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画像処理 に よ る ヒ ド ラ を用 い たバ イ オ ア ッ セ イ 法 に 関 す る 研究

相 川 治 毅

細胞成長因子な ど の高感度濃度測定法 と し て， ヒ ド ラ の触手球形成応答を指標 と し た ノイ イ オ ア ッ
セ イ 法が知 ら れて い る 。 本研究で は， ヒ ド ラ 画像を顕微鏡を介 し てパ ソ コ ン に取 り 込み， そ の触手球
形成応答を 自 動識別す る 画像処理 シ ス テ ム を構築 し た。 ヒ ト の視覚系を模擬 し た二値化処理法を開発
す る と 共 に， 特徴量 と し て触手の長 さ や フ ラ ク タ ル次元な どを用 い た結果， 触手球形成応答の識別率
は94 .3% と な り ， 本 シ ス テ ム の有効性を確認 し た。

単巻線形変成器 に 関 す る 研究

青 山 忠 義

本研究で は， 効率が良 く 各方面に用 い ら れ る 単巻線形変成器 に関 し て， 非対称結合 2 本線路を用 い
て分布定数論的に解析 し研究を行 う 。 今回， 高周波 に お い て良好な結果が得 ら れ る よ う な 場合 に つ い
て， 理論解析及び回路を試作 し 実験例 を報告す る 。 ま た ， そ の応用 と し て， 単巻線変成器を用 い た平
衡 不平衡変換回路 (パル ン) に つ い て の研究を行 う 。 パル ン が単巻線変成器を用 い て構成で き る こ
と を示 し ， 理論解析及 び実験例 を報告す る 。

GaAs 基板上の GaS 薄膜の初期成長過程

浅 井 邦 彦

GaAs は Si を上回 る 物性特'性を持つ と し て半導体分野 に お い て大変注 目 さ れてい る。 し か し， GaAs 
は Si の よ う に酸化膜を利用 し た プ レ ー ナ 技術の よ う な も の が確立 さ れて い な く ， デバ イ ス へ の応用
が困難な も の と な っ て い る 。 そ こ で， 本研究で は GaAs の表面を GaS 薄膜 で覆 い ， 表面 の 不活性化
お よ び表面保護膜の作製を行 っ た。 作製 し た GaS/GaAs ヘ テ ロ 界面 は， 低速電子 エ ネ ル ギ ー 損失分
光 (LEELS) を 中心 と し て X線光電子分光 (XPS) ， 原子間力顕微鏡 (AFM) に よ り 評価 し た。
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情報の伝達 と 適応の モ デル化 と 解析

阿 部 貴 幸

本研究で は， 情報 を探査 し て， ま わ り の 環境 に 適応 し ， 変化 し て し ぺ 組織 の様子 を モ デル化 し ， 解

析 し て い る 。 こ の モ デ ル は， 伝統的 な 組織 の 行動 モ デ ル に 基 づ い て お り ， モ デ ル か ら 得 ら れ る 結果 は，
不安定で不明確 な 環境 の も と で， 組織 の行動 と 業績 と の 関係 や ， 時間 と 業績 と の 関係， ま た ， 急速 な
経験へ の 対応 は不利 な 結果 と な る 可能性が あ る 事 な ど を 示 し ， 組織が行動す る 事 と ， 組織が経験へ適

応す る 事 と の 関連性 を 明 ら か に す る 。

交流 フ ィ ル タ を も っ三相 ダイ オ ー ド 整流器の
高調波計算 に 関 す る 研究

田池 豊

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 ， 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， 重 な り 角 に ， フ ィ ル タ を考慮 し た上で，

そ の 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 。

広帯域分配回路のパ ル ス応答解析

石 井 裕 之

分布定数結合 2 本線路 で構成 さ れ る 広帯域 2 分配回路 に お い て， 分布定数論的 に 耐 ノ イ ズ特性 を 示

す分離特性， 分配 の効率を示す分配特性 の パ ル ス 応答 を解析 し た 。 解析手法 と し て数値的 ラ プ ラ ス 逆

変換法 の ひ と つ で あ る 高速 ラ プ ラ ス 逆変換 FILT C Fast Inversion of Lapace Transform) を 用 い ，

同 時 に オ イ ラ 一 変換 を 行 い シ ミ ュ レ ー ト し た。 ま た ， 複素積分 を用 い た ラ プ ラ ス 逆変換 や， 実測値 と

の 比較 も 行 っ て い る 。
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推論パ ス ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 仮説推論の推論時間の予測

一 色 浩 史

仮説推論 は， 矛盾を含む知識を扱 う こ と がで き る が推論時間の遅 さ が欠点あ る 。 も し推論時間が予
測可能な ら ， 推論を行 う う え で の指針が明確に な る 。 本論文で は， 仮説推論 シ ス テ ム で あ る KICK
SHOTGAN に お い て， 推論時間の予測を試みた。 ネ ッ ト ワ ー ク の 静的状態か ら AND と OR の 数 を
調べ推論時間を予測 し て い る 。 現時点で は仮説合成の時間 だ け で あ る が本方式の有効性を実証で き た。

Si (001) 基板上へ の AlSb 薄膜 の 成長

伊 藤 禎 朗

78000cm'/V • S も の高 い電子移動度を持つ InSb を集積化を考慮 し て Si 基板上 に 成長 さ せ る 場合，
19 .3% も の大 き な 格子不整合の た め に良好な薄膜が得 ら れ な い。 そ こ で， 格子不整合を緩和す る た め
の バ ッ フ ァ 一 層 の使用 が効果的で あ る と 考え， Si 基板上に AlSb 薄膜を成長 さ せ， パ ッ フ ァ 一 層 と し
て の表面性， 結晶性の評価を AFM， XRD を用 い て行 っ た。 そ の結果， 基板温度5500Cで最 も 表面性，
結晶性の よ い AlSb 薄膜が得 ら れた。

