 す る 酸性 友 ぴ塩基性細 胞成 長 因 子 の 作用

棚 橋 徳 彦

ラ ッ ト 脳薄切片標本 を 用 い て 内側手綱核 ( MHN ) ニ ュ ー ロ ン の発火様式 を 分類す る と と も に ， 酸

性及 び塩基性線維芽細胞成長 因 子 ( aFGF及 びもFGF ) の作用 に つ い て 検討 し た 。 MHNニ ュ ー ロ ン の
発火様式は 4 型 に 分類で き た 。 aFGFは こ れ ら ニ ュ ー ロ ン を 主 に抑制， 一 方 bFGF は 促 進 ま た は 抑 制
し た 。 ま た ， 同 一 ニ ュ ー ロ ン に対す る aFGF と bFGFの作用 か ら MHNニ ュ ー ロ ン はFGF レ セ プ タ ー 1

と 4 を も つ こ と が判 明 し た 。

大 電 流 母線 の 配 置 に よ る 産 体 内 温 度 上 昇 影 響 に 関 す る 基礎研究

棚 辺 洋

現在電力 需要は増加 し て き て お り 、 そ の た め受配電設備の配置場所が問題 と な っ て い る 。 こ れ ら の
コ ン パ ク ト 化、 省 エ ネ ル ギ ー 化の た め ， 産体内 の対流の初期状態 で あ る 電流母線近傍の温度分布 お よ
び、微小対流 に つ い て 研究 を 行 っ た 。 そ の結果、 母線表面近傍で の 温度分布 は乱れて い る が， 母線表面
で は加熱 さ れた 空気が母線表面 か ら あ る 大 き さ を も っ た気塊 と し て は く 離 し ， そ の 母線上 方 に温度
差 を 生 じ さ せ る こ と が分 か つ た 。
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反 強 誘 電 液 晶 表 示 素 子 の コ ン ト ラ ス ト 比 向 上 に 関 す る 研 究

寺 坂 公 孝

上下基板の ラ ビ ン グ方 向 を 回転 さ せ る オ フ 配向 処理法 と ゲス ト ホ ス ト モ ー ド法の両面か ら 反強誘電
性液晶 セ ル の コ ン ト ラ ス ト 比 向 上 の 可 能性 を 検討 し た 。 オ フ 配向処理で は ラ ピ ン グ方向 を パ ラ レ ル状

態 の 三 方 向 ド メ イ ン の な す角 の 2 倍ず ら す こ と に よ り コ ン ト ラ ス ト 比が1 .4倍程度へ 向 上 し た 。 ま た ，
ゲ ス ト ホ ス ト モ ー ド 法で は色素G207 ( 附 日 本感光色素研究所 ) を 1 % 添 加 す る こ と に よ り コ ン ト ラ
ス ト 比が1 .6倍程度へ向 上 し た 。

雷 雲 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 実 験
一 帯 電 し た 霧 と 水滴 の 電 気的 相 互 作 用 一

富 井 淳 敏
雷雲の電気的構造 の 実験室 内 に お け る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と し て 帯電 し た 霧 と 落下水滴 の 電気的相互

作用 を 調べ る 実験 を 行 っ た 。 帯電 し た 雲 の 代 わ り に 帯電 さ せ た 霧 を こ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で は使用 し
た 。 こ の 実験で は 様 々 な 状態 に帯電 し た 霧 の 中 に水滴 を 通過 さ せ ， そ の水滴 の帯電 を 測 定 し た 。 そ の
結果， 水滴 は分裂す る 瞬 間 と ， 帯電 し た 霧 内 を 通過す る 状況 に よ り 様 々 な 板牲 と 値 に 帯電 を す る こ と
カfわ か っ た 。

広 帯 域 形 分 配 田 路 の 特性解析

豊 田 哲 也

変成品 は古 く か ら 使用 さ れ， そ れ ら の 理論 ま た は 設計 は ， 集 中 定数論的 に は ほ ぼ明 ら か に さ れて い
る 。 最近で は ， 通信方式の発達， 情報量の増加 に 伴 い 周 波数帯域が拡大 さ れて き た 。 そ の た め ， 高域
に お け る 周波数の特性 を 調 べ る に あ た り ， 従来使用 さ れて き た 集 中 定数論的 な 解析で は十分で、 は な く
な り ， 分布定数論的考察が必要 と な っ て き た 。 そ こ で ， 本研究 で は ， 結合 2 本線路 を 用 い て 構成 さ れ
た 広 帯域形分配 回 路 の 分布定数論的考察 を 行 な う 。
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S i  ( 00 1 ) 基板上 の M B E成長 S i 1 - x Ge x 薄 膜 の 歪緩和 と 表面 形 態

中 尾 貴 博

Si ( 001 ) 基板上 に組成比 x を 0 .07 か ら 0.30 の 聞 で変化 さ せ た Si 1 - x Gex 合金層 を ， MBE ( 分子 線 エ

ピ タ キ シ ー ) を 用 い て 成長温度550"C で5000 Ä 成長 さ せ た 。 こ の と き の成長層 の 表面形態 を AFM ( 原

子 問 力 顕微鏡 ) で観察 し ， X線回折， 断面TEM及 び フ ォ ト ル ミ ネ ッ サ ン ス で 得 ら れ た 成 長 層 の 歪 及
び転位 に よ る 歪緩和 の様子 と 比較検討 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 組 成 比 x を 変 化 さ せ る こ と に よ っ て ，

Si l - x Ge x 合金層 の 歪緩和 の様子が異 な り ， そ れに伴い表面形態 の変化 も 見 ら れた 。

単 相 交 流磁気浮揚 に 関 す る 研究

永 井 智 弘

従来の リ ニ ア 誘導モ ー タ と は全 く 異 な る ， 単相交流励磁 と い う 非常 に簡単 な構造で， 回転推力 を 発
生 さ せ る こ と の で き る 回転 テ ー ブ ル を 試作 し ， そ の構造 を 定性的 に 述べ， さ ら に 試作機の諸特性 を 測
定す る 。 そ れ ら の 測 定結果か ら ， 本方式の リ ニ ア 誘導モ ー タ の ， 単相 リ ニ ア 誘導電動機 と し て の装 置

の構造の簡単化 に よ っ て経済性の 良 い 電動機に発展で き る 可能性 と ， 単相交流励磁で容易 に 回転推力
を 得 る こ と の で き る 電動機 と し て 発展す る 可能性 を 見い だ し て い く 。

AC フ ィ ル タ を も っ ダ イ オ ー ド コ ン バ ー タ の 高調波解析 に 関 す る 研 究

名 目
半導体素子 を 使 っ た 整流回路の交流側 に は ， そ の機構上か ら ， ひずん だ波形の電流 ( 高 調 波 電流 )

が流れ， そ こ に接続 さ れ る 機器 に 対 し て 損失の増加， 加 熱 な どの影響があ る 。 こ の よ う な 影響 を 考察
す る 場合， 高調波 を 解析 し ， そ の特性 を 明確 に把握す る こ と が重要で、 あ る 。 本研究 は ， 回路定数 を 変

数 と し て 高調波電流 を 解析的 に 表現 し ， 簡単 な 代数計算で求め ら れ る 方法 を 提案す る 。 ま た ， シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン 法 と の比較 に よ り 本法の有効性 を 確認 し た 。
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S i  ( 00 1 ) 基板 上 の M B E成長 S i ' - x G e x 薄 膜 の 電 気 的 特性

西 方 孝 幸
本研究 は Si o _ 7 a Ge o _  2 â昆晶 を 300 � 3000 Ä の 範 囲 で Si基板上 に エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 さ せ ， 組 成 比 を

XPS， 成長方向 の格子歪 を XRD， 転位 を P.L ， 電気 的特性 を van der Pauw を 用 い て 評価 し た 。 x =

0 . 22の混品層 の 室温での移動度 は 膜厚増加 に 対 し 2 次 関 数的 に増加 し 転位の有無 よ り も 膜厚 効 果 が

大 き い 。 し か し 臨界膜厚 ( 約 1000 Ä ) 以下 の 混品 層 で は ， 移動度 の温度依存性 は フ ォ ノ ン 散乱 の 影響

を 受 け ， 結晶性は よ い と 考 え ら れ る 。

G aAs基板上 の G aSe薄 膜 の 初 期 成 長 過程

西 脇 博

本研究で、 は GaAs基板上 に GaSe を 蒸着 し て そ の 成長 の初期段階 に つ い て ， 低速電子エ ネ ル ギ ー 損 失
分光法 ( LEELS ) お よ び原 子 間 力 顕微鏡 ( AFM ) を 用 い て 評価 し た 。 成長温度 は400"C と 450"C で滑 っ

た 。 そ の結果， GaAs ( 001 ) 基板で は 最初 に Ga 2 S巴 3 が成長 し ， そ の上 に GaSeが成長す る こ と ， 一 方
GaAs ( 1 1 1 ) 基板で は 成長初期 か ら GaSeが成長す る こ と が確認 さ れ た 。

プ リ ン ト 配線板 上 の 刻 印 文 字 の 認 識 に 関 す る 研 究

長谷川 浩 二

ビ デオ カ メ ラ を 用 い て プ リ ン ト 配線板 上 に刻 印 さ れて い る 文字 を 切 り 出 し ， 認識す る こ と が 目 的 で

あ る 。 こ の対象 固 有 の 問 題点 は ， メ ッ キ 工程 に よ り 文字部分の 表面状態が不均一 に な り ， 表面状態 に
よ っ て 光の 反射状態が異 な る こ と で あ る 。 そ の た め ， 本研究 で は ラ プ ラ シ ア ン ガ ウ シ ア ン フ ィ ル タ で

変化領域 を 強調 し た 後， 印 字場所 の 特定 を 行 い 文字画像 を 切 り 出 し ， ノ イ ズ や文字線の切 れ に 影響 さ

れ に く い 認識手法 に よ り 認識実験 を 行 っ た 結果 を 報告 し た 。
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ケ ル ビ ン ・ へ ル ム ホ ル ツ 不 安 定 に よ る 電流 ル ー プ形成 の研究

長谷川 陽 一

我 々 は太陽表面上 に お け る 電流 ル ー プの形成が太陽表面近 く の対流運動 に よ る と 考 え . 3 次元理想
磁気流体方程式 を ZEUS -3D コ ー ド を 用 い た ケ ル ビ ン ・ ヘ ル ム ホ ル ツ 不安定 に よ る 電流 ル ー プ の 形成

過程 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ っ て調 べ た 。 ケ ル ビ ン ・ ヘ ル ム ホ ル ツ 不安定に よ り 渦が成長 し ， 渦 か ら

電流 ル ー プが生成 さ れ る 。 渦の運動エ ネ ル ギー が電流 ル ー プの 形成 に よ り 磁気エ ネ ル ギ ー に有効 に 変

換 さ れ， 上空 に運ばれる こ と が示 さ れ た 。

有機電界発光素子の 電 荷注入特性 に 関 す る 研 究

畑 本 健 夫

シ ョ ッ ト キ ー 効果 と 内部光電効果 に基づい て 有機薄膜素子の電荷注入機構 を検討 し た。 シ ョ ッ ト キ ー

エ ミ ッ シ ョ ン モ デル を 仮定 し ， マ グ ネ シ ウ ム あ る い は ア ル ミ ニ ウ ム 電極 と ア ル ミ キ ノ リ ノ ー ル錯体界
面 の 電子注入障壁の高 さ を そ れぞれO .66eV. 1 . 25eV と 見積 も る こ と がで き た 。 ま た ， 光吸収ス ペ ク

ト ル の 吸収端か ら ア ル ミ キ ノ リ ノ ー ル錯体のHOMO - LUMO聞 の エ ネ ル ギ ー 準位差 を 求 め ， 有 機 薄

膜素子 の エ ネ ル ギー ダ イ ヤ グ ラ ム を 作成 し た 。

非線形磁気特性推 定 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

馬 場 康 典

有 限要素法 を 援用 し た非線形磁気抵抗率推定の 1 手法 を 提案 し た 。 す な わ ち ， 電流駆動 に よ り 磁界
を 発生 さ せ， 仮想的 な 境界上で観測 さ れ る 磁束密度 か ら 特性 を 反復計算 に よ り 推定 し た 。 シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン は ヒ ス テ リ シ ス を 含 ま な い磁性材特性 を 想定 し ， 軸対象 3 次元場 に つ い て お こ な っ た 。 駆動電

流源の位置， 電流値の数， 磁性材要素数 な ど を パ ラ メ ー タ と し て 検討 し た結果， 推定 に は駆動電流の
大 き さ や位置 を で き る だ け多 く 設 け る 必要があ る こ と が明 ら か に さ れた 。
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シ ー ケ ン ス 制 御用 プ ロ グ ラ ム の 統合化 開 発 環 境 の 試 作

古 田 学

現在の シ ー ケ ン ス 制御技術 は プロ グ ラ マ ブ ル コ ン ト ロ ー ラ を 中 心 に し た も の で あ り ， 多 く の 制御機

能 を ソ フ ト ウ ェ ア で 実現す る こ と が可能であ る 。 ソ フ ト ウ ェ ア を記述す る た め の言語 と し て 主 に ラ ダー

図 方式が利 用 さ れて い る が様 々 な 問 題点 を 持 っ て い る 。 そ こ で本研究室 で は オ ブ ジ ェ ク ト 指向 を 取 り

入 れ た 新 し い言語 を 開発 し た 。 こ れ ま で に 、 そ の言語の た め の様 々 な 開発支援 ツ ー ルが作成 さ れたが，

今 回 は そ れ ら を シ ー ム レ ス に 動作 さ せ る た め の統合化開発環境 を 試作 し た の で報告す る 。

雷 雲 の 電 気 的構造推 定 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

水 巻 純 一
地上 で観測 さ れ た 電界 を も と に 雷 雲 の 位 置や電荷量 な どの情報 を 得 る た め ， 有 限要素法や境界要素

法 の 数値解析法 を 用 い た 雷雲電荷分布推定法 を 提案 し た 。 推定法 と し て 反復手法 と 直接法の 2 種の 解

法 を 用 い て 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 な い ， 実際 に 観測 さ れ た 地上電界 デー タ を 用 い た推定 も 行 な っ
て み た 。 そ の結果， 観測 点 の 数 を 変化 さ せ る と 推定値 に も 変化がや や 見 ら れ る が， 電荷 の 強 い 領域が
特定 さ れ る こ と が明 ら か に な っ た 。 ま た 地形 に 依存せず解が得 ら れ る こ と も わ か っ た 。