段階的弛緩法 に よ る 文字列抽 出 に 関 す る 研究

稲 垣 洋

文書画像の認識 に は文字列の抽出が重要 と な る 。 文字列の抽出法 に は様々 あ る が， 本研究で は こ れ
ま での手法で は抽出 が困難で あ っ た。 複雑な レ イ ア ウ ト を持っ と 考え ら れ る 雑誌の グ ラ ビ ア や表紙上
に あ る 文字列 に対 し て も 文字列が抽出で き る よ う に， ボ ト ム ア ッ プ手法 と し て， 確率的弛緩法を用 い，
文字を も っ と も ら し い方向に連結 さ せ， そ れを段階的 に適用 す る こ と に よ り 文字列を抽出す る 方法 に
つ い て考え た。
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焦電検出 法 に よ る 硫酸 グ リ シ ン の 分極反転の観察

井 上 裕 康

焦電検 出法 を 利 用 し て硫酸 グ リ シ ン (TGS) に お け る 分極反転 プ ロ セ ス の 観察 を行 っ た 。 そ し て 矩

形波パ ル ス の 印加 に よ っ て生 じ る b 軸 と 垂直 な 平面 に お け る 分域パ タ ー ン の 変 化 を 観察 し た 。 そ れ

に よ り ， 単分域状態 に し た 結 晶 に 形成 さ れ た 反転分域 の 核 の 数 は 印加電場 E を 大 き く す る と 増 加 し ，
不均質核形成す る こ と が分 か っ た 。 ま た 分域壁 は c-軸垂直方向 に 伸 び た 楕 円 状 に 一定速 度 で 移 動 し ，

分域壁速度 は En (n = 1 . 0� 1 .3) に 比例 す る こ と が分か っ た 。

微小視角 に お け る 色覚特性 に 関 す る 研究

井 上 雅 文

人間 の 色覚 は， 極 め て微小 な 視野 も し く は視角 に お い て は特異 な 特性 を 示す。 一方， 色覚特性 を微

小視角 に 至 る ま で広範囲 に 渡 っ て， 定量的 に 測定 し た 報告 は 極 め て 少 な い 。

本研究 で は， 特 に 光源色 を 用 い て， 視角 が色 の 見 え 方 に 及 ぼす影響 に つ い て ， カ ラ ー ネ ー ミ ン グ法

及 び マ ッ チ ン グ法 の 二つ の 手法 を 用 い て測定 し た。 結果 よ り ， 微小視角 に お い て は青色系統の色相 に

対す る 感度 が急激 に 低下す る こ と が 明 ら か と な っ た。

水滴発電方法 に 関 す る 基礎研究

植 木 研 三

自 然、 エ ネ ル ギ ー を 利用 し た 新 し い 発電方式 と し て ， 水滴 を利用 し た 考 え を提示 す る 。 こ の シ ス テ ム

は， 静電誘導 に よ り 水滴 に 電荷 を 持 た せ， 水槽 に 蓄積 し ， 外部 に 接続 L た コ ン デ ン サ ー に 集電 し た 後

は 水 の み を排出 す る と い う 方法 で あ る 。 我 々 は こ れ を 発電 シ ス テ ム へ の 可能性 を探 る た め ， 多段 シ ス

テ ム を 考 え ， こ の た め の基礎実験 を 行 っ た 。 ま た ， 水滴発電 と 水力発電 の 電力 を計算 し ， 比較す る こ

と で， 水滴発電 の 実 用 性 を 考察 し た 。
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境界要素法 に よ る 雷雲電荷分布の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

上 国 立 志

地上付近で観測 さ れ る 電界 の デ ー タ か ら 雷雲の電気的構造を推定す る た め の逆問題解法 を 検討 し ，
計算機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ っ て手法の妥当性を検証 し た。 す な わ ち ， 雷雲電荷分布を点電荷群 と 見
な し ， 電荷 と 地上電界 と の関係を境界要素法で表現す る こ と に よ っ て， 観測地上電界に対応 し た点電
荷の空間的分布を新 し く 提案 し た反復手法に よ り 求め た。 ま た， シ ミ ュ レ ー シ ョ ン は 2 次元場 に つ い
て行な っ た。 そ の結果， 従来検討 さ れて き た推定手法で あ る 最小 2 乗法や SPM 法に比べ て， 精度 の
良 く 推定で き る こ と が明 ら か に な っ た。 た だ， 計算時間 の点で従来法に劣 る こ と も 明 ら か に な っ た。

強誘電履歴曲線の精密 自 動測定 に 関 す る 研究

宇佐見 賢 一

強誘電結晶の精密な履歴曲線 は， 三角波電場の印加 に よ っ て生 じ る 反転電流か ら 得 ら れ る 。 そ の電
流か ら 結晶 の伝導度 と 容量の寄与を取 り 除 き ， 残 っ た電流を積分す る こ と に よ っ て純粋な 強誘電分極
を得た。 測定 は全て コ ン ビ ュ ー タ ー を用 い て行 っ た。 履歴曲線のパ ラ メ ー タ ー ( 自 発分極， 抗電場，
内部バ イ ア ス 電場) だ け で な く ， 比誘電率 も 広 い周波数範囲で 自 動的 に 得 ら れ た。 そ の 中 で も ， TGS 
の 自 発分極 に つ い て は広 い温度範囲で調べ た。

M B E 成長 に よ る S i 1 - x  Gej S i /  S i l -x GeX 量子井戸 の形成 と
そ の 2 次元電子の電気的特性

大 塚 栄太郎

Si/SiGe の ヘ テ ロ 接合 に よ る バ ン ド不連続を利用 し て， 量子井戸構造を MBE 成長 に よ っ て 作成 し
た。 SiGe 合金層 と Si 基板 の 間 に Si/Ge 超格子バ ッ フ ァ を挿入す る こ と に よ っ て転位 の 抑制 を 行 い ，
ド ー パ ン ト の Sb は δ ド ー ピ ン グ法 に よ り ド ー プ し た。 Ge 組成比 x = 0.3 ， 井戸 幅200 Å ， ス ペ ー サ 幅
150Å ， ド ー プ量3 .6 X 1012 cm-' の試料 に 対 し て， 5 . 5K で移動度1860cm'/Vs ( キ ャ リ ア 密度 8 X 1011 
cm-') が得 ら れた。
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p 型 S i (00 1 ) 基板を 用 い た表面 2 次元正孔層 の形成 と そ の 電気的特性

大 平 聡

二次元正孔 ガ ス の作製過程 を簡略化 さ せ る た め に ， Si 基板 を 供 給 源 と し て 利 用 し 基 板上 に 直 接 ス

ペ ー サ 一 層， チ ャ ネ ル層， キ ャ ッ プ層 を成長 さ せ た 後 に ， ホ ー ル測定 に よ っ て そ の 電気的特性 を 測定

し た 。 電極が表面か ら 深 く ま で入 り 込 む た め ， 室温か ら 低温 に な る ま で は基板の特性 と 良 く 似 た 特性

を 示 し た が， 低温で は基板 の 特性 と は 異 な っ た 不純物散乱の 影響が少 な い 構造を作製す る こ と がで き ，
二次元正孔 ガ ス が作製 さ れ た。

動画像符号化 に お け る 画像品質 の 客観的評価

片 山 昌 和

動画像符号化 さ れ た 画像品質 に対す る 人間 の 視覚特性 を考慮 し た客観的な画質評価尺度 (PQSvideo)

を 開発 し た 。 ま ず， SD 法 と EBU 法 に よ る 主観評価実験 を 行 い ， 心理 的 な 画 質 評 価 因 子 と 総 合 画 質
評価 (MOS) と の 関係 を 導 い た 。 次 に ， 画質劣化 の 物理的要因 を数式化 し ， こ れ と 画 質 評 価 因 子 と
の 関 係 を 求 め る こ と で， 画質の 主観評価 モ デ ル に 従 っ た 客観的画質評価尺度 を構築 し た 。 種 々 の動画
像 に 対 し ， MOS と の 高 い 相聞を有す る 尺度 で あ る こ と を示 し た 。

降雨 ・ 降雪の電荷量の観測 と

雷 雲 の 電気的構造 に 関 す る 研究

加 藤 正

北陸独特 の 冬季 の 雷撃 に対す る 予測技術 を確立す る た め に ， 雷雲の産物で あ る 降雨 ・ 降雪の 持つ 電

荷量 の測定を 行 っ て い る 。 電荷量 と ， 降水量， 水量， デ ー タ の 発現時間 な ど と の 関係 を 調 べ た 。 さ ら
に 測定 を 多地点で行 う こ と で， 雷雲内 の 電気的 な 分布 の 推定 を 行 っ た。 雷雲モ デル に よ る 電気的 シ ミ ュ

レ ー シ ョ ン を 行 い ， 雷雲内 の 電荷 の 移動 が ど の よ う に 行 わ れ た と き に ， 落雷が引 き 起 こ さ れ る 可能性

が高 L 、 か を 調 べ た 。
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目 次ページ の構造理解 に 関 す る 研究

唐 木 ー 賢

本研究室で は汎用性の あ る 文書画像認識 シ ス テ ム の作成を行 っ て い る 。 そ の領域分割処理にお いて，
処理対象が 目 次ペ ー ジ の場合， 目 次構造ペ ー ジ特有の構造の た め に領域分割誤 り が生 じ た。 そ の誤 り
を修正す る た め に処理対象ペ ー ジ が 目 次構造ペ ー ジ か否か の判定方法 と ， 目 次構造ペ ー ジ で あ る 場合
の再分割処理 に つ い て考案 し た。 ま た， 文字行矩形の特徴か ら 目次ペ ー ジ の各行聞に存在す る 章 ・ 節 ・
項 と い っ た親子関係の認識を行 っ た。

べ き 乗剰余計算の高速化 に 関 す る 研究

岸 部 智 昭

現在， 公開鍵暗号の代表的存在で あ る RSA 暗号を実現 し よ う と す る 場合， 非常 に 大 き い 数 を 法 と
す る べ き 乗剰余計算を行 う 必要が あ り ， こ の計算 に は多大な処理時聞が必要 と な る 。 本論文で は， 既
存のべ き 乗剰余計算の高速化の た め の ア ル ゴ リ ズ ム の評価 ・ 考察 と 送信者側の負担 は増加す る が， 復
号計算の み に 限定すれ ば， 非常に高速 に べ き 乗剰余計算を行え る 方式を提案す る 。

ニ相交流磁気誘導浮揚形 リ ニ ア モ ータ に 関す る 研究

木 下 浩 一

電源に二相交流を使用 し ， 二次導体 と し て幅の異な る 二枚の長方形の ア ル ミ ニ ウ ム 板を重ね合わせ
た も の を用 い た リ ニ ア モ ー タ が， 安定 に浮揚 し な が ら 走行す る た め の基本特性の測定を行 っ た。 ま た，
二次導体 と し て 円盤状の ア ル ミ ニ ウ ム 板の 中心に軸受 け を取 り 付 け た も の を用 い た場合の速度特性を
測定 し ， 回転機 と 同 じ 方法で 円線図法 に よ り T形等価回路を用 い て特性算定を行 い， 算定値 と 実測値
の比較， 検討を行 っ た。
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日 本語手書 き 署名 の検証方法の考察