腕 の 振 り 上 げ 司 歩 行 及 び眼球運動 の 開 始相 が 呼 吸 リ ズ ム の 位相遷移 に 与 え る 影 響

元 平 茂

腕の振 り 上 げ， 歩行及 び眼球運動 の 開 始が呼吸位相 に 与 え る 影響 に つ き 位相遷移移 曲線 ( PTC) 及
び位相反応 曲 線 ( PRC) を 用 い て 調 べ た 。 そ の結果， 呼吸が運動 開 始 に 全 く 影響 さ れ な い 者 ( 1 型

のPTC ) ， 必ず影響 さ れ る 者 ( 0 型 のPTC) 及 び大 き な 運動 の 開 始 に な る と 影響 さ れ る 者 ( 1 型 か ら
O 型へのPTC変化) が存在す る こ と ま たPRCの 解析か ら O 型 の PTC を 示 し た 者 で は 吸 息相 で の 運

動 開 始 は 呼吸位相 を 遅 ら せ ， 呼息相 で の そ れ は 呼吸位相 を 進め る こ と が判 明 し た 。
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S i基板 の ST M観察 と I nSb薄膜 の 成 長

山 崎 盛 勝

本研究はInSbの Si ( 001 ) 基板上への直接エ ピ タ キ シ ャ ル成長の可能性 を 探 る こ と を 目 的 と し て行っ

た 。 作製試料の評価 は ， 反射高速電子線回折， オ ー ジ、 ェ 電子分光法， 原子間力顕微鏡 を 用 い た 。 研究

結果か ら ， 1 Å 程度蒸着 さ れたIn は Si ( 001 ) 基板上で 4 x 3 超構造 を 形成 し ， さ ら に Sb を 1 Å 程 度
蒸着 し た場合， 表面が 4 x 1 超構造 を 成すIn と Sb に よ る 化合物が形成 さ れて い る 。

S i  ( 00 1 ) 基板上 の SrT i 0 3 薄 膜 の作 製

山 田 宣 之

Bi系超伝動薄膜 を Si基板上で作製す る 目 的 で ， SrTi0 3 ( STO ) / Si ( 00 1 ) 薄 膜 の 作製 を 行 っ た 。

分子線エ ピ タ キ シ 一 法 を 用 い て 成膜 を 行 い ， 膜の 表面性， 結晶性を 反射高速電子線回折， X線光電子
分光， 原 子 間 力 顕微鏡， X線回折 に よ っ て 評価 し た 。 Si基板上 に 直接成長 さ せ た STO は 多 結 晶 に な る

こ と が確認 さ れ た 。 こ れは成膜時 に界面 に形成 さ れ る 非品質Si0 2 層 が原 因 で あ る と 考 え ら れ る 。 故

に SrOバ ッ フ ァ 層 を 界面 に 挿入 し た結果， 組成比 に依存 し て ( 001 ) 及 び ( 1 1 2 ) に 配向 す る 膜 が得 ら

れ た 。

マ ル チ エ ー ジ ェ ン ト シ ス テ ム に よ る 認 知 の発 達 の モ デ ル化

横 川 耕 二

人 間 の知 能 を 発達 と い う 考 え 方で と ら え た ピ ア ジ ェ の心理学的観察を参考に し て ， 情報処理ア プロ ー
チ を と っ て 認知 の発達 を 情報処理機構 と し て モ デル化 を 目 指す 。 そ の た め に ， 認知 の発達 を 示す現象
と し て釣合ばか り の現象 を 取 り 上 げ， 認知 の発達 の モ デル化の具体的対象 と し て 用 い る 。 発達 と い う
観点 を 情報処理機構 に組み込ん だ計算モ デル と し て マ ル チ エ ー ジ ェ ン ト シ ス テ ム に よ る 認知 の計算モ
デル化 を 試み る 。
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リ ン を ド ー プ し た 硫酸 夕、 リ シ ン 単 結 晶 の 作 製 と そ の 強 誘 電 的特性

吉 尾 雅 一

リ ン 酸 を ド ー プ し た 硫酸 グ リ シ ン 単結晶 ( TGSP ) 中 の リ ン 酸濃度 は ， 母 液 中 の濃度 に 比 べ て か な

り 低い 。 結 晶 形 は ( 010 ) 面 が特 に発達す る 。 ま た抗電場E， は 結晶 中 の リ ン 酸濃度 に 対 応 し て 大 き く

な る 。 こ れ は リ ン 酸が分極反転 の 障害物 に な っ て い る こ と を 示 し て い る 。 誘電率の温度依存 を調べ る
と ， キ ュ リ 一 点 T， はE， に ほ ぼ比例 し て低温側へ移動す る こ と がわ か る 。 こ れ は リ ン 酸 の ド ー ピ ン グ

に よ っ て 双極子 の一部が反転 を 回止 さ れて い る か ら だ と 考 え ら れ る 。

連続 H M M に よ る 連続単語音 声 認識 シ ス テ ム の 構 築

吉 田 祥 和

本研究 は ， 音声 を 利 用 し た マ ン マ シ ン イ ン タ フ ェ ー ス の構築 を 目 指す も の で あ る 。 特 に ， 混合分布
型連続HMM を 利 用 す る 事 基本単位 と し て 音韻 を 利 用 す る 事， 学習 は ， 学習単語に対す る 音 韻 モ デ

ル の 分解 ， 結合 を し な が ら . BaumWelchの ア ル ゴ リ ズ ム に よ り ラ ベ ル な し で 音 韻 の 学 習 を 行 う 事 ，
セ グ メ ン テ ー シ ョ ン 情報 に よ り ， 音韻の セ グ メ ン ト 化の補助 を 行 う 方法 を 導入 し ， 音韻の音饗 的変動
に対処 し た不特定話者 に お け 数字の 連続単語音声認識 シ ス テ ム の検討 を 行 い ， 有効 で あ る 事が確認出
来 た 。

ユ ー ザ イ ン タ フ ェ ー ス を 用 い た 環境 型 教 育 シ ス テ ム の 構築

郭 潔 清
本研究で は ， 動作モ デル と 学 習 者の常識的 な 関 連づ け よ う と す る 試み が 中 心 で あ り ， 特 に 環境型教

育 シ ス テ ム に お い て 新 し い概念 を 習 う 時 に学習 者の興味 を 高 め ， 主体性 を 助 長 し ， 深 い 理解 を 支援す
る た め に ， メ ン タ ル モ デル の 考 え 方. GUIや ダ イ レ ク ト マ ニ ピ ュ ー シ ョ ン を 伴 っ た 統合環境 な ど の 手

法 を 提案 し た 。 ま た ， こ の 方法で発見 的 な 教育 を 行 う シ ス テ ム の 実現法 を 示 し た 。
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数式画像 の 構造解析 に 関 す る 研 究

葛 明

数式画像の特徴 は 1 2 次元方向 の複雑 な レ イ ア ウ ト を 持つJ ， 1文字サ イ ズ が揃 っ て い な い J ， 
「 レ イ ア ウ ト に は 数式特有 の意味 を 含 ん で い る 」 な どで あ り ， 理解す る た め に は 数式特有 な 構 造解析
を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 本研究 は ， な る べ く 高 い文字認識性能の上 に ， 演算子主導型で， 領域分割，
構造解析 を 行 う と い う 方針 に 立 ち ， そ の必要 と な る 基本的 な 方法 を 探求す る 為 ， 同 一 文字種 の 判 別 ，
文字認識， 分離記号 と 組合せ的 関 数の統合及 び演算子 に よ る 領域分割 ， 構造解析 な ど幾つ か の 実験 を

行 っ た結果， 多 様 な 数式が処理可能 で あ る こ と に な っ た 。

C型鉄心 を 用 い た 単相交流磁気浮揚特性 に 関 す る 研究

孫 志 方
本論文で対象 と す る 機構 は構造上， 一般の リ ニ ア モ ー タ と は大 き く 異 な る が， 磁気浮揚 の基礎 と し

て 簡単 な 単相交流磁気浮揚装置 を 作 っ て ， C型鉄心の特性，磁束の分布及 び浮揚力 を 測定 し た 。 ま た 双
対変換理論 を 適用 し て 電気的等価 回 路 を 推定 し た 。 仮定磁路法 と 三次元有 限要素法 を 用 い て 各部分の
イ ン ダ ク タ ン ス ， 磁束密度， う ず電流 と 浮揚力 を 解析 し ， 実験債 と 比較 し た 。 解析結果が実際の応用
に対 し よ く 役立つ と 思 う 。

〔 機械 シ ス テ ム 工学専攻 〕

ク ラ ス タ ー の 熱膨 張 に 関 す る 分 子動 力 学 的研究

市 村 悟

2 次元 ク ラ ス タ ー の 熱膨張率 を 分子動力学法 を 用 い て 解析 し た 。 ま ず， 向ー の粒子で構成 さ れ る ク
ラ ス タ ー の粒子数 と 形状が熱膨張率 に お よ ぼす影響 を 明 ら か に し た 。 次 に ， ポ テ ン シ ャ ル エ ネ ル ギ ー

の異 な る 2 種類 の粒子で構成 さ れ る ク ラ ス タ ー に つ い て ， 2 種類の粒子の配置， 1回 数比， ポ テ ン シ ャ

ル エ ネ ル ギー 比 ， ク ラ ス タ ー の温度が熱膨張率 に お よ ぼす影響 を 調べ， さ ら に ク ラ ス タ ー 内 の 熱応力

分布 を 求め ， 連続体力 学 に お け る 熱応力 と 比較 し た 。
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イ ン ラ イ ン 配列 フ ィ ン 付 管 群 の 渦発 生特性

糸 氏 大 司
イ ン ラ イ ン 配列 フ ィ ン 付管群の圧力損失特性お よ び渦発生特性 に 及 ぼす レ イ ノ ル ズ 数， 管列数， 管

ピ ッ チ 比 の 影響 を ， 管 ピ ッ チ 比 が2 . 1 7 - 3 . 25 . 流れ方 向 の 管 列 数が 1 - 10列 の 範 囲 で実験的 に 調べた。

そ の結果， 管 ピ ッ チ比が小 さ く な る と 管群抗力 係数は増加 し . ス ト ロ ー ハ ル数は減少す る こ と がわかっ
た 。 ま た ， 管群抗力 係 数お よ びス ト ロ ー ハ ル 数の管 ピ ッ チ比 に よ る 変化の 傾 向 に は ， 平滑管群の場合

と 定性的 な 一致が見 ら れた 。

冷 間鍛造用 新 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 静 的 強度特性 お よ び疲 労 強 度特性

井 戸 敦 司
鍛造用A1合金A6151 の 冷 間鍛造性 を 向上 さ せ る た め ， 同材 に Cu を 増量添加 し た 新A 1 合金A6 1 5 1 M

の静的強度特性お よ び疲労強度特性 を 時効時間 と 鍛造比の観点 か ら ， 従来材 ( A615 1 ， A 6 1 1 0 ) と 比
較検討 し た 。 A615 1お よ びA6151M で は ， 鍛造比の増加 に伴 う 結 晶粒微細 化 に よ り ， 静 的 強 度 並 び に
疲労強度が向 上 し た 。 さ ら に . A6151Mでは微細 な 針状組織が数多 く 分布す る た め ， 従来材 に 比べ て
静的強度並 び に 疲労強度が向上 し た 。 各材料 に お い て ， 時効時 間 の 違 い に よ る 疲労強度 の 差 は 認 め ら
れ な か っ た 。

制 御 気体軸 受 の 軸 特性解法 に 関 す る 研 究

稲 森 平 太

制御静圧気体ス ラ ス ト 軸受の 特性解析で は ， レ イ ノ ル ズ 方程式 に 圧力摂動法 を 用 い て 解析す る こ と
は計算が複雑 に な り 困 難 で あ る 。 ま た ， 集 中 定数化法 を 用 い て 軸 変 動 ， 荷重変動 ， ポ ケ ッ ト 圧変動検
出型 の三種類 の 制御軸受持性 に つ い て す で に 解析 と 実験 を 行 っ て き た O 本研究で は ， 軸特性 と 安定性
に 関 し て ， こ れ ら 二 つ の解法で比較 し た 。 そ の結果， 軸変動検 出 型 で は両解法は よ く 一致 し ， 荷重変
動 ， ポ ケ ッ ト 圧変動検 出 型 で は 集 中 定数化法 の 方が実験 を よ く 表す こ と がわ か っ た 。
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円 板弁 の 気体 流 量 制御 に 関 す る 研 究

今 井 雅 則

円板弁の気体流量 を 制御 し て 線形流量特性 を 得 る こ と を 目 的 と し て ， 円板弁. *'占性絞 り お よ び こ れ

ら の組み合せ に よ る 流量特性 を 検討 し た 。 そ の結果， 機構的 に 簡単 な 構造の 円板弁 と 粘性絞 り を 組み

合 わ せ た 方法が最 も 良好で あ る こ と がわ か っ た 。 そ こ で こ れ を 製作 し ， 計算値 と 実験値 を 比較検討 し
た結果 に よ る と 円板弁 と 粘性絞 り を 結ぶ オ リ フ ィ ス 絞 り を 考慮す る こ と で計算値が実験値 を ほ ぼ表わ

す こ と がで き た 。 実験に使用 し た弁 は ， あ る 程度線形流量特性 を 有す る こ と がで き た 。

ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 旋 削 面性状 に 及 ぼ す 各種 ダ イ ヤ モ ン ド 工具 お よ び切 削 条 件 の
影 響 に 関 す る 研 究

上 田 耕 三

本研究で は ， 普通高速旋盤， お よ び超精密旋盤 を 使用 し て ， ア ル ミ ニ ウ ム 合金の旋削 面性状 に 及 ぼ
す ， 各種 ダ イ ヤ モ ン ド工具の工具材種 ( 単結晶工具， 焼結工具， 被覆工具 ) . 工具形状， お よ び切削
条件の 影響 に つ い て検討 し た 。 そ の結果， 被覆工具， 焼結工具 で は 切削後の被削材表面 に細かい傷
が残 る の に対 し ， 単結晶工具で切削 し た場合， 被削材表面 は 滑 ら か で あ り ， 鏡面加工が可能であ っ た。

ピ エ ゾ セ ラ ミ ッ ク ス の ラ ッ ピ ン グ 成 形性 に 及 ぼ す ラ ッ ピ ン グ条件 に 関 る 研 究

大 野 誠

本研究 で は ， 修正輪型 ラ ッ プ盤 を 用 い て . PZT系 ピ エ ゾPセ ラ ミ ッ ク ス の湿式片面 ラ ッ ピ ン グを行い，
摩擦 に よ っ て変形 し て い く ラ ッ プ定盤の 表面形状 の変化が， 工作物 の 表面形成 に与 え る 景簿， お よ び，