久 保 和 利

現在我が国 日 本で は重要な 書類で さ え個人認証を印鑑で行 っ て い る 。 し か し 将来 日 本語手書 き 署名
が必要 と な っ て く る 。 日 常署名 を行わ な い 日 本人の手書 き に よ る 署名 を， 現在 ロ ー マ字で行わ れ て い
る ア ル ゴ リ ズ ム を用 い て どれだ け の認証率が得 ら れ る か を検証 し ， 97% と い う 高認識率が得 ら れ た 。
ま た ， 高速認証を行 う た め の署名分類の ア ル ゴ リ ズ ム に つ い て も 検証を行 っ た。 最後に は 自 動認識 シ
ス テ ム の可能性 に つ い て も 論 じ る 。

B 級 プ ッ シ ュ プル増幅器の構成 と 解析

越 野 稔

本研究 は， 入出力変成器を用 い た B 級 プ ッ シ ュ プル増幅器の周波数特性の理論解析お よ び回路の構
成 に つ い て研究を行な う も の で あ る 。 理論解析 に 当 た り ， 結合 2 本線路形変成器 と 結合 3 本線路形成
器 に つ い て分布定数論的に考察 し ， 増幅部の等価回路 と を合わせて考え る こ と に よ り ， 変成器を含め
た形で の増幅器の周波数特性の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を行い， そ れを基に増幅器を製作 し 実視.u値 と の対応
を図 っ た。

光重合ポ リ マ ー 膜 に よ る 液品分子の配向制御 に 関 す る 研究

坂 井 歩

本研究で は液晶分子の ラ ビ ン グ レ ス 配向 を実現す る た め に， 直線偏光柴外線を照射 し て光重合 さ せ
た ポ リ マ ー を配向膜 と す る 液晶 セ ルで， ネ マ チ ッ ク 液晶分子の水平配向制御を行い， そ の配向特性 と
電気的特性を 明 ら か に し た。 さ ら に光重合開始剤の ラ ジ カ ル生成機構の考察 と ， モ ノ マ ー の分子構造
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の結果か ら ポ リ マ ー 構造の推定を行い， 光重合 ポ リ マ ー膜 に よ る 液晶分子の配向 メ
カ ニ ズ ム の提案を行 っ て い る 。
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ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク に よ る 時系列予測

坂 本 貴 之

リ カ レ ン ト 型ノ f ッ ク プ ロ パ ゲ ー シ ョ ン ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い て， 時系列予測 の一つ で あ る
積雪深 の 予 測 を行 っ た。 数 日 後 ま で の 予測値 と 実測値 に つ い て， フ ィ ー ド フ ォ ワ ー ド 型 の パ ッ ク プ ロ
パ ゲ ー シ ョ ン ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク に お け る 結果 と の 比較 ・ 検討 を行 っ た。 そ の 結果， 積雪深 の 増
加 ・ 滅少 の 推測 の精度 は良 く な っ た が， 実測値 と 予測値 と の 誤差な ど は， フ ィ ー ド フ ォ ワ ー ド型の パ ッ
ク プ ロ パ ゲ ー シ ョ ン ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク の方が良 い 結果が得 ら れ た。

下 オ リ ー プ核 ニ ュ ー ロ ン の コ ン ビ ュ ー タ ー モ デ ル に 関す る 研究

坂 本 武 志

下 オ リ ー ブ核 (0) ニ ュ ー ロ ン は， 膜 を 過分極す る と 周 期的 に 活動電位 を 発 生 す る 発振特性 を も
っ 。 こ の 10 ニ ュ ー ロ ン の モ デ ル を 電圧依存性 の Na， K ， 高関値 Ca， 低闘値 Ca チ ャ ネ ル に 加 え ， Ca 
依存性 の K チ ャ ネ ル を 考慮 し て構成 し た。 そ の 結果， 低闘値 Ca チ ャ ネ ル の 活性化及 び不活性化変数
を過分極電位 の 関数 と し て表現す る こ と に よ り ， 生理学的 に 得 ら れ た 10 ニ ュ ー ロ ン の 発 振特性 を 再
現で き る こ と が明 ら か に な っ た。

電荷移動錯体 L B 膜の構造 と 電気的特性 に 関 す る 研究

鮫 島 令 薫

N-docosylpyridinium-TCNQ を 用 い た LB 膜 の 構造 と 電気的特性 に つ い て 評 価 し た 。 累積数 の 増
加 に よ り ， 膜 は Y 型膜か ら Z 型膜へ移行 し た。 原子間力顕微鏡観察か ら . Y 型膜 の平均 高 さ は 2 . 3nm
で あ り ， 累積方向 に す じ 状 の 段差が観察 さ れ た 。 X 線回析の結果か ら. z 型膜は3.5nmの層間隔で あ っ
た。 電気的特性の評価で は， ヨ ウ 素 を ド ー プす る こ と に よ り 電流値が三桁向上 し ， 導電率 に面内異方
性が あ っ た 。
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異性体混合反強誘電性液晶 の 電気 ・ 光学的特性 に 関 す る 研究

島 野 裕

異性体混合反強誘電性液晶 の 混合比の 増加 に対す る 物性定数， 及 び電気 ・ 光学的特性 に 関 し て検討

し た 結果， 以下の こ と が わ か っ た 。 1 ) 自 発分極 の 大 き さ は減少 し た 。 2 ) 応答 時 間 特性 に お い て ，

立 ち 上が り 時聞 は長 く な り ， 立 ち 下が り 時間 は混合比 に 存在 し な か っ た 。 3 ) 三角 波， 方形波， 矩形

波印加時の反強誘電状態→強誘電状態間電界誘起相転移時の し き い電界 は増加 し た 。 4 ) 保持電界特
性 に お い て ， 保持電界幅が広 く な り ， デバ イ ス 設計 に は有効 で あ る こ と が わ か っ た 。