各種 ラ ッ プ材 の ラ ッ ピ ン グ特性 を 検討 し た 。 そ の結果， ラ ッ プ定盤の 表面形状が工作物 の 表面形成 に
及 ぼす 影響 は 少 な し ま た ， ラ ッ プ材種の 違 い に よ る ラ ツ ピ ン グ特性の変化 も ほ と ん ど見 ら れず， 硬
く 鋭 い 切 れ刃 を 持つ砥粒 ほ ど加工能率が良 い反面， 表面 あ ら さ は比較的改善 さ れ な か っ た 。
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A I - F e- N i 系粉末成形材料の ミ ク 口 組織制御 と 耐熱性 向 上 に 関 す る 研 究

上 垣 内 雅 人

本研究 で は ， 573K付近で耐熱性の 高 いAl合金の 開発 を 目 的 と し て ， AI - Fe - Ni系 合金 の ミ ク ロ 組

織観察及 び機械的性質 に 及 ぼす 1 ) マ ト リ ッ ク ス 化学組成の 影響 ， 2 ) 粉末粒径， 押 出 し温度 の 影
響 ， 3 )  Cr と Zr添加の影響 を 比較検討 し た 。 そ の 結呆， マ ト リ ッ ク ス は 2024 よ り 純 ア ル ミ ニ ウ ム が
敵 し て い て お り ， 粒径 を 微細 に し ， 押 出 し 温度 を 下 げ る と 573K付近で耐熱性 が 向 上 し ， Cr と Zr元 素
を 添加 す る と さ ら に 向上 し た 。

ス ト リ ッ プ フ ィ ン 付 き 伝熱 管 周 り の 水 の 凝 固 ・ 融解現象 に 関 す る 研 究

神 谷 敏 郎

ス ト リ ッ プ フ イ ン ま わ り に お い て の凝 固 ・ 融解実験 を 行 い ， 2 次元お よ び 3 次元 の 数値解析 に よ っ
て フ イ ン ま わ り の流 れ に 対 し て ， 検討 を 加 え た 。 そ の結果， 実験で は フ イ ン に よ る 熱伝導寄与 の 効果
が著 し い こ と ， 数値計算 で は ， フ イ ン が及 ぼす 自 然対流の影響 お よ び匂 フ イ ン ま わ り に お け る 流れの
詳細 を 知 る こ と がで き た 。

力 支 持 加 工 台 を 有 す る 自 砺 オ ン オ フ 駆 動 制御 型 イ ン パ ク 卜 マ シ ン の 研 究

神 谷 学

衝突 を 繰 り 返す加工機で は ， 常 に 一定の衝突速度で衝突 を 繰 り 返 さ な け ればな ら な い が， 衝突現象

に よ る は ね 返 り 速度の微妙 な 変化 に よ り 運動 は乱れ る 。 そ こ で本研究で は ， 予 め 設定 し た 変位で駆動
力 を オ ン オ フ し て 自 砺 的 に駆動す る 駆動 方法 で こ れ を 改善 し ， 1 自 由 度振動系 と ， 一定力 で支持 さ れ
る フ ォ ロ ア と の 間 で発生す る 定常衝突振動 を 取 り 扱 い ， 1 周 期 で 消 費 さ れ る エ ネ ル ギー で運動 を 評価

す る 立場 か ら ， 定常動作の特性 に つ い て 述べ る 。
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ス ラ イ デ ィ ン グ モ ー ド 制 御 と ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク 制御 の 関係 に 関 す る 研 究

神 谷 康 弘

入力 制 限 を 考慮 し た 制御入力 を 導 出 す る こ と を 主 目 的 と す る 。 こ の た め に ス ラ イ デ イ ン グモ ー ド

制御入力 の 入力 情報 を ， ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク ・ コ ン ト ロ ー ラ に お け る 入力 層への入力情報 と し て
用 い ， ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク ・ コ ン ト ロ ー ラ の学習 を誤差逆伝播法に よ り 行 う 。 ま た こ の際 に ， ニ ュ ー
ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク ・ コ ン ト ロ ー ラ を 中 間 層 を 含 む 三層構造 と し ， 出 力 層 に シ グマ ・ パ イ ユ ニ ッ ト を 導

入す る こ と に よ り ， 目 標値への よ り 高 い 追従性 を 得 る 。

高速超 塑性2024A l - S iC粒子複合材料 の 製 造 と 高強度化 に 関 す る 研究

川 上 裕 幸

メ カ ニ カ ル ア ロ イ ン グ を 利 用 し た粉末冶金法 に よ り ， 超塑性2024A1 - SiC粒子複合材料 ( Vf = 0 ，  

5 ，  10 ，  1 5 % ) を 製造 し ， 難加工性の改善 を 目 的 と し た 実験 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， MA2024  + 1 0 SiC 
超塑性複合材の製造方法 と し て 熱処理無付加， 圧粉温度698K， 予加工温度673Kが適切 で あ る と 判 定
し た 。 ま た 各複合材 は 2024A1 の 固相線温度777K付近で高 い m 値 を 示 し た が， 室温の 耐力 ， 伸 び は 固
相線温度直下 の圧縮試験温度で最大値 を 示 し 実用 的観点か ら は 固 相線温度直下の超塑性加工温度が

適切 で あ る こ と がわ か っ た 。

自 励 オ ン オ フ 駆 動 制御 さ れ る ワ ン シ ョ ッ 卜 パ ン チ の パ ワ ー に よ る 動作評価

川 角 高 士

精密微小部品 の加工の た め に 目 標加工開始速度 を 得 る ， 多機能かっ 高速動作が可能 な ワ ン シ ョ ッ ト
パ ン チ ン グマ シ ン の 開発 を 目 的 と し て 一定 レ ベ ル の 力 を 予 め 設定 し た 変位 区 間 で 自 ら の変位 に よ っ
て オ ン オ フ し て発生 し た 自 励的 な駆動力 で動作 さ せ る 。 そ の駆動方式 に よ る 動作 を ， 平均供給エ ネ ル
ギ ( 供給パ ワ ー ) で評価 し ， 適切 な 動作条件 を 明 ら か に し た 。 さ ら に . パ ン チ変位 を 検 出 し て 速度偏
差 を 修正 し て 目 標加工開始速度 の改善 を 行 っ た 。
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β 型 チ タ ン 合 金 の 疲 労 強 度 特性 に 友 ぼ す 応 力 比 の 影 響 と 内 部 き 裂発生挙動

黒 田 泰 嗣

戸 型チ タ ン 合金Ti - 15V - 3Cr - 3Sn - 3Alの 溶体化処理後 2 種類 の 時効処理 を 施 し た 材料 を 用 い て

疲労実験 を 行 い ， 両供試材 の 疲労強度特性 を 比較 し ， 内部 き 裂発生挙動 に 及 ぼす 応力 比 と 時効処理の

影響 を 検討 し た 。 本供試材 のS - N 曲 線 は 特異 な 2 段折れ曲が り を 示 し ， 高 応 力 振 幅域 で は 表面 き 裂
発生型疲労破壊で あ り ， 低応力振幅域 で は 内部 き 裂発生型疲労破壊が認め ら れ た 。 ま た ， 内 部 き 裂発

生型疲労破壊は応力比が高 い ほ ど早期 に 生 じ ， 平均応力 に依存 し た 。

V形 1 0気筒機 関 の 起振 モ ー メ ン ト に 関 す る 研 究

定 免 貴 大
乗用車用 内燃機関 の多気筒化V形化 は ， 機 関 の 高 ト ル ク 化， 高 出 力 化 と い う 動力性能の 向 上 ばか り

で な く ， 機 関 の 静粛性， 低振動性 と い う ド ラ イ パ ー の快適性 に対す る ニ ー ズ に よ っ て 発展 し ， 普及 し
て き た 。 本論文で は ， 最近， 実車 に 搭載 さ れ る よ う に な っ た V形10気筒機関 の起振モ ー メ ン ト に 関 し
て ， そ の気筒 配列 方式 と そ れ に よ っ て 生 じ る ピ ッ チ ン グ お よ び ヨ ー イ ン グ モ ー メ ン ト を 求 め 、 そ れ ら

モ ー メ ン ト の 削 減方法 と 最適 な バ ン ク 角 に つ い て 考察す る 。

熱 プ ラ ズ マ の 局 所熱流動特性 の 計 測 法 の 開発

杉 村 昌 昭

熱 プ ラ ズ マ の最大 の利点 は ， そ の保有熱量が大 き い こ と で あ り ， そ れ と 固体表面 問 と の熱伝達現象
は未解明の部分が多 い 。 本研究 で は ， 熱伝達現象の把握の前段階 と し て ， 管径が40mm と 大 口 径 な 装 置
を 用 い て ， 熱 プ ラ ズ マ の熱的 に発達 し た 領域 を 調べ， そ こ で の 半径方 向 の プ ラ ズ、 マ パ ラ メ ー タ の計測
法 の 開 発 を 試み た 。 本装置で は ， 管長が管径の 4 倍以上で熱 的 に発達 し た 領域 に な る こ と が分 か り ，

ま た ， 計測 法 で は ， ト リ プル プ ロ ー ブ法 に よ っ て 瞬 間測定が可能で、 あ る こ と を 確 認 し た 。
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耐熱低合金鋼 の 高温 多 軸低 サ イ ク ル疲労 強度特性 に 友 ぼ す 時 効
お よ び長期 間使用 の 影 響

高 作 一 宏

実機火力発電用 タ ー ビ ン ・ ケ ー シ ン グか ら 採取 し た劣化材， 非劣化材お よ び同材 に温度923K で 1 00

時 間 . 1000時間 の 時効 を 施 し た材料 を 用 い て大気 中 ， 温度823Kで比例負 荷 と 非比例負 荷 の 低 サ イ ク

ル疲労試験 を 行 い ， き 裂発生 及 び伝 ぱに 及 ぼす 時効 お よ び長期 間使用 の 影響 に つ い て 検討 し た 。 そ の

結果， 時効お よ び長時間使用 の 影響 は い ずれの負荷様式 に お い て も き 裂伝 ぱ速度 に 現 わ れず， 繰返 し

ね じ り 負荷 の き 裂発生繰返 し 数の低下 に現 れ る 。

改 良 9Cr- 1 Mo鋼厚 肉鍛造材 の 高 温疲労 強度特性 に 関 す る 研究

高 橋 健 吾

時効時 間 の 異 な る 3 種類の改良9Cr - 1Mo鋼厚 肉鍛造材 を 用 い ， 大気 中 . 873K に お い て . 3 種の ひ

ずみ波形 に よ る 低サ イ ク ル疲労試験 を 行い ， 疲労寿命 を 従来 の 薄 肉材 と 比較 し ， 疲労寿命 に 及 ぼす ひ
ずみ波形 と 時効 の 影響 に つ い て 検討 し た 。 そ の結果， 厚 肉鍛造材 は 薄 肉材 と 同程度の寿命 を 示 し ， 圧

縮 ひずみ保持 に お い て 最 も 短寿命 と な り ， そ の寿命低下原 因 と し て 酸化， 平均応力 ， お よ び試験片 の

変形が考 え ら れた 。 ま た ， 時効の影響 は 見 ら れ な か っ た 。

ホ ブ盤 の 割 出 し 機構 に 関 す る 研 究

田 島 隆 史
現在， 工作機械の多 く はCNC化 さ れ， 高精度で高剛性， 操作性 の 優 れ た 構 造 の も の が主流 と な っ

て い る 。 歯切 り 機械で あ る ホ ブ盤 も 例外で は な いが， ま だ そ の 数は 少 な し 実際の現場 で は 換 え 歯車

を も っ た従来形の ホ ブ盤が多 く 利用 さ れて い る 。 本論文で は ， そ れ ら 従来方式の ホ ブ盤で素数歯歯車
を 歯切 り す る 際の 割 出 し の煩 わ し さ ， 不便 さ を 解消す る 目 的 で ， 二重差動歯車機構 を 提案 し ， そ の機
構の構造 と そ れ に よ る ホ ブ盤の利点 に つ い て 論 じ る 。
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小 口 径管 内 の 気液二相 流 の 時 間 平均 ボ イ ド特性
一 管 径 5 mm お よ び 3 mm の 実 験結果 と 相 関 式 一

田 中 圭 一
自 動車 用 ・ 家庭用 空調 の 熱交換器 に は多 く の 小 口 径管が用 い ら れて お り ， そ の 中 を 蒸気 液二相混

合体が流動 し て い る 。 そ こ で ， 小 口 径管 に お け る こ相流の熱流動特性 を 定量 的 に 評価 す る 方法 を 構築

す る こ と を 最終 目 的 と し た 。 そ し て ， こ こ で は 内径 5 mm ， 3 mm の垂直上昇管 を 流 れ る 空気 一 水二相流
の 流動特性で あ る 流動様式， 圧力損失， ボ イ ド率 を 測 定 し ， ボ イ ド率 に つ い て ド リ フ ト フ ラ ッ ク ス モ
デル に よ り 解析 を 行 っ た 。

非 定 常 熱線 法 に よ る 熱伝導率測定装 置 に 関 す る 検討

戸 田 裕 介
本研究 は ， 非定常熱線法 に よ り 液体の熱伝導率 を 測定す る 際， 測定値 に お よ ぼす試料の物性 と 装 置

形状 を 含 め た 測定条件 の 影響 を 検討す る こ と に よ り 液ー液， 固 液混合液の熱伝導率 を 高 精 度 で 測 定
す る た め の 条件提示 と 測定装 置の検討 を お こ な い ， 熱線の長 さ ， 供給熱量 ， 供試試料の粘度が， 測定

結果 に 影響 を 及 ぼす こ と が明 か と な っ た 。 そ の結果 測定試料に対 し て 最 適 な 測 定条件が存在す る こ
と を 示唆す る に 至 っ た 。