ビ タ ビ復号 に お け る 不信頼領域の推定 に 関 す る 研究

鈴 木 秀 土

畳込 み符号化 し た デ ー タ を ビ タ ビ復号器 で復号す る 際， 復号 デ ー タ に 信頼性 の な い 領域， す な わ ち

不信頼領域 を， ラ ベ ル付 き 双方向復号 に よ り 推定 し た 。 ま た ， 個 々 の ビ ッ ト 毎 に 信頼度 を 測 定 す る ，

Soft-Decision Outputs を二通 り 作成 し ， 推定 さ れ た 不信頼領域内 の 信頼度 を 測 定 し た 。 そ の 結果，

推定 さ れ た 不信頼領域 は， Soft-Decision Outputs で も 信頼性 が な い こ と が分か り ， ラ ベ ル 付 き 双方

向復号で の 不信頼領域推定 の 妥 当 性 を確認 し た 。

F i l amentat ion I nstab i l i ty of Non l i near A l fven Waves 

i n  Weakly lon i zed P l asmas 

鈴 木 真 道

弱電離 プ ラ ズ、 マ 中 を 一様 な 磁場 に 沿 っ て伝搬す る 大振幅 ア ル フ ェ ン 波 の 筋 状 の 構造化 の成長 と 不安

定性 に つ い て 弱電離 プ ラ ズ、 マ の MHD コ ー ド を 用 い て 2 次元 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 調 べ た 。 線形

の領域 で は磁場 に 垂直 に 密度 の 微小 な 揺 ら ぎ を 与 え 筋状の構造化を調べ， 非線形 の領域で は筋状の構

造が衝突や分裂 を繰 り 返 し な が ら 局所的 な プ ラ ズ マ 加熱 を起 こ す と い う 結果が得 ら れ た。 太陽表面 で

観測 さ れ る 局所的 な 加熱 の 過程へ の応用 を議論す る O

- 94 一



全文検索 シ ス テ ム への検索支援イ ン タ ー フ ェ ー ス に 関 す る 研究

高 田 智 明

既存の全文検索 シ ス テ ム の利用 を前提 と し ， 利用者の検索要求を反映 し た検索を行 う た め の支援 イ
ン タ ー フ ェ ー ス を提案す る 。 自 然語の検索式へ の変換機能 と 複数検索 シ ス テ ム への 同時検索機能を実
装 し ， そ れぞれ コ ー パ ス と www 上の全文検索 シ ス テ ム を対象 と し て実験を行 っ た 結果， 本方式 の
利用者イ ン タ ー フ ェ ー ス と し て の有効性を確認 し た。

濃霧中 に お け る 色光の視認特性 に 関 す る 研究
一 富 山 空港の視界改善を 目 指 し て ー

高 松 衛

悪天候下 と い う 視環境に お い て， 我々 人間の 目 の視認特性 は著 し く 変化す る 。 本論文 に お い て は悪
天候 と し て濃霧を想定 し ， そ の視認特性 に つ い て 4 人の色覚正常者 よ り 比較法に て測定 し た。 実験の
結果， 黄色系統の色相 の視認性が高 く ， 逆 に青色系統の色相の視認性は低い と い う 結果が得 ら れ た 。
こ の事は， 悪天候下 (濃霧) に お け る 道路交通標識や交通信号灯な ど の視認特性を考え る 上で， 極め
て有効な情報 と い え よ う 。

有機電界発光素子の 電荷注入 ・ 伝導機構 に 関 す る 研究

為 川 貢

陰極 と し て低仕事関数を有す る 金属を 5 %含む Al 合金を用 い た有機電界発光素子 の ， 陰極か ら 有
機層への電子注入過程お よ び、有機層 中 の電子伝導機構の検討を行 っ た。 印加電圧 一 電流密度お よ び発
光特性 は Al 合金中 の低仕事関数の金属材料に大 き く 依存 し た。 電子輸送層 を Al 合金で は さ ん だ素
子の 印加電圧 一 電流特性の検討 よ り ， 陰極か ら 有機層への電子注入 は シ ョ ッ ト キ ー 放出過程で あ る こ
と を示 し た。 ま た有機層中 の電子伝導機構 は， 3 次元の ホ ッ ピ ン グ伝導 と 示 し た。
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S i  (00 1 ) 基板上の Ge ア イ ラ ン ド を 用 い た I nSb 薄膜の成長過程

坪 崎 義 徳

InSb は電子 デ バ イ ス や 磁電変換素子への応用が期待 さ れ る 。 し か し Si 基板上 で InSb 膜 を成長 さ せ

る と 多結 晶成長す る 。 そ こ で Ge/Si 基板上 に InSb 薄膜 の 成長 を 試 み た 。 こ れ は 格子 不整 合 の 緩 和 と

Ge/Si 基板 で は InSb が ヘ テ ロ エ ピ タ キ シ ャ ル成長す る た め で あ る 。 結論 と し て， Ge 層 が 1 00ML 程

度 で バ ッ フ ァ 一 層 と し て は十分効果が あ り ， InSb は Ge の ア イ ラ ン ド を 核 に し て 単結 晶 成長 す る が ，

そ の 成長 は縦方向 だ け で な く 横方向 に も 広 が る と 考 え ら れ る 。

壁面形状 に よ る 液晶分子の配列変化 と そ の 電気光学的特性 に 関 す る 研究

戸 田 敦 郎

基板表面 に 微細形状 を形成す る こ と に よ り ， 壁面形状が液 晶分子 の 配列 に 及 ぼす影響 に つ い て次 の

点 を 明 ら か に し た 。 シ ュ リ ー レ ン 組織が観察 さ れ レ ジ ス ト エ ッ ジ 付近 に 多 く の 特異点が存在す る 。 電

圧印加 に よ り 特異点か ら リ パ ー ス チ ル ト 欠陥 が発生す る 。 以上 の結果か ら ， レ ジ ス ト を 用 い た 壁面形
状 の 形成 に よ る 配向欠陥， リ パ ー ス チ ル ト 欠 陥 の 発生領域制御法 に つ い て考察 し た 。 ま た ， レ ジ ス ト
形成基板上 で の 液晶分子 の 配列 モ デ ル を 示 し た 。

S i  (00 1 ) 基板上で の SrO バ ッ フ ァ 一 層 を 用 い た SrT i03 薄膜の M BE 成長

中 村 卓 矢

酸化物超伝導体 を Si 基板上 に 直接作製 す る と ， 界面で化学的 な 反応が 生 じ て し ま い エ ピ タ キ シ ャ

ル成長 し た 膜 を 作製 で き な し 、 。 こ の 対策 に は酸化物超伝導体 と 同 じ 構造 を 持 つ SrTi03 を ノ f ッ フ ァ 一

層 と し て 用 い る こ と が考 え ら れ る 。 し か し な が ら 酸化物膜 を Si 基板上 に 作製 す る 場合， 界 面 に お い

て非品質 の Si02 層が形成 さ れ， 良 い 膜 を 作 製 す る こ と が 困難 に な る 。 そ こ で ， 界 面 制 御 層 と し て

SrO 膜 を 用 い る こ と に よ っ て表面性及 び結晶性 の 良 い SrTi03 膜 を 作製す る た め の 研究 を行 っ た 。
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ド ン ト ・ ケ ア を含む論理関数を NAN D ゲ ー ト 回路で 実現す る ー設計法

羽 根 孝 泰

理論関数が与え ら れた と き ， NAND ゲ ー ト の み で理論回路を設計す る 手法 と し て ， 筆者 の 所属 す
る 研究室 に は MA 法が あ る 。 筆者 は こ の MA 法を， BDD (二分決定 グ ラ フ ) を用 い て， よ り 効率的
な手法 に 改善 し， かっ ， ド ン ト ・ ケ ア を含む関数 も 扱え る よ う 拡張 し た。 手法を C 言語で プ ロ グ ラ ム
化 し， 種々 の実験を行な っ た。 ド ン ト ・ ケ ア を考察す る こ と に よ り ， MA 法に対 し ， 入力変数85 % ，
ゲ ー ト 数85%， 段数90%に誠少で き る な ど の有効性を示 し て い る 。

真空 マ イ ク ロ デバ イ ス に 関 す る 基礎研究

林 直 人

真空 マ イ ク ロ デバ イ ス の作製 と そ の応用 回路 に 関す る 研究を行 っ た。 2 μ m の ス ペ ー サ ー を用 い た
ナ チ ュ ラ ル リ ソ グ ラ フ ィ に よ る フ ィ ー ル ド エ ミ ッ タ の新規作製法を試み， SEM に よ る 断面観察か ら ，
エ ミ ッ タ の形成を確認 し た。 さ ら に小さ な ス ペ ー サ ー を用 い る こ と でサ プ ミ ク ロ ン程度の極徴小な フ ィ ー
ル ド エ ミ ッ タ 作製の可能性を見出 し た。 回路 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で は真空マ イ ク ロ デバ イ ス の モ デル化
に成功 し ， イ ン バ ー タ 回路で論理振幅 と ゲイ ン に 関す る 設計指針を得た。 ま た， リ ン グ発振器 に お い
て一段当 た り の信号遅延時間24nsを得た。

自 然語 テ キ ス ト に お け る 事実的知識の デー タ ベ ー ス への 自 動登録方式の研究

潰 本 聡

計算機可読な情報の増加 に伴い， 電子化テ キ ス ト か ら 必要な情報を収集す る と い う 要求が あ る 。 本
研究で は 自 然言語テ キ ス ト か ら の知識獲得方式の一環 と し て， ユ ー ザの要求す る 新製品情報を対象テ
キ ス ト か ら 自 動獲得す る シ ス テ ム を作成 し た。 文章の表層的な特徴を用 い て知識を抽出 し ， そ の知識
を リ レ ー シ ョ ナ ル デ ー タ ベ ー ス へ登録す る こ と で知識の 自 動獲得を行な う 。 こ の と き ， メ タ 知識を用
い る こ と で知識抽出 の精度 を 向上 さ せ た シ ス テ ム を実現 し て い る 。
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形式言語の準同型写像 に よ る 特性化 と Dyck リ ダ ク シ ョ ン に よ る 特性化

早 川 潤

形式言語理論 に お い て は ， 言語 ク ラ ス の 本質的 な 違 い を 明 ら か に す る た め ， 特性化す る こ と が重要

で あ る 。 本論文で は， こ れ ま で 別 の 特性化 の 手法 と し て扱 わ れ， 用 い ら れ て き た 準同型写像 に よ る 特
性化 の 手法 と Dyck リ ダ ク シ ョ ン に よ る 特性化の手法が ほ ぼ等価で あ り ， 手法 と し て の 違 い が な い こ