感温磁性 流体 を 用 い た 熱駆 動 シ ス テ ム の 基本特性

中 田 昌 輝
磁界 に 強 い反応 を 示す磁性流体の 中 で ， 温度 に 強 い依存性 を示す 感温磁性流体 を 使用 し た エ ネ ル ギ

変換 シ ス テ ム が考 え ら れ る 。 し か し ， そ の 詳細 に つ い て は 十分把握 さ れて い な い 。 そ こ で ， 熱駆動 シ
ス テ ム の 実験装 置 を 試作 し ， そ の熱駆動原理の実証 を 行 い理論計算 と 共 に 検討 し た 。 実験値 と 数値計
算 の 一 致 は 良好 で あ り ， 実際 に 印加磁場分布 お よ び流路形状が与 え ら れた な ら ば， そ の熱流動特性 を
把握で き る こ と を 明 ら か に し た 。
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超 硬 合金 及 び サ ー メ ッ ト の繰返 し 熱衝撃下 の き 裂進展挙動

中 山 一 陽

2 種類 の代表的 な 硬脆材料で あ る 超硬合金 サ ー メ ッ ト を 用 い 熱衝撃時の試験片 の温度変化 を 実

測 す る こ と に よ り 熱衝撃時の最大熱応力 を 評価 し た 。 ま た ， 繰 り 返 し 熱衝撃 に お け る 表面 き 裂 の 進展

速度 と 応力 拡大係数幅 の 関係 を 調査 し ， 両材 の差異 に つ い て 考察 を 行 っ た 。 そ の結果， 低 ム K域 で は
超硬合金の き 裂進展速度 は サ ー メ ッ ト よ り も 早 い こ と が明 ら か と な り ， こ の こ と は ， 両材の母相 と 結

合相の線膨張係数の差異 に基づ く も の で あ る こ と が推察 さ れた 。

ハ イ ポ イ ド ギ ヤ の 端 部歯 当 た り に 関 す る 研 究

西 尾 淳 也

自 動車用ハ イ ポ イ ド ギ ア は ， 量産体制が高度 に シ ス テ ム 化 さ れ， 品 質 の面 に お い て も ， 他の歯車 に

比べ非常 に優れた も の で あ る 。 し か し ， そ の性能 を 遺憾 な く 発揮 さ せ る た め に は ， い か な る 使用 条件
下 に お い て も ， 優 れ た 歯当 た り を 維持 し て い な ければな ら な い 。 そ こ で本論文で は ， ハ イ ポ イ ド ギヤ
の歯当 た り が， 歯菌上 の端部に移動 し た場合 に つ い て 理論的 に解析 し 歯 当 た り の端部移動 に よ る 特
異性 に つ い て 明 ら か に す る 。

圧 電素 子 を 用 い た マ イ ク 口 ア ク チ ュ エ ー タ の 同 定 と 制 御 に 関 す る 研 究

長谷川 浩 一

変位拡大機構 を 有す る ， 圧電素子 を 用 い た マ イ ク ロ ア ク チ ュ エ ー タ の動力学的 モ デル を シ ス テ ム に
対す る 入 出力情報のみ を 用 い て 同定 し ， 制御す る こ と を 目 的 と す る 。 こ の と き ， 数学モ デル は シ フ ト

オ ベ レ ー タ に よ る 線形モ デル を 仮定 し た 。 ま た ， 圧電素子の駆動 に よ り す ばや く 押 し 上 げ ら れ た 出 力
点 の残留振動 を 別 の圧電素子 に よ り 抑止す る 制御 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た 。 こ の と き ， 制御 に は プ
ラ ン ト 入力 マ ッ ピ ン グ法 ( PIM法 ) を 用 い た モ デル マ ッ チ ン グ制御 を 適用 し た 。
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窒化珪素 の 微小疲労 き 裂進展 特性 に 及 ぼ す 大 気 中 水 分 の 影 響

原 裕 志

窒化珪素 を 用 い て ， 疲労微小表面 き 裂 の進展 に 及 ぼす大気 中 水分の影響 に つ い て ， ピ ッ カ ー ス 圧痕
よ り 発生す る 微小表面 き 裂 の 形状， 応力 繰 り 返 し に 伴 う き 裂先端の微視的構造変化 を 調査 し ， 水分が

き 裂進展機構 に 及 ぼす影響 に つ い て 検討 を 行 っ た 。 き 裂先端部での微小割 れの形成， き 裂 ウ ェ イ ク 部

で の ブ リ ッ ジ ン グ解消 に 及 ぼす ， 大気 中水分 と 応力 繰 り 返 し 効果が重要 で あ る こ と が推察 さ れた 。

管 群型潜熱蓄熱槽 の 凝 固 特性 に 関 す る 研 究

平 村 英 志

本研究で は ， 複数の伝熱管設置 し た 氷蓄熱槽 内 の凝 固 過程 に お い て 自 然対流が蓄熱槽 内 の温度場や
固 相 の 形成 に対 し て どの よ う に 影響す る か を 調べ る た め ， 管群型の蓄熱槽 を作成 し ， 実験 ・ 解析を行っ

た 。 相変化材 の初期温度 を 変化 さ せ て 実験 を 行 っ た結果， 管群周 り の伝熱特性 に 関 す る 知見が得 ら れ
た 。 ま た ， 実験 を 行 っ た 領域 に 対 し て 差分法 に よ る 数値計算 も 行い ， 実験値 と 定性的 に 一 致す る 結果
を 得 る こ と カfで き た 。

摩擦熱 を 伴 う 繰 り 返 し 転 が り 接触 に よ る 疲 労表面 き 裂進展特性

広 瀬 健 吾
摩擦熱 を 伴 う 転が り すべ り 接触 を 受 け る 半無 限弾性体の表面半 円 形平面 き 裂 の 応 力 拡大係 数 を 解析

し ， 疲労 き 裂進展挙動 の数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た 。 そ の結果， 転が り 疲労寿命 に 及 ぼす熱的効

果並びに 摩擦効果 の 影響 に 関 し て は すべ り 率 摩擦係数の増加 と と も に 疲労寿命が低下す る こ と が
わ か っ た 。 ま た 転が り 疲労寿命 に 及 ぼす き 裂面 内圧の影響 に 関 し て は ， き 裂面 内 圧 な し の場合に比べ，
内圧が働 い た 場合 に は 疲労寿命 は低下す る こ と がわ か っ た 。
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微小衝撃加工機械 の デ ィ ジ タ ル 制 御

古 田 賢 司

エ レ ク ト ロ ニ ク ス 及 び精密機器 の部品加工 特 に 打 ち 抜 き 穴 あ け等の微細精密加工 を 実現す る

た め の微少衝撃加工機械 を 実現す る こ と を 目 標 と し た デ ィ ジ タ ル 制 御 の 研究。 そ の た め に ， シ ス テ ム

同 定 と し て ， 逐次最小 2 乗法 と 周波数領域で の パ ラ メ ー タ 推定法 を 適用 し た 。 ま た ， 制御 方法 は プ ラ
ン ト 入力 マ ッ ピ ン グ法 に よ る モ デル マ ッ チ ン グ制御 を 用 い シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 及 び実験に よ り そ の 制

御方法の有効性 を 明 ら か に し た 。

放熱基板用 複 合 金 属 の熱定 数 に 関 す る 実 験 的研 究

保 要 庄 伸

LSIやパ ワ ー ト ラ ン ジ ス タ な どの半導体 に お け る 放熱基板用 に 開 発 さ れ た Cu-Mo複合材料RCM の
Cuの混合率 を 考 え て 熱伝導率 を レ ー ザー フ ラ ッ シ ュ 法 線膨張係 数 を 押 棒 式 測 定法 に よ っ て 測 定 し

た 。 そ の結果熱伝導率 は Cuの含有率の小 さ い も の で は温度上昇 に 伴 い 緩 や か に 減少す る 傾 向 に あ り
Cuの 増 加 に 伴い波が現れ る 。 線膨張係数はCuの含有率の増加 に 伴 い 増 加 し . Cu と Mo の 含 有 率 が等
し く な る と 圧延方向 と 圧延垂直方向で差が現れ る 。

ワ イ ヤ 放電 加 工 の ワ イ ヤ 変位計測 に 関 す る 研 究

牧 野 泰 弘

ワ イ ヤ放電加工の加工精度 は ， 加工 中 の ワ イ ヤ挙動 の 影響 を 受 け る 。 本論文で は加工中 の ワ イ ヤ変
位計測装置 と 放電エ ネ ル ギ に基づ く 加工状態検出装置 を 考案 し ， そ れ ら を 用 い た 荒加工時の変位， 正
常放電頻度測定結果か ら ， 単発放電 に よ る 放電衝撃力 ， 単発放電加工量 と 各種加工条件 の 関 係 を 定量
化 し ， さ ら に ワ イ ヤ に作 用 す る そ の他の力 に つ い て 論 じ た 。 ま た仕上げ加工 中 の ワ イ ヤ 変位 を 求 め ，
擦み， 振動振幅 と 加工面 と の 関係 を 明 ら か に し た 。
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ワ イ ヤ 放電 加 工 の 仕 上 げ加工 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

松 田 裕 二

本論文で は ワ イ ヤ 放電加工の仕上 げ加工精度低下 の 要 因 を 探 る た め ， ワ イ ヤ 挙動 を 考慮 し た仕上げ

加工の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム を 開発 し ， 解析 し た 。 解析 に よ り 凹 凸 コ ー ナ ー ， コ ー ナ - R 加 工
に お け る 加工精度低下 の メ カ ニ ス ム な どが明 ら か と な っ た 。 ま た放電衝撃力 の み な ら ず静電気力 の 影

響が大 き く ， 静電気力 に つ よ っ て 加工不安定が発生す る こ と ， 静電気力 が加工条件 に よ っ て どの よ う

に 変 わ る の か を 明 ら か に し た 。

ま が り ば か さ 歯 車 の 歯 当 た り に 関 す る 研 究

三 浦 雄 一 郎

ま が り ばか さ 歯車 は ， 工作機械， 自 動車 ， 航空機 な ど の 動力伝達用 機械要素 と し て 広 く 活用 さ れて
い る 。 し か し ， こ の種の歯車の製作 に お い て は ， 未 だ多 く の経験 と 勘 に 頼 る 部分が多 く ， 特 に ， そ の
性能 を 決定す る 歯 当 た り の 管理 に お い て は ， そ の傾 向 が強 い 。 本論文で は ， そ の 原 因 と し て ， 歯車歯
面 の 取 り 扱 い が精度的 に不十分で あ る と 考 え ， よ り 精度 の 高 い歯面表示 法 に よ っ て か み 合 い を 論 じ ，

歯 当 た り の管理 を コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 行 う 方法 に つ い て 検討す る 。

超 塑性T ZP友 びTZP/AI 2 0 3 セ ラ ミ ッ ク ス の 焼結鍛造 特性 に 関 す る 研 究

南 弘 樹

難加工材 と さ れて き た セ ラ ミ ッ ク ス 材料の 中 で ， ジ ル コ ニ ア セ ラ ミ ッ ク ス は 高温で超塑性現象 を 示
す こ と が見 い だ さ れ た 。 そ こ で ， TZP及 びfTZP/A1 2 0 a セ ラ ミ ッ ク ス の 高温焼結 中 に圧縮応力 を 加 え ，
そ の超塑性変形 を 利用 し た 成形， 焼結の促進 と 強度増大 を 目 的 と し た 。 そ の結果， ひずみ約 E = 0 . 45 
ま で ほ と ん ど割 れ を 発生す る こ と な く ， 短時間 で焼結鍛造が可能であ っ た 。 ま た ， 内 部 空 洞 率 を 0 . 1
% 以 下 に す る こ と に よ り ， 室温曲 げ強度 を 著 し く 向上 さ せ る こ と がで き た 。

円L巧t



6063合 金 押 出 し 材 の 表 面 品 質 に 及 ぼ す S i含有量 の 影 響 に 関 す る 研 究

森 田 裕 之

押 出 し 形材 の 表面 品 質 の 向 上 を 図 る た め に . Al 一 Mg 2 Si系 合金 中 の Si含有量 の 相 違 と 併 せ て ，
Mg 2 Siの析出状態、の相違が押 出 し材の表面性状 に 及 ぼす影響 に つ い て 評価 し た 。 良好 な 押 出 し材表面
を 得 る に は ， 汎用素材 の ビ レ ッ ト の場合は均質化処理後 に ， 水冷， ま た は200'C も し く は300'C で 2 時
間程度の 2 段熱処理 を 施す こ と が有効であ る 。 一方. Si含有量が多 い ピ レ ッ ト の場合 はMg 2 Si の 析 出
状態の相違 に 影響 さ れず表面外観 は 良好 で あ る た め ， 汎用 の均質化処理で充分適用 可能で、 あ る 。

ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 腐 食疲労過程 に お け る 腐 食 ピ ッ ト の 成 長 特性 に 関 す る 研 究

盛 野 優 之

ア ル ミ ニ ウ ム 合金2017T4材 を 用 い て . 3 % 食塩水 中 で平面 曲 げ腐 食疲労実験 を 行 い ， 連 続 観 察 よ

り 試験片表面方向 と 深 さ 方向への腐 食 ビ ッ ト の 成長特性 と そ の 機構 を 調査 し た 。 表面及 び深 さ 方向 の

ピ ッ ト 成長挙動 は両対数 グ ラ フ 上で直線関係が存在 し ， ビ ッ ト 発生 時 間 ， ビ ッ ト 成長速度 ， 発生腐食
ピ ッ ト 密度に応力振幅依存性が確認 さ れた 。 さ ら に ピ ッ ト 密度， 牙会伏， 腐食電流変化式を考慮 し た ピ ッ

ト 成長理論 を 検討 し ， 本実験結果 と の比較 を 通 じ て 考察 を 加 え た 。

T i - 6 A I - 4 V 合金 の 高温 強度特性 に 友 ぼ す 切 欠 き 忍 び組織 の 影 響 に 関 す る 研究

洪 峰
Ti - 6 Al - 4 V合金の熱処理 を 変 え る こ と に よ り 得た 三種類の組織材の平滑材及 び切欠 き 材 を 用 い，

高温強度特性 に 及 ぼす切欠 き 及 び組織の 影響 に つ い て検討 し た 。 平滑材の高温低サ イ ク ル 強 度 は混合
組織材が最 も 高強度であ り ， ク リ ー プ強度及 び ク リ ー プ ・ 疲労強度 は 針状 α 組織材が最 も 高 強度であ
る 。 切欠 き 材 に お い て は 高温低サ イ ク ル疲労強度で は 組織 間 の差がな く ， ク リ ー プ強度で は 針状 α 組

織材 は最 も 長寿命で あ っ た 。
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セ ラ ミ ッ ク ス の ク リ ー プ フ ィ ー ド研削加工性 の 評価 お よ び研 削 面 の
残 留 応 力 に 関 す る 研究

シ リ チ ャ イ テ ー ウ イ ン ・ エ ー ク

希土類金属 間 焼結材 に 対 し て ， ダ イ ヤ モ ン ド砥石 を 用 い て ， 研削 液， 砥石切込量お よ びテ ー ブル送

り 速度 を 変化 さ せ ク リ ー プ フ ィ ー ド研削 を 行 い ， 研削抵抗， 表面 あ ら さ ， 残留応力 の 観点 か ら 研削性

に つ い て 検討 し た 。 さ ら に ， 通常研削 と ク リ ー プ フ ィ ー ド研削 と の研削性の違い に 関 す る 検討 も 行 っ

た 。 そ の結果， ク リ ー プ フ ィ ー ド研削 に は ， 研削条件の変化 よ り も 研削 液の使用 お よ び選定が特 に 重

要 で あ る 。 ま た ， こ の材料 に 関 し て は 通常研削 に比べて ク リ ー プ フ ィ ー ド研削 の 方 が優れて い た 。

Study o n  I m p rovement  o f  Wo r k i ng Accu racy o n  Shea r i ng o f  A l u m i n u m  A l l oy 

張 美
本研究 は ， 形材 の プ レ ス せ ん 断加工に使用 さ れ る 簡易金型の加工時の動 的挙動 を 可視化す る こ と で，

基本的 な 加工条件で あ る ク リ ア ラ ン ス に加 え て パ ン チ刃 先形状 の 影響 と ダ イ 無 し せ ん 断加工 に お い て
座屈 に よ る 断面形状変化 を 抑制 し う る 限界加工条件 を 検討 し た 。 そ の結果， 静的 ク リ ア ラ ン ス 10 % で
板せ ん 断時のパ ン チ の動 的移動が最小 と な り ， 座屈 に よ る 断面形状変化 を 生 じ な い 加 工 限界 曲 線 は ，

形材矩形部寸法比a/b = 1 .0で最小 に な っ た 。

〔 物 質 工学専攻 〕

A I - 9 mass% M g合 金 の 応 力 腐 食割 れ 特性 に 友 ぼ す G a の 影 響

井 原 正 夫

構造材料 と し て 広 く 用 い ら れ る AI-Mg合金の応力腐食割れ特性 に 及 ぼす Ga の 影響 を 明確 に す る た

め に ， 本研究で はAl- 9 mass% Mg-Xmass% Ga合金の 時効処理 に よ る 第 2 相 の 析 出 粒 子 の TEM に よ
る 形態観察 お よ び電子線回折， 引 張試験 に よ る 材料強度の評価 酸化剤 を 含 む NaCI-HCl水 溶 液 中 に
お け る 応力 腐 食割 れ破断時 間 の測 定お よ び負荷応力 下での分極特性等 の 電気 化 学 的 測 定 ， SEM に よ
る 応力腐食割れ破面 の形態観察 を 行 っ て 定量 的 に 検討 し た 。
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イ ン テ リ ジ ェ ン ト マ テ リ ア ル の 基礎研究

宇 野 章

陽極酸化処理 は ， 軟 ら か い Al表面 の硬度 を 著 し く 増 加 さ せ構造材料 な ど に 広 く 利用 さ れ て い る 。

そ の 陽極酸化処理 に よ り 生成 さ せ たA1 2 0 3 の 陽極酸化層 の孔中 に ， イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材料の概念 ( 自

己阻止 ) を 利 用 し たZr0 2 を 充填 さ せ る こ と で ， 亀裂先端で正方品 か ら 単 斜晶 へ の 応 力 誘起 相 変 態 に
よ る 体積膨張 に よ り ， 陽極酸化層 中 に圧縮残留応力 を 発生 し破壊応 力 を 緩和 さ せ ， Al合 金 の 大気 中

及 び水 中 に お け る 疲労強度 を さ ら に 向上 さ せ た 。

ス バ ッ タ 法 に よ る S n 0 2 薄膜 に 関 す る 研 究

岡 田 高 行

最近， ガ ス セ ン サ ー 素子 の 高機能化 を 目 的 と し て 薄膜素子の検討が行 わ れて い る 。 ま た ， 酸化ス ズ

ガス セ ン サ ー の電気伝導率変化の 際 に ， 酸化 ス ズ 中 の電子の 数が変化す る の か， あ る い は移動度 も 変

化す る の か と い う 点 に つ い て も 充分理解 さ れて い な しミ 。 本研究で は ， ス バ ッ タ 法 と 真空蒸着法で薄膜
素子 を 作製 し ， 真空 中 に お け る 0 2 と H 2 ガ ス に対す る 検出特性 を 調 べ ， 両 者 を 両者 を 比 較検討 し た 。

ま た ， ホ ー ル係数測定 を 行 い ， 電子の 数 と 移動度の変化 に つ い て も 調べ た 。

P r-W-O系 複合酸化物 に 関 す る 研 究

尾 島 健 一

近年希土類複合酸化物 を 含 む擬二元系 セ ラ ミ ッ ク ス が新素材 と し て 注 目 さ れて き て い る 。 こ れ ら の

物性や 用 途 を 知 る 上 で基礎 と な る の が状態 図 で あ る が， 本研究で、行 っ たPr 2 0 3 -W0 3 系 に お い て は 充

分な も の が な い 。 よ っ てPr 2 0 3 -W0 3 系 に存在す る と 報告 さ れて い る 複合酸化物 の 安定 相 領 域 を 確 定
し ， そ の 系 の全容 を よ り 明確 に す る と と も に ， 個 々 の複合酸化物 の 電気伝導度 と 熱定数 ( 比熱 ， 熱拡

散率， 熱伝導率) を 測 定 し ， 得 ら れた 測 定値 に つ い て検証 し た 。
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発生 ガ ス 分 析 用 感湿素子 に 関 す る 研 究

柏 木 実

発生 ガス 分析法 に お い て 直接水分の測定が行 え る 感湿素子の作製 を 試み た 。 特性の検討 を 行 っ た結
果， 望 ま れ る 感湿特性， 応答性 を 持つ感湿素子 を 作製で き た 。 ま た ， 一 つ の 応 用 例 と し て し ゅ う 酸 カ

ル シ ウ ム ー水和物 の熱分解過程 を 測 定 し た 。 そ の結果 同 一条件で のTG - DTA 曲 線、 他 の 実験者 の

測 定結果 と ほ ぼ一致 し た 。 さ ら に ， 試料重量 ピ ー ク 面積 と の 聞 に は 直線的 な 関係が得 ら れ， 検量線 を

作製す る こ と で未知試料の重量の測定が可 能 と な っ た 。

濃 度 の 異 な る A I - M g- S i合 金 に お け る 時効 析 出 過程

蒲 田 裕 志

本系合金 は代表的 な ア ル ミ ニ ウ ム 実用材料で あ る が， そ の 時効析出過程 は 謎 に 包 ま れて い る 。 特に，
核生成 は大 き な 課題であ り 機構 を 明 ら か に す る 試み は 数多 く な さ れて き た が ほ と ん と守徒労 に 終 わ っ
て い る 。 本研究 は世界で始 め て核生成の ク ラ ス タ 一 段階 を 高分解能透過電子顕微鏡 に よ り 実像 と し て

捕 ら え た も の で あ り ， そ の構造 を 電子線の 回折強度差の解析 と コ ン ピ ュ ー タ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で提唱

し た 画期 的 な研究であ る 。

60S n-40 P b ハ ン ダ の 熱疲労 に 関 す る 研 究

河 合 雅 樹

ハ ン ダ接続部の信頼性 を 確保す る の に 問題 と な っ て く る の が 熱 疲 労 で あ る 。 そ こ で 本研究 で は 6 0
Sn-40Pbハ ン ダ を 使用 し -55 � 125"( の熱サ イ ク ル を 組織 を 変化 さ せ た 試料 に 繰 り 返 し加 え る こ と に よ っ

て 熱疲労試験 を 行 い ， 組織の違い に よ る ハ ン ダの熱疲労特性 を 検討 し よ う と す る も の で あ る 。

熱疲労試験 を 行 っ た結果. 60Sn-40Pbハ ン ダ材料の熱疲労特性は組織が微細 で均一分布 に 近 い 方 が

優 れて い る と い う 結果 を 得 た 。
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傾斜半 円 柱乱流促進体の 連続設置 に よ る 伝熱促進

木 下 克 昌

矩形流路 内 に 連続設置 さ れた半円柱乱流促進体に よ る 伝熱促進 を 対象 に ， 平滑流路 に お け る 境膜厚
さ を 基準 と し た無次元 ク リ ア ラ ン ス NTFと 伝熱促進性能の 関 係 に つ い て 検討 し た 。 促進体底面 と 壁
面 の な す 角 が大 き い場合 は ク リ ア ラ ン ス の な い 時性能が最大 と な る の に 対 し ， 促進体底面 と 壁面 の な
す 角 が小 さ い場合最適 ク リ ア ラ ン ス はNTF= O で与 え ら れ る 。 こ の 指 針 は 他形状 の乱流促進体 に 対

し で も 成立 し ， 最適 ク リ ア ラ ン ス の 決定指標 と し て 汎用 性 の あ る こ と も 明 ら か に し た 。

銅 一 亜鉛合 金 に お け る 形態 の 異 な る α 相 の優 先方位

久 米 治

非鉄合金系 で の ベ イ ナ イ ト 反応 は古 く か ら 調べ ら れて い る が 最近漸 く 本格的 に注 目 さ れだ し た研
究課題で あ る 。 従っ て ， 従来の報告 に は統一 的 に 整理 さ れた も の は な く ， 結果 も 研究者 に よ り 様 々 に
異 な っ て い る 。 本研究 は 自 ら 開発 し た独特の研究手法 と ECP に よ る 精密 な 結晶方位解析 と の組み合わ
せで， 過去 の研究の統合 ・ 整理 を 行 っ た 集大成 的 な も の で あ り ， 超 高 分解 能 SEM に よ る 新 形状相 の
発見 を 行 い ， そ の成果 は今後の ベ イ ナ イ ト 研究の指針 と な る も の で あ る 。

ジ シ ク ロ ペ ン タ [a ， d ] シ ク 口 オ ク テ ン の 合成

坂 本 之 作

新規 な π 電子系 を 有す る ジ シ ク ロ ペ ン タ [a， d] シ ク ロ オ ク テ ン の 合 成 を 試 み ， 1 4 π 電 子 環 化 を
鍵段階 と す る 一連の反応 に よ り 合成 を 完成で き た 。 NMR ス ペ ク ト ル を 検討 し た 結果 ， こ の 化合物 は

結合交替がな く ， ま た ， 各水素 の シ グ ナ ル は芳香族領域 に の み観測 さ れた こ と か ら 14 π 電子系 の芳香
族化合物 で あ る こ と が明 ら か と な っ た 。 紫外可視吸収ス ベ ク ト ル で は 吸収極大 は900nm に も 及 び， 低

いHOMO-LUMOエ ネ ル ギー 差 を 示唆す る も の で あ っ た 。
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2 成 分 溶 液 を 含 む 砂層 の 乾燥機構

佐 竹 行 弘

2 成分溶液 を 含 む砂層 の 乾燥 に お け る 物質移動機構 を 解明 す る 目 的 で ， 様 々 な初期組成 の IPA水 溶

液 を 用 い た 乾燥実験 を 行 っ た 。 砂層表面 のIPA質量分率が乾燥 の進行 に 伴い低下す る た め ， IPA水 溶
液 の 乾燥速度 と 材料表面温度 は 表面蒸発期 間 に お い て も 一定値 を 示 さ な い 。 ま たIPAの初期 組 成 が大
き い場合材料内部が材料表面 よ り も 先 に 乾燥す る と い っ た 特 異 な 現象が観察 さ れ る が， こ の現象 は 毛
管 吸引 力 を 溶液移動 の推進力 と す る モ デル に よ り 説明す る こ と がで き た 。

N i - M o合 金 の耐食性 に 関 す る 研 究

角 直 樹

耐食性に優れて い る Ni-Mo合金 を め っ き 法で得 ょ う と す る と き ， 耐食性 を 損 な う 原 因 と し て 亀裂 の
発生があ る 。 亀裂の発生 は 電着物 の 内 部応力 に 起 因 し ， め っ き 浴 中 の モ リ ブ デ ン 酸塩 イ オ ン 濃度や電
着電流密度 に よ っ て 影響 を 受 け る こ と を 明 ら か に し た 。 ま た 電着物の結晶構造 に よ っ て も 影響 を 受 け
る 。 す な わ ち ， 耐食性 は 結 品 質構造の も の よ り も ア モ ル フ ァ ス 構造の方が優 れ て い る 。 し か し ， 結品
質構造の電着物 で も 熱処理 を す る こ と に よ っ て も 耐食性が向 上す る こ と がわ か っ た 。

複合微細 造 粒 粒 子 の 連続生成 プ ロ セ ス の 開発
一造粒 と 粒 ( 解 ) 砕 と 分 粒 と の 同 時操作一

大 代 泰 幸

単一 回 転 円 錐型容器 を 用 い た 造粒 と 粉 ( 解 ) 砕 と 分粒 と の 同 時操作 に よ り 二 種類 の 微粉 末 ( Ca
C0 3 ， SiC ) の複合微細造粒粒子 の連続生成 を 試み た 。 さ ら に ， 得 ら れ た 複合造粒粒子 の 粒 度 特性 に

つ い て 造粒 プ ロ セ ス モ デル を も と に検討 し た 。 ま た ， 複合造粒粒子の特性 ( 造粒粒子径 に対す る 成分

編析， 複合状態 ) 評価 を 試み ， 複合造粒粒子群 に 及 ぼす 造粒条件 の 影響 に つ い て も 検討 し た 。 ( 化学
工学会大阪大会 ( 1995年 3 月 ， 大阪 ) に て 発表 )
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AI -A I 6 M n お よ びA I -A I 3 M g 2 系 合 金 電極の ア ノ ー ド 溶 解特性

高 草木 俊 夫

Al基共晶系合金の腐食特性の解明 に 関 す る 基礎研究の一環 と し て ， AI-A1 6Mnお よ び、AI-Al a Mg 2 系
合金の腐食特性 に 及 ぼす 各 因 子 の 影響 を 明確 に す る た め に AI-A1 6 Mnお よ び、AI-A1 3 Mg 2 系 合 金 電 極 の
走査型電子顕微鏡 に よ る 性状観察 お よ び腐食面 の形態観察， ま た ， ア ノ ー ド分極 曲 線や 定電位 ア ノ ー
ド洛解試験等の 電気化学的測定 を 行 っ て 定量 的 に 検討 し た 。