と を 示す。 ま た ， こ の 結果 を応用 し て， い く つ か の 特性化定理 の 別証 を 与 え た 。

SrT i03 (00 1 ) 基板上で の M BE 法 に よ る

Bi 2Sr2CaCU20X 酸化物超伝導体薄膜の作製

早 瀬 敬

銅酸化物超伝導体が Bednorz と Müller に よ っ て 発見 さ れ た の が1986年， し た が っ て 高 温 超 伝 導 の

研究 も 今年 で 10年が経過 し た こ と に な る 。 高温銅酸化物超伝導体 の 発見 は， こ の研究分野 に お け る 飛

躍的 な 発展 を も た ら し た 。 1997年 3 月 現在 に お け る 最高 の Tc は Hg-Ba -Ca -Cu - 0 系 の 136K で あ り ，

高圧下 に お い て は 164K に ま で上昇 し て い る 。 本研究で は成長時 の背圧 を ノf ラ メ ー タ と し ， 分子線 エ

ピ タ キ シ ー CMolecular Beam Epitaxy : MBE) 装置 を 用 い て Bi 系超伝導 体 の エ ピ タ キ シ ャ ル成長

を行 い ， Tc = 23K の 超伝導転移 を 示す Bi-2212 薄膜が得 ら れ た 。

非対称形三巻線変成器 に 関 す る 研究

平 沢 謙 輔

本研究で は， 非対称三巻線変成器 に つ い て特性解析 を行 う 。 結合三本線路 の 伝送理論 を 非対称形 に
応用 し ， そ の 動作特性解析す る も の で あ る 。 理論計算 で は 互 い に独立な 三つ の 伝送姿態 を 想定 し て ，

線路長 を考慮 し た 6 端子対回路網 の基本式 を 導 き ， 境界条件 を 与 え 特性解析 を行 う 。 ま た ， 小型化が

可能 な よ う フ ェ ラ イ ト コ ア に エ ナ メ ル線 を 密 に 巻 い て 回路を試作 し 実測値 と の対応 も 図 る 。 ま た 応用

と し て， 分離特性 の 改善 を 目 的 と し た 補償回路 の 動作特性 も 報告す る 。
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S E D D  (共有二分決定 グ ラ フ ) を 用 い た多出力 NAN D ゲ ー ト 回路の設計法

平 松 徹 也

こ れ ま で筆者の所属す る 研究室で MA 法 (論理関数を積和項表現で扱 っ たー出力多段 NAND ゲ ー
ト 回路の設計法) を発表 し て き た が， 本研究で は， よ り 関数 が扱 い や す い BDD (二分決定 グ ラ フ )

表現を用 い て MA 法を実現 し た。 さ ら に は， 8BDD (共有二分決定 グ ラ フ ) 表現を用 い る こ と に よ り ，
各ゲー ト の 出力関数を少な い記憶量で記憶 し ， 多出力回路の設計を行な え る よ う 拡張 し た。 作成 し た
プ ロ グ ラ ム で， 10変数10出力 の 回路の設計がで き た。

コ ン ビ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス に よ る パ ッ チ ワ ー ク ・ イ メ ー ジ制作:

深 尾 和 弘

パ ッ チ ワ ー ク の製作を支援す る ソ フ ト ウ ェ ア を作成 し た。 そ の ソ フ ト ウ ェ ア は幅広 い ユ ー ザー に使
用 で き る よ う Windows プ ロ グ ラ ミ ン グ に OpenGL を組み込ん だ。 完成 し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン は約40
個の ブ ロ ッ ク パ タ ー ン と 50パ タ ー ン の布の組合わ せ に よ り 約20万パ タ ー ン のパ ッ チ ワ ー ク ・ キ ル ト の
イ メ ー ジ を作 る こ と がで き る 。 ま た こ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は 08 と し て WindowsNT を使用 し て い る
パ ソ コ ン で あ れ ば機種 に 関係 な く 扱 う こ と がで き る 。

3 次元ポ ン シ ャ ル場解析 の た め の無限境界要素

本 田 和 博

境界の一部が無限 に広が っ て い る 場の問題を取 り 扱 う た め， 新 た な 3 次元無限境界要素を開発 し た。
無限境界要素 と し て 1 次線形要素を用 い， 従来法の よ う に仮想的な 節点を設 け な い要素 と し て定式化
を行 っ た。 従 っ て， 要素節点を増す こ と な く 対象領域が効率 よ く 解析可能であ る 。 ま た， 特異積分の
数値計算法 に つ い て も 検討を行 っ た。 静電場の問題を解析 し た結果， 無限境界要素を つ け な い 時 よ り
も つ け た 時の方が精度良 く 解析で き る よ う に な っ た。
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文書画像 に お け る 領域分割 と 領域解釈 に 関 す る 研究

牧 野 隆 雄

文書画像 に は多種多様な 書式が存在す る が， こ れ ら を全て処理で き る 文書画像認識 シ ス テ ム が理想
的 で あ る 。 し か し な が ら ， そ の実現の た め に は高度な領域分割処理 と 領域解釈処理が必要 と な る 。

本研究で は， 従来の シ ス テ ム の処理対象を よ り 広範囲 な も の に し ， 汎用性の あ る シ ス テ ム を構築す
る た め， 領域分割処理， 領域解釈処理の双方に新た な ア ル ゴ リ ズ ム を導入 し た。 ま た， 一般の文書を
実際に処理 し， そ の実用性を確認 し た。

有限要素法 に よ る 非線形音波伝搬の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

牧 野 一 憲

有限振幅音波の伝搬に伴 い生ず る 非線形現象を数値的 に解析す る 手法の確立を試み た。 圧縮性流体
の場の支配方程式を空間的 に有限要素法を， 時間的 に差分法を用 い 直接的に解 く こ と に よ り ， 非定常
な音波の非線形伝搬の現象 に つ い て の数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を行 っ た。 そ の結果， 有限振幅音波の伝
搬に伴 い生ず る 高調波成分の変化 に つ い て は良 い解析精度が得 ら れ た。 た だ， 衝撃波面が形成 さ れ る
場合 に は数値的 な 振動が生 じ る 問題点が残 さ れて い る 。