酸性抽 出 剤 で 抽 出 さ れ た Sm ( ill ) お よ び N d ( 皿 ) の 晶析逆抽 出 に 関 す る 研 究
ー し ゅ う 酸塩 お よ び炭酸塩微粉体 の 生成 一

常 川 稔

品析抽 出 法 の 適用 に よ り ， 有機相 中 に 抽 出 さ れ た 8m ( m ) お よ びNd ( m ) を ， し ゅ う 酸塩 お よ び
炭酸塩の微粉体 と し て 回収す る た め の 可 能性 を 検討 し た 。 8m ( 皿 ) を 担持 し た 有機 相 よ り ， し ゅ う
酸水溶液で逆抽 出 す る 事で粒子径 1 � 10 μ m の微細 な 8m 2 ( C 2 0 . ) 3 ・ 10H 2 0が得 ら れ る 。 常圧 下 で
の炭酸 ガス に よ る 品析逆抽 出 法 に よ っ て ， Nd炭酸塩の微粉体生成は不可 能 で、 あ り ， 炭 酸塩 の 生 成 は

逆抽 出工程の後， 逆抽 出液への尿素の 高温分解 に よ る 均一沈殿法適用 が有効で あ る 。

有限要 素 法 に よ る 半 円 柱 乱 流促進体周 り の 流 動解析

手 嶋 邦 弘

伝熱装置の流路内 に設置 し た乱流促進体が示す伝熱促進効果 を 明 ら か に す る た め ， 平行平板間 に 半
円柱促進体 を 単独で設置 し た 流路の 流 れ場 と 温度場 の 数値解析 を 行 っ た 。 乱流モ デル に は修正混合距

離理論 を ， 数値解析 に は 三 角 形二次要素 を 用 い た 有 限要素法 を 採用 し た 。 計算結果は電極反応実験 に
よ り 測定 さ れた勢断応力 及 び物質移動係数 と 定性的 に 良好 な 一致 を 示 し ， 壁面近傍の流動及 び伝熱状
態 を 詳細 に把握す る こ と がで き た 。
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R Ba 2 Cu 3 0 7 - V  ( R = 希 土類元素 ) の低温比熱及 び P r置 換 効 果 の 研 究

寺 下 尚 克

酸化物高温超伝導体YBa 2 CU 3 0 7 - y のY を R ( 希土類元素 ) で 置換 し た 試料 の 超 伝 導 特 性 を 調 べ る

目 的でRBa2 CU 3 0 7 - y を 焼結法で作製 し て ， そ の電気抵抗率， 酸素量， 低温比熱 ( OTesla . 8 Tesla ) 
の測定 を 行 っ た 。 そ の結果， 電気抵抗率の測定 に よ り R = Prの資料で、の超伝導が抑制 さ れて い る こ と
が確認で き た 。 ま た低温比熱 の 測 定 よ り 電子， 格子， 磁性 に よ る そ れぞれの比熱 で の理論的 な 値 と の
一致が得 ら れた 。

水 の 密 度 反 転領域 に お け る べ ナ ー ル対流

楢 橋 弘 樹

水 は 4 "C で密度が最大 と な る た め ， 水平流体層 を 下部か ら 加熱 ( > 4 "C ) . 上部か ら 冷却 ( < 4 "C )
す る と ， 上部 に停滞層 ， 下部 に ベ ナ ー ル対流 と い う 複雑 な構造が形成 さ れ る 。 本研究 で は上下壁温度

差の増加 に伴 う セ ル構造 と 伝熱特性の変化 を 明 ら か に す る た め 実験 と 数値計算 を 行 い ， 密度反転の な
い場合 と の相違や ア ス ペ ク ト 比の 影響 に つ い て 検討 し た 。 停 滞 層 厚 さ 基準 の 臨 界Rayleigh 数 は 2060
土 340 と な り ， 密度反転 の な い場合の理論値1706 に 近い値が得 ら れた 。

産 体 内 自 然冷却 シ ス テ ム の 高 効 率化 に 関 す る 研 究

西 村 嘉 修

1 ま た は 2 個 の発熱体 を 有す る モ デル 産体内 の 自 然対流 を 対象 に流 れ場 と 温度場 の可視化実験及 び
三 角 形 1 次要素の有 限要素法 を 用 い た 数値解析 を 行 い ， そ の流動及 び伝熱特性 に つ い て 検討 し た 。 そ
の結果， 発熱体の発熱量の増加 に伴い発熱体近傍 に位置す る 循環流 は 強 く な り ， 産体内の伝熱 に 大 き
く 影響す る こ と が分か つ た 。 ま た ， 発熱体 を 匿体の下方 に 設置 し た 方が発熱体周 り の Nuss巴lt 数が高
く な る こ と が分 か つ た 。
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回 転 振 動 円 板 に よ る 異形微細粒子群 の 連続分離操作

花 木 し お り

微量定量供給部 を 有す る 連続式の 回転振動 円板型粒子形状分離装置 ( 乾式) を 試作 し ， 異形微細粒

子群の分離特性 に 及 ぼす 各種操作条件の 影響 を ， 試料の処理量が大 き い場合 に つ い て 検討 し た 。 分散

用助媒粒子の添加量お よ び振動振幅 を 適切 な 値 に設定す る こ と に よ り ， 分離効率が向上す る こ と を 得
た 。 更 に ， 分離場 で の粒子の移動速度 と 振動条件 と の 関 係 を 粒子運動 モ デル に基づ く シ ミ ュ レ ー シ ョ

ン を も と に考察 し た 。 ( 粉体工学会1 995年度秋期研究発表会 ( 1995年1 1 月 ， 東京 ) に て発表)

フ ェ ナ ジ ン 系抗生物 質 の 合成研究

林 真 司

本研究の標的分子で あ る ラ パ ン ズ シ ア ニ ン は抗菌 ・ 抗腫蕩等の生理活性 を 有 し て お り ， 医薬品 に な
り う る 可能性 を 多大 に 秘 め て い る 。 ラ パ ン ス シ ア ニ ン と そ の 誘導体の 合成方法 を 見 い だす こ と に よ っ
て ， 生理活性 と 構造 と の 相 聞 に つ い て の探求 も 加納 と な る 。 本研究で は ， 有機合成 的手法 に よ っ て 効
率的 に フ ェ ナ ジ ン 系抗生物質 を 生産す る こ と を 目 的 と し た も の で あ る 。

溶湯噴射 法 に よ る 低体積率粒子分 散型複合材料 の 粒子 分 散 に 友 ぼ す鋳造条件の 影 響

原 祐 一

複合材料の課題の一 つ は ニ ュ ー セ ラ ミ ッ ク 粒子 を い か に均一 に分散 さ せ る か で あ り ， 特 に低体積率
の材料が製造 し 難 い 。 本研究 は そ の た め の専用装置 を 開発 し ， 均一 な 材料製造 の た め の製法 と そ れ を
支配す る 様 々 な 要 因 を 整理 し た も の で あ る 。 主支配因子が溶湯の 噴射速度 で あ る 事 を 見 い だ し た研究

で あ り ， 特 に ， 溶湯の動 き と そ れ に 巻 き 込 ま れ渦巻 き な が ら 移動 し混合 し て い く 分散機構 の 提案 は ，
今後の複合材料の製造 に対す る 大 き な 手掛か り と な る も の で あ る 。
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硫 黄 及 び ス ル ホ ン 架橋 ア ヌ レ ン 類 の 構 造 と そ の ジ カ チ オ ン 種 の 生 成

福 田 淳 志

硫黄 を 架橋1 ， 6 : 10 ， 15 ー ピ ス メ タ ノ 9 ， 16 ス ル フ イ ド [ 18 J ア ヌ レ ン 8 ， 17 ジ オ ン の合成 を 行 い ， 強

酸 中 で の プ ロ ト ン 化 に よ る ジ カ チ オ ン種の 生成 を 確認 し た 。 ま た ， ス ル フ イ ド部 の 酸化 を 行 い ス ル ホ

ン 架橋体 と し て ， NMR等ス ペ ク ト ル 的 に 3 つ の 架橋部 の 立体配置の推定 を 行 っ た 。 さ ら に 単 結 晶 の
直接的 な X線構造解析 に よ り 構造 を 確定 し た 。 架橋部のanti-anti型 の 立体配置や結合交替の検討 か ら

芳香族性等 の性質 に つ い て 様 々 な 知 見 を 得 た 。

シ リ コ ン を 過剰 に 含 む A I - M g-S i 合 金 の 時 効 析 出 過程

藤 井 要

本系合金 は将来性 を 嘱望 さ れて い る 新組成の材料で あ る が， 時効過程 は全 く 未知 で あ る 。 本研究 は
時効初期 に 幻 の 様 に 存在が噂 さ れて い た ク ラ ス タ ー の 実像 を 捕 ら え た エ ポ ツ ク 的 な研究であ り ， さ ら
に ク ラ ス タ ー か ら 次段 階 に 明 瞭 な 結晶構造 を 持つ新相が存在す る こ と を 明 ら か に し て い る 。 ま た 見い
だ さ れた新相 は処理温度 や シ リ コ ン の濃度 に よ り 微妙 に 存在割合が変化 し ， 結晶構造 さ え も 不定形 に
な る と い う 信 じ がた い事実 を 明 瞭 に し た ユ ニ ー ク な研究であ る 。

A I ーC u - M g 合金 を 母相 と す る A I 2 0 3 及 び'S iC粒子複合材 料 の 時 効 析 出

古 田 勝 也

セ ラ ミ ッ ク ス 粒子 と 合金の複合材料は 時効析出 反応 を 利 用 し て 性 質 の改善が大幅 に期待 さ れ る も の
で あ り ， 世界的 に精力 的 に 開発が進 め ら れて い る 。 本研究 は 典型 的 な セ ラ ミ ッ ク ス 粒子 と 最 も 時効硬
化が顕著 な 合金の組み合せで， 複合材料の 時効析出 過程 を 明 ら か に し た も の で あ る 。 従来， 臆測 と 希
望 的観測で幾つ も の提案が さ れて き た が， 本研究で複合材 の基本的特性が整理 さ れ， 粒子の性格 に よ
り 析出 反応が大 き く 異 な る と い う 新発見がな さ れ た 。
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湿式形状分離装置 の 試作 と 分離特性 の検討

松 岡 洋 子

微細粒子群や湿潤粒子群 な ど， 大気 中 で は付着 ・ 凝集 し 易 い異形粒子群の 形状 分離 を 目 的 と し て ，

液 中 での分離操作が可能 な ， 連続式の粒子形状分離装 置 の 開 発 を 試み た 。 本装置の分離特性 を 約80 �

300 μ m の異形混合粒子 を 用 い て 検討 し た結果， 遠心力 を 伴 う 円 錐状斜面上 に お い て 異形粒 子 の 挙 動
に 大 き な 差異が認め ら れた 。 粒子掃流操作 を 採 用 す る こ と に よ っ て 比較的 高 い 分離効率が得 ら れ， 連

続 的 な 湿 式粒子形状分離装置 と し て の有効性が確かめ ら れた 。

( 粉体工学会1995年秋期研究発表会 ( 1995年 1 1 月 ， 東京 ) に て発表 )

Pt ( W ) お よ び Pd ( ll ) を 担持 し た Ala m i n e336 お よ びT B P か ら の 還元
お よ び品析逆抽 出

松 本 祐加子

P d  ( n ) お よ びPt ( N ) 担特有機相 か ら 還元お よ び晶析逆抽出 に よ り 貴 金 属 微 粒 子 お よ び品析物
と し て 回 収す る 方法 に つ い て 検討 し た 。 Pd担持TBP は NH 3 を 添 加 し た NaH 2 P0 2 溶 液 . Pd 担 持
Alamine336 はNH 3 と NaH 2 P0 2 溶液 に よ る 二段階 の還元逆抽 出 でPd微粒子 が得 ら れ る 。 ま た Pt担持
Alamine336 はHCI0 4 -NH 4 Cl混合溶液. Pt担持TBPはNH 4 Cl溶液 に よ る 品析逆抽 出 に よ り ( NH 4 ) 2 Pt 

C1 6 が得 ら れ る 。 Pt と Pd を 担持 し たAlamine336か ら Pt を 品析分離で き る が十分 と は 言 い 難 い 。

SCSl l 二相 ス テ ン レ ス 鋳鋼 の腐食特性 に 友 ぽ す M 2 3 C 6 炭化物 の 影 響

山 岸 亮

鋳造性改善 の た め 炭素含有量 を 増加 さ せた SCS11 に は . M 2 3 C 6 炭化物が析出 し ， 同 時 に オ ー ス テ ナ

イ ト 相 は増大す る 。 オ ー ス テ ナ イ ト 相の増加は腐食速度 を 減少 さ せ る が， 炭化物数の増加 は不働態化

を 妨げ， ガ ル ニ ッ ク 腐食 に よ り 腐食速度 を 増 加 さ せ る 。 耐食性 に は両者の 因 子が働 く が， 後者の影響
を 大 き く 受 け る 。 ま た ， 炭化物 は孔食の活性点 と し て作用 し ， 孔食電位 を低下 さ せ， 孔食の 個 数， 面

積率， 成長速度 を 増加 さ せ る 。
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RAu 2 G e 2 系 ( R = 希 土類元素 ) の 磁性

山 本 正 志

希土類 を 含 む金属 問 化合物RT 2 X 2 ( T : 選移金属 ， X : Si，  Ge ) はThCr ， Si ， 型 の体心正方品構 造 を

も ち ， 様 々 な 物 性 を 示す こ と が知 ら れて い る 。 そ こ で本研究で は T に Au ， X に Ge を 用 い た RAu ， Ge ，

系 に つ い て 液体He温度か ら 室温 ま で の 電気抵抗率， 磁化， 帯磁率， 比 熱 そ し て 熱 電 能 に つ い て 測 定

を 行 い 考 察 し た 。 そ の 結果， R = Laの試料は常磁性体で、 あ り ， R = Pr， Nd ， Sm の も の で は 反 強磁性

で あ っ た 。 そ れぞれの試料 に お け る TN は順 に 1 1 . 5 ， 4 . 0 ，  l 1Kで あ っ た 。

( N d ， - x P r x ) Ba 2 ( Cu ， - z Zn z ) 3 0 7 -Y 系 の磁場 中 に お け る 伝 導現象 の 研 究

曹 世 財

酸化物高温超伝導体の超伝導発現機構 の 解 明 を 目 指す一環 と し て ， ( Nd l - XPrX ) Ba，  ( Cu l - Z Zn Z ) 3 
0 7 - Y系 の 単相 の試料 を 国 相 反応、法 に よ り 作製 し ， NdのPr置 換 お よ U'Cu の Zn 置 換 の 効 果 を 電気抵抗

率お よ び熱伝導度 の伝導現象の面か ら ， 零磁場 と 磁場 中 ( 0 � 8 Tesla ) に お け る 電気抵抗 率 お よ び

熱伝導度の温度依存性の測 定 を 行い考察 し た 。 特 に ， フ ォ ノ ン 熱伝導度 に対 し て 理論計算 と 実験結果
と の比較 を 行 い ， 常伝導お よ び超伝導状態 の散乱機構 を 詳細 に調べた 。

〔 化 学生物 工学専攻 〕

The  A n a l y s i s  of Hyd roxy l  R a d i ca l  I nd u ced P rote i n Damage  

足 立 克 彦
活性酸素 に よ る 細胞損傷 は 老化や炎症 な どの 原 因 と さ れて い る 。 今 回 ， 細胞損傷 を 分子 レ ベ ル で解

明 す る た め に ， uv照射下で活性酸素 の 一 つ で あ る ヒ ド ロ キ シ ル ラ ジ カ ル を 発生 す る 化 合物 を 用 い ，

呼吸酵素 で あ る Cytochrome . c と ヒ ド ロ キ シ ル ラ ジ カ ル と の 反応 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， ト リ プ ト フ ァ

ン ， ヒ ス チ ジ ン ， チ ロ シ ン ， メ チ オ ニ ン の 損傷が観察 さ れ ， Cytochrome . c と そ の 化 合 物 の 反 応 は

Cytochrome. cの ヘ ム 近傍 で、起 こ る こ と が推測 さ れた 。

Aせ日。



酸素 原 子 を 含 む 可 溶 性 ポ リ マ ー の 合成 と そ の機能性 の 評価
P rePa rat ion  a nd P ropert i es of So l u b l e  Po lymers Conta i n i ng Oxygen Ato ms .  

石 井 宅 巳

1 ，3-双極成環付加反応 に よ り 主鎖 中 に 光機能性ユ ニ ッ ト を 導入 し た新規の可溶性複素環 ポ リ マ ー を

合成 し ， そ の 溶解性， 光学的特性等 に つ い て検討 し た 。 ジ、 ニ ト リ ル オ キ シ ド化合物 と ジ エ チ ニ ル化合
物 を モ ノ マ ー と し て 溶媒 中 で重合 を 行 っ た 。 IR ， NMR等 に よ り 目 的 と す る 構造 の ポ リ マ ー が得 ら れ

た こ と を 確認 し た 。 得 ら れた ポ リ マ ー は ク ロ ロ ホ ル ム ， DMF等 に 可溶であ り ， ポ リ マ ー の 蛍 光 ス ベ
ク ト ル で は ポ リ マ ー 聞 の 相互作用 に よ り 新 た な 発光 を 確認 し た 。

シ ソ 科植物 の 組織培 養時 に お け る 電界効果

磯 野 量 一
Menthα Piperitα L . の成長点 に 20mV， 1 MHzの交流電界 を 印加 し 続 け て培養 し た 場 合 ， カ ル ス か

ら の シ ュ ー ト への 分化 と ， 約 1 ヶ 月 間 に 渡 り シ ュ ー ト の生育が阻害 さ れた 。 一方， 大量培養系 を 確立
し たM. pip巴rita シ ュ ー ト に 1 . 0V， 1 MHzの交流電界 を 印加 し 続 け て 2 週間 培 養 し た 場 合 ， menthol 

の生産が最大で62 % 向 上 し た 。 ま た ， 大量培養系 を 確 立 し た Rosmarinus officinalis L . カ ル ス に
1 . 0V， 1 MHzの交流電界 を 印加 し 続 け て 2 週 間培養 し た場合， camphorの生産が43 % 向上 し た 。

平板上 に 固 定 し た 粒子 と 浮遊粒子 聞 の 静電相互作用 に 関 す る 研究

ー ノ 田 慎 司

高分子 ラ テ ッ ク ス 粒子の規則構造の 形成過程 を 調査す る 目 的 で ， 固定粒子近傍 を 浮遊す る 粒子 の 分
布 を 調査 し た 結果， ガ ラ ス 平板 と 固 定粒子の両方の静電 ポ テ ン シ ヤ ル を 反映 し た 浮遊粒子分布が得 ら

れ た 。 固 定粒子 を格子状 に 配列 し た場合 規則構造形成の初期段階 に み ら れ る 2 次元規則構造の積層
構 造 に 対応す る 静電 ポ テ ン シ ャ ル が確認で き た 。 こ の こ と か ら ， 粒子が同符号の電荷 を 持つ平板近傍

に濃縮 さ れ る 壁面濃縮現象が積層構造の発現 に 関与 し て い る こ と が明 ら か に な っ た 。
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8ac i l l us b rev i s に よ る 縮 環 芳 香 族 類 の 不 斉酸化 能 に 関 す る 研究

伊 藤 貴 夫

新た に単離 さ れたBacillus brevisは ， テ ト ラ リ ン と イ ン ダ ン の 1 位 を 水酸化 し ， さ ら に ケ ト ン 体 に

ま で酸化 し た 。 生成す る 1 ー テ ト ラ ロ ー ル ， 及 び l ー イ ン ダ ノ ー ル は ， いずれ も S体過剰 で ， ケ ト ン
体への酸化 も S体に特異性が見 ら れた 。 シ ト ク ロ ム P - 450の 阻害剤 で あ る メ チ ラ ポ ン は ナ フ タ レ ン の
酸化 を 阻害 し た が， テ ト ラ リ ン と イ ン ダ ン の酸化 は 阻害せず， そ れぞれ異 な る 酵素系 の 関 与が示唆 さ
れ た 。

S ，  S 唱 S一 ト リ フ 工 二 ル チ ア ザ イ ン と そ の誘導体 の 反 応 ， 特 に 過酸化物 に よ る
フ ェ ニ ル 基転位反応

今 戸 正 洋

S，  S ，  S ー ト リ フ ェ ニ ル チ ア ザイ ン と 親電子斉IJ ， 酸ハ ラ イ ド と の 反応 を 試み た と こ ろ ， N- 置換 イ ミ

ノ ス ル ホ ニ ウ ム 塩 を 得 た 。 新た な 反応、性 と し て ， mCPBAや過酸化水素 と の 反応 を 試み た と こ ろ ， 酸
素原子が一つ取 り 込 ま れ， N原子上 に転位 し たN- フ ェ ニ ル ス ル ホ キ シ イ ミ ン が得 ら れた 。 そ の 反応機
構は， ab-initio法計算 に よ り ， S上が酸化 さ れ， 三 員 環ス ル フ ラ ン 中 間体 を 通 る 機構 で あ る こ と を 見
い 出 し た 。

ジ ニ ト 口 ト ル 工 ン の 変異原性 に 関与 す る 代 謝活性化反応

宇 多 真 一

Dinitrobenzaldehyde ( DNBAl ) はDinitrotoluene ( DNT ) 投与 ラ ッ ト の胆汁 中 代 謝物 で 強 い 変 異

原 性 を 示 し ， 胆汁 中 主代謝物 のDinitro benzy 1 alcohol グ ル ク ロ ン 酸抱合体 ( DNB-G ) か ら の 生 成 が
示 唆 さ れ て い る 。 本研 究 で は ， 2 ， 4-及 び2 ， 6-DNB-G の 腸 内 菌 に よ る 脱抱 合 を 検討 し た 。 ま た 2 ， 4-
DNBAlは グ ル タ チ オ ン ( GSH ) に よ っ て 変異原性が抑 え ら れた こ と ， YG株 を 用 い た Ames試験 よ り
2 ，4-DNBAIの変異原性発現 に は ア ル デ ヒ ド基 と ア セ チ ル化の 関与が示唆 さ れた 。
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立 山 温泉 よ り 単離 さ れ た 好熱菌 の リ バ ー ゼ活性

大 上 光 明

立 山温泉 か ら 単離 さ れた好熱菌 由 来 リ バ ー ゼ、の性質の検討お よ び、分離精製 を 行 っ た 。 菌体内酵素の

反応至適温度 は60 � 65 "C で あ っ た 。 ま た 90"C に お け る 耐熱性 も 確認 さ れた 。 菌体外酵素 の酵素反応

至適温度 は67 � 70 "C ， 酵素反応至適pH は約8.5で、 あ っ た 。 金属塩 に よ る 阻害効果は小 さ か っ た 。 さ ら
に ， 菌体外酵素 は比活性 に お い て 41 . 4倍 に ま で精製 さ れた 。 菌体内酵素， 菌体外酵素 と も に性質 の 異

な る 数種類の酵素 の存在が示唆 さ れた 。

ご ま カ ル ス に よ る 抗酸化性 リ グ ナ ン 物 質 の 生 産

大 桑 真 由 美

ご ま 油 中 に含 ま れ る セ サ ミ ン な どの抗酸化性 リ グ ナ ン 物 質 を 効率 よ く 生産す る こ と を 目 的 と し て ，
白 ご ま 種子 よ り カ ル ス を 構築 し た 。 ご ま カ ル ス を 30 日 間液体振量培養 し た と こ ろ ， ご ま 種子 中 で は認
め ら れ な か っ た 高 い抗酸化性 を 有す る セ サ ミ ノ ー ル を 高含量で生産で き た 。 さ ら に ， リ グ ナ ン 物 質 の
前駆体で あ る L-Pheや ， フ ラ ボ ノ イ ド で あ る ヘ ス ベ リ ジ ン の培 地へ の添加 は ， セ サ ミ ノ ー ル 生 産量 を

， 最大20倍高 め る こ と がで き た 。

Synthes i s  a n d  React i v i ty of the  S u l fenγ I  a nd S u l f i n y l  Compo u nds Sta b i l i zed 
by a n  Adjacent F u nct i o n a l  G ro u p  

大 杉 哲 平

8 - ( N ，  N-Dimethylamino ) - 1 -naphthyl phenyl sulfide は m CPBA を 作用 さ せ る こ と で 8-oxide

( 1 ) を 選択的 に 高収率で与 え た 。 1 を Meerwein試薬でO-alkylationす る こ と に よ り ammonioalkoxy
sulfuraneで あ る 1 ， 1-dimethy 1-2-alkoxy-2-pheny l-naph to [ 1 ，8-cd ] isothiazonium tetrafl uoro bora te 

( 2 ) が得 ら れた 。 2 の ア ル カ リ 加水分解反応 は速度論的検討 に よ り 8-0結合の heterolysis を 経 由 す る
8N1-1ikeで は な く ， SN2-likeで進行す る こ と がわ か っ た 。
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Functions of Novel Sugar-Containing Amphiphiles Prepared with a Lipophilic 

Radical Initiator 

- Department of Chemical and Biochemical Engineering-

Kohji Ohono 

Sugar (glucose or galactose) -containing vinyl monomers were polymerized by using a 

lipophilic radical initiator. The amphiphiles obtained formed stable liposomes by mixing 

with di ( trans, trans- 2, 4 -octadecadienoy 1) phosphatidylcholine ( DDPC, polymerized by 

UV -irradiation after preparation of liposome). The interactions of sugar moieties of the 

amphiphiles with receptors which recognize sugar at liquid-lipid and solid-lipid interfaces 

were investigated by the turbidmetry and the multiple internal reflection fluorescence 

(MIRF) method, respectively. 

Studies on the temperate phage rp gle and the plasmid pNMO isolated from 

lactobacilli 

Cell Technology ll, Department of Chemical and Biochemical Engineering : 

Masaya Oki 

The lysis genes hol and lys of Lactobacillus bacteriophage � gle were cloned, sequenced, 

and expressed in Escherichia coli. The gene products holin and lysis were estimated as a 

cytoplasmic membrane-disrupting protein and a peptidoglycan-degrading enzyme ( murami

dase), respectively. in vivo studies showed that � gle holin can from lesions in the cyto

plasmic membrane, through which lysin might be released to the periplasm. 

Studies on Structural Genes of the Lactobacillus Phage rp gle 

Cell Technology ll, Department of Chemical and Biochemical Engineering : 

Makiko Kakikawa 

A new Lactobacillus bacteriophage � gle was isolated. Studies with electron microscopy 

and gelelectrophoresis revealed that the � gle virion contains a 42.5 kbp genome DNA, and 

is composed of about 2 2 proteins (from 113 to 9. 6 KDa ) . In the 4 major proteins, 

N-terminal amino acid sequences were determined by microsequencing, and their structural 

genes were identified by the reverse genetic techniques. 