日 照条件 に依存 し な い移動物体の検出 ・ 追跡 に 関 す る 研究

巻 本 英 二

単眼の監視 カ メ ラ を用 い ゲ ー ト を 出入 り す る 人数 と 出入 り の方向 を認識す る シ ス テ ム を 作成 し た 。
本 シ ス テ ム の特徴 は 晴天時に発生す る 影 に よ る 弊害に対処 し ， 日 照条件に依存 し な い移動物体の検出
を し て い る 点で あ る 。 背景 と の差分画像か ら 通過人物の頭部の輪郭を抽出 し ， そ の領域を仮想的 な オ
ブ ジ ェ ク ト に対応付 け， そ の オ ブ ジ ェ ク ト を追跡す る 。 実験の結果， 晴天時で も 曇天時で も 人物があ
る 程度重な っ て い る 場合 に で も 正 し い観測が可能で あ っ た。
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電気的消霧 に 関 す る 研究

増 田 淳 志

霧の電気的特性を調べ る こ と で， 電気を用 い て霧 を す ばや く 消す装置の開発を 目 的 と し て い る 。 こ
の研究で は霧発生器を用 い た擬似的な霧を使い， コ ロ ナ 放電電流 と グ レ ー デ ィ エ ン ト 力 に 着 目 し 消霧
の効果 と の 関係 に つ い て調べた。 ま た， 実際の霧に近い流動す る 霧 に お け る 実験 も 行い， 電極の青升犬，
電圧印加電極 と 接地電極の配置 に つ い て も 調べた。 そ こ か ら 帯電 に よ る 霧の遮断現象を見出 し ， そ の
対処方法 に つ い て基礎的 な 実験を行 い そ の有効性を確か め た。

日 本語会話テ キ ス ト の構造解析 に お け る 研究

松 井 達 則

本研究で は 「対話理解」 の研究の一環 と し て， 日 本語会話 テ キ ス ト の構造解析を お こ な う 。 ま た会
話の構造解析 と し て文の係 り 受 け 関係の推測， 指示詞の照応解析を行 っ て， 対話理解 に お け る 構造解
析 レ ベ ルで の 問題点を認識 し ， そ の解決法を提案 と す る こ と を 目 的 と し た。 そ の た め の実験 シ ス テ ム
と し て C 言語を用 い て 日 本語会話テ キ ス ト の構造解析 シ ス テ ム を作成 し た。 実験の結果， 比較的高 い
精度で会話文テ キ ス ト の構造解析がで き る こ と を確認 し た。

導電性高分子を 用 い た有機電界発光素子 に 関 す る 研究

松 島 英 晃

導電性高分子中 に キ ャ リ ア輸送性を有す る 低分子を分子状態で分散 さ せ た分子分散 ポ リ マ ー EL 素
子の高効率化 に つ い て検討 し た。 ま ず， ホ ー ル輸送性の ポ リ マ ー (PVCz) と 蛍光色素の C6 の 単層
ポ リ マ -EL 素子に電子輸送材料 と し て オ キ サ ジ ア ゾー ル誘導体 (tBu-PBD) ま た は チ オ フ ェ ン 誘導
体 (BBOT) を そ れぞれ分散す る こ と で， 低電圧で高輝度が得 ら れ る こ と を確認 し た。 ま た， 高効率
化 に 向 け て分散 さ せ る 電子輸送材料 と し て還元電位の低い材料が有効で あ る こ と を確認 し た。
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生体情報 の た め の 多 チ ャ ン ネ ル コ ー ド レ ス セ ン サ シ ス テ ム の 開発

松 田 兼 治

各種生体情報 の長時間無拘束計測 の た め に セ ン サ か ら の リ ー ド 線 を 省略 し ， 近距離 テ レ メ ト リ を利

用 し た コ ー ド レ ス セ ン サ シ ス テ ム の 開発 に つ い て検討 し た 。 そ の 実現例 と し て ， PFM ( パ ル ス 潤 波

数変調) ， PWN ( パ ル ス 幅変調) の組み合 わ せ に よ る 多重化， 搬送波周 波数 の 異 な る 2 つ の 送受信器
を 用 い PFM を 同 時 に 2 つ 行 う 多重化 に よ り 2 チ ャ ン ネ ル コ ー ド レ ス セ ン サ シ ス テ ム を 試作 し ， 性 能

評価， 実用性の検討を行 っ た 。 さ ら に そ れ ら を組 み合 わ せ た 4 チ ャ ン ネ ル コ ー ド レ ス セ ン サ シ ス テ ム

へ の 応用 に つ い て 検討 し た 。

オ プ テ イ カ ル フ ロ ー を 用 い た移動物体の検 出 に 関 す る 研究

、
水宅

近年， 通行人 の監視や交通量 の 調査 な ど の 応用 の た め ， 背景画像 と の 差分 を と る こ と で， ゲ ー ト を

行 き 来す る 歩行者 を移動物体 と し て 抽 出 ， 追跡す る 研究が な さ れ て い る 。 し か し ， 動画像 と 背景画像

の 差分か ら ， 移動物体 の 抽 出 を す る た め に ， 良好 な 背景画像 を 得 る 必要が あ っ た 。 本論文 で は， 背景

画像を使用 し な く と も ， 移動物体 の 抽 出 及 び追跡が可能で， 移動物体 の 形 を 間 わ な い ， オ プ テ イ カ ル

フ ロ