-188-



窒素原子を含むヘテロ環状モネマーの合成とその機能の評価
Preparation and Properties of Heterocyclic Monomers Containing 

Nitrogen Atoms 

金 山 隆 一

trans-位にピリジル基を有するポルフィリン誘導体及び亜鉛ポルフィリン誘導体のN四級化反応に

より， 主鎖中にポルフイン骨格を有する新規イオネン型ポリマーを合成した。得られたポリマーは電

荷を有するため分子の凝集などにより， 特異的な物理的・光学的特性を示した。 また， ピオ ロゲンポ

リマーと同様にWeitz型の2段階の酸化還元活性を示し 光触媒等の光・電子機能性高分子としての

応用が期待される。

Studies on the Syntheses of 10・S-Monoxy and-Dioxy Thianthrene Derivatives 
and Their Chemistry on Several Stereochemical Reactions 

川 口 裕 之

チアントレンは， 部分構造のジチイン骨格がボート型をとるため. S…Sを軸に折れ曲がった構造

をとっており， 硫黄原子間相互作用や立体化学的観点から興味ある化合物である。著者は. 10一位を

スルホキシド及び， スルホンに酸化した5-S-N-スルフィルイミン誘導体の合成及び. N-Ts体か

らのN-H体への硫酸による加水分解. S=NH体の熱反転及び， 希硫酸でのS=o体への加水分解反応、

等についてX線構造解析の結果を含めて立体化学的観点から詳しく検討した。

温度刺激応答性高分子を用いた蛋白質分離プロセスの開発

北 尾 太 一

アフイニティク ロマトグラフイーにおける吸着・脱着速度の遅さを改善することを 目的として， 温

度変化により溶解性を可逆的に調節できる機能性高分子を合成し， そこへ糖質を結合することにより

液々接触型の温度刺激応答性アフィニティ吸着体を調製した。本吸着体を利用した糖結合性蛋白質の

精製プ ロセスを開発利用することにより， タチナ タマメの抽出液から有益なConcanavalin Aを高純

度・高収率で直接精製することができた。

-189-



玄米層内における気体の拡散

Study on Gas Diffusion in A ßrown Rice ßed 

北 村 敏 宏

玄米層内における水蒸気や酸素などの気体の拡散現象を検討した。 密閉された玄米層内に脱酸素斉IJ

を封入すると， 層内に気体酸素の拡散が生じる。 拡散係数Dを不変の定数とおくと， 基礎拡散方程式

は線形となりその求解は比較的容易であるが， 解と実験値は一致しなしミ。 そこで一方拡散モデルを適

用し， さらに脱酸素剤の酸素吸着による減圧に伴う気体の流れを考慮する数値解析法を提出した。 そ

の解は実験値と良好に一一致することを認めた。

新しいサブトラクション法の確立と転移関連遺伝子の探索

犀 川 浩 延

サブトラクション法とは. 2種類の細胞のmRNAのうち， 両細胞に共通するmRNAを除去し，

方の細胞で特異的に発現している遺伝子を効率的に単離するための方法である。 本研究では， 高転移

性の大腸ガン細胞と低転移性の大腸ガン細胞に由来するmRNAを用いて， その遺伝子発現に差異を

示す遺伝子の単離同定を目指してサブトラクション法の基礎的検討を行った。

粘土層の電気浸透的脱水機構の解析
Analytical Study on Electroosmotic dewatering of Clay ßed 

下 村 茂 樹

定電流および定電圧条件における粘土層の電気浸透的脱水実験を行い， 粘土層内の含水率分布と電

位分布の変化を測定した。 この脱水過程の解析において， 粘土層の3次元収縮を考慮し， 層内の水分

は電気浸透的作用およびオ スモティック吸引力の作用が同時に働いて移動するとみなし， ほほ妥当な

解析結果を得た。 なお， 粘土層の陰極側(水が流出する側)端面では電気浸透圧が作用するものと考

え， 粘土層の電気浸透圧を測定した。
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塩基配列特異的抽出によるcDNAならびに単純繰り返し配列の単離

杉 本 潤

われわれは， ヒト全塩基配列の決定ならびに全遺伝子の同定を 目的とするヒトゲノムプ ロジ、エクト

の推進に役立つ， 塩基配列特異的抽出法によるCA反復配列ならび;こcDNA単離法を確立した。ヒト

第14番染色体に由来する酵母人工染色体ク ローンに対してこの方法を適用し. 14番染色体由来のCA

反復配列を含むDNA断片ならび可こcDNAク ローンを単離した。

荷電棒近傍における同符号高分子微粒子の濃縮現象に関する研究

鈴 木 靖 輔

水中で負に帯電した高分子微粒子とガラス表面との聞には静電反発力が働くため， 表面近傍には粒

子は存在せず， 表面から離れるにつれて粒子濃度は増加し， バルク濃度に漸近することが予想される。

しかし， 実際に表面近傍の水平面内の粒子濃度分布を調査した結果， 表面近傍に粒子が濃縮されてい

ることが確認され， この濃縮現象には粒子ーガラス表面間の静電引力に加え， 粒子一粒子聞の静電引

力が関与していることが明らかとなった。

含リン窒素化合物の防・難燃剤としての熱分解挙動
ーグアニジンリン酸塩類の熱的挙動一

高 井 佳 彦

リン酸二水素グアニジニウムおよびリン酸水素二グアニジニウムの熱分解挙動を検討した。両試料

の熱分解揮発成分から水， アンモニア， イソシアン酸， 二酸化炭素が検出され， 熱分解残留物の分析

から3 00'C までにピグアニドやアミジノ尿素等のグアニジンおよび尿素誘導体が形成， 分解し， 完全

にグアニジニウムイオン部位が消失することが示唆された。さらに500'C以降では， 生成したポリリ

ン酸の分解による五酸化二リンの形成が推測された。
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Studies on the Synthesis and the Reaction of Sulfoxides bearing Several 
Heteroaromatics 

竹 田 昌 央

ヘテ ロ環を有する硫黄化合物は機能性材料としての特異的性質や， 医・農薬分野で有用な生理活性

を示すものも多く， 又， 化学反応においても特異な反応性を示すことが良く知られている。 著者は，

これらの基礎研究として， ヘテ ロ環を有するフェナシルスルホキシド類の熱反応における挙動を詳し

く検討し， ヘテ ロ環がピリジル基や， ベンゾチアゾリール基の場合にはチオアルデヒドが， 又， テト

ラゾリール基の場合にはスルフインが生成することを見出だした。

電気融合法と突然変異誘発法による酒醸造用酵母の品種改良の試み

田 淵 務

s. pombeはアルユール発酵能力に優れ強いリンゴ酸分解能を有するものの， 強い酵母臭も発生す

る。そこで， アミノ酸アナ ログを用いた突然変異法と， 畠山らが作成した電気融合装置を用いて その

品種改良を試みた。アミノ酸アナ ログ耐性株では， 他の醸造用酵母に比較してエ タノール生成量が高

く， いやな酵母臭は抑制されていた。一方， S. pombeとS. cerevisiaeの融合細胞では， 醸造用として

有用なものは得られなかったが， なかには細胞形態に異常がみられるものがあり， 遺伝的に興味深い

結果を得た。

Sacchαromyces diαstαticusの細胞外グルコアミラーゼに関する研究
一 熱と変性剤による酵素の不活性化と構造変化との関係一

丹 波 澄 恵

酵母Sacchαromyces diastαticus STAl遺伝子のグルコアミラーゼ ( STAIGA)の熱とグアニジン

塩酸塩 (GuHCl)による酵素の不活性化と構造変化との関係を蛍光スペクトル及び\円二色性スペ

クトルから検討した。熱変性では タンパク質の巻きほぐしが酵素の活性低下をもたらすことが示唆さ

れた。GuHClによる変性では構造が大きく変化する以前に著しい活性の低下が見られ， 酵素の活性

部位の構造がGuHClに対して敏感である可能性が示唆された。
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担子菌ス工ヒロタケの炭酸ガス固定化能を用いたιリンゴ酸の生産

地 田 千 枝

スエヒ ロ タケの代謝径路を利用することにより 大気中の炭酸ガスを有用物質であるLリンゴ酸へ

固定化することを検討した。バイオリアク ターを用いて空気通気， pH6.4に制御して培養した結果，

従来生産できなかったιリンゴ酸を9.7g/1生産することができた。さらに， 繰り返し回分培養によ

りLリンゴ酸の生産性を通常の回分培養の1.9倍高めることができた。 また， 通気 ガスの炭酸ガス組

成を2%にして培養することでL-リンゴ酸を18g/1を生産で、きた。

Raman Spectroscopic Study on Water in Aqueous Polymer Solutions and Gels 
- Department of Chemical and 8iochemical Engineering一

Noriaki Tsukida 

Raman spectroscopic study on water structure in various aqueous polymer solutions and 

gels was carried out. The profile of O-H stretching band has two maxima around 3250 and 

3400cm-1• The relative intensity of the lower frequency peak which is assigned to the in

phase collective stretching of hydrogen bonded O-H oscillator in water cluster was used to 

巴valuate the effects of molecular weight of polymers， the course of gelation (in the case 

of gelatin) and the degree of neutralization (in the case of polyacrylic acid) on properties 

of wat巴r in their solutions 

Study on Cyclodextrin Derivatives Which Have a Responsiveness 
to External Stimuli 

- Department of Chemical and 8iochemical Engineering-

Tomoyuki Nozaki 

To mimic specific molecular recognition and subsequent highly efficient catalysis in uiuo， 

the construction of molecular recognition system controlled by external stimuli has been 

attempted. ß -Cyclodextrin as a host was modified with the compounds having a respon

siveness to temperature or light. The inclusion phenomena of guest molecules into the 

cavity of cyclodextrin derivatives were largely affected by these external stimuli. The im

portance of cooperative binding of guest molecules by cyclodextrin derivatives was suggested. 
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破砕による酵母内有用物質の放出過程

幡 谷 友 行

本論文は， 媒体撹祥型破砕法によるパン酵母の回分破砕におけるタンパク質の放出特性を実験的に

明らかにするとともに， その放出過程について速度論に基づ、いて考察を行ったものである。 特に， 各

操作条件および全操作条件における最大タンパク質放出量を用いた場合の放出過程をそれぞれ解析し

てその妥当性を示し， 合わせて全操作因子を考慮、した解析結果から， 本破砕法による酵母内タンパク

質の放出過程を定量的に説明した。

非環式Sーアミノチアザインの合成とその反応性

塙 聡一朗

SN三重結合を有するチアザイン化合物の中で， アミノチアザインは環式S アミノチアザインのみ

が合成されているため， 新規の非環式S-アミノチアザインを合成し， 反応速度， 溶媒効果， 活性化

パラメーター， 同位体効果の測定， 及び、ab initio法による量子化学計算によって反応機構を速度論

的， 及び量子力学的に検討した。 その結果， スルホキサイド等と同じく5員環の遷移状態、を通る協奏

反応機構によって脱離が進行している事が明らかになった。

S司 S， Sートリアリールチアザインの塩基性と反応性の検討

藤 井 宏

SN三重結合を持つチアザイン類は非常に珍しい化合物である。 最近S， S， S-トリフェニルチアザ

イン(1)の合成がなされ， その化学反応性から(1)のチアザイン窒素はかなり高い塩基性， 求核性

を示すものと思われる。 よって種々の置換基を持つ(1)のpKa値とヨウ化メチルとの求核反応速度

を検討した結果， pKaが6.7-7.7とかなり高い塩基性を示し， ヨウ化メチルとの反応ではSN 2機構でし

かも生成系に近い遷移状態を通って反応が進んで、いることが示唆された。 これは非経験的分子軌道計

算からも明確となった。

A斗Anu
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種を越えて保存されているDNA断片の単離法の確立

藤 田 哲 也

今回我々は， 新しい遺伝子探索法を開発しZoo-PCR法と名づけた。この方法を用いてYAC (酵母

人工染色体)ク ローンから直接， 種を越えて保存されているDNA断片を単離することができるよう

になった。さらに遺伝子が凝縮しているフグのゲノムDNAを用いたことで， より迅速に感度良く単

離操作が行えた。ユニークなク ローンが多数単離できたが， 中でも生命活動に必要な人プラジキニン

B1受容体遺伝子と高い相向性をもっク ローンが単離された。

澱粉の老化に関する構造とDSCによる解析

二 口 誠

ワキシコーンスターチ糊液の老化についてDSC， 及び粉末X線回折により研究した。老化した糊液

をDSC測定すると50'C付近に再糊化に起因する吸熱ピークが観測され， X線回折を測定すると結晶 構

造の存在を示す回折線が得られた。このことからワキシコーンスターチ糊液の老化は結晶化であるこ

とが確認できた。 また糊化， 老化の際のワキシコーンスターチ中のアミ ロペクチン分子の構造の変化

を提案し， 仮想的な模式図を示した。

コバルト[ n ]金属錯体による酸素の吸脱着特性

松 浦 孝 至

酸素坦体として知られるコバルト[ n ]金属錯体 (Salcomine)による酸素の吸脱着過程について

速度論的な検討を行った。今回は， 実験に円板型固定化試料を用い， 吸脱着熱を伴う可逆的反応速度

に支配されていることを明らかにするとともに吸脱着リサイクルに伴う結晶の変化および試料失活に

ついても検討を行った。
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パン酵母による不斉還元反応に対する多孔性セルロースビーズの効果に関する研究

向 井 隆 司

固定化パン酵母によるAcetophenoneの不斉還元反応において， 固定化担体のレンゴー側製のセル

ロース微粒子が生成物の光学純度と化学収率に与える効果について検討した。負電荷を有する微粒子

(FCM)の利用では酸性側へのp Hのシフトが生じた。正電荷を有する微粒子 (FDE)を使用すると，

光学純度に顕著な低下が生じ， 化学収率が増加した。オクタデシル基を付加し， 疎水性を増したFD

Eの利用についても検討したが、 生成物の立体選択性を制御するには至らなかった。

ポリアクリルアミド加水分解ゲルの膨潤平衡およびタンパク質吸着特性

村 田 晶

本論文は， 高分子電解質ゲルの機能性応用に関する基礎的研究として， ポリアクリルアミド加水分

解ゲルの解離平衡と膨潤平衡を検討してから， タンパク質 (BSA， Hb)のゲル吸着特性を解明した

ものである。特に， 緩衡溶液中におけるタンパク質の電荷状態を理論的に表わすとともに， タンパク

質はイオン交換反応に基づく電気的中性条件でゲルに吸着されることを明らかにした。さらに， タン

パク質混合溶液からの選択的吸着分離が可能であることを示した。

メラニン誘導体と熱物性と質量スペクトル

森 越 保

トリアジン環を有する化合物は従来より高分子材料に難燃作用を与えることが知られている。そこ

で本研究では難燃作用の解明と新規難燃剤の開発のためメラミン誘導体の熱分解挙動を検討した。メ

ラミン誘導体として， メラミンシアヌレート， および 8種のアルキルメラミンを用い， TG-DTA， 

TG-MS， GC-MS， IR， 粉末X線回折などを用いてメラミン誘導体の熱分解において， 形成される物

質の同定を行った。
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両親媒性β構造ペプチドを園定化したクロマトグラフィーゲルの性質

山 本 陽 一

親水性を掠水性アミノ酸の交互配列から成る酸性モデルペプチドは水溶液中においてpH依存性の

両親媒性戸構造を形成した。このペプチドをアフイニティー充填弗jに固定化し， 両親媒性F構造ペプ

チド聞の分子間相互作用を利用した液体ク ロマトグラフィーとしての性質を検討した。Trp残基を含

むペプチドとモデルペプチドの溶出挙動に変化が見られ， 担体へのペプチド導入量を増加できれば新

しい分子認識能を持つク ロマト担体としての可能性があることを示した。

T系ファージを規範としたオートスマトン的人工生命

白 英

本論文では， 有限可動オートマトン (MFA)に類似したモデルを用いて， 生命系において特に注

目されている自己組織化現象やセントラルドグマをアルゴリズム化し， 前者についてはT系ファージ

を規範としたシミュレーションを行った。我々はタンパク質を想定して， 自己組織化に関与するすべ

てのMFAモデルを球あるいは直線のみで作成し， また， MFAの内部状態に“創発 (emergence) 

という概念も取り入れて， シミュレーションを完成させた。
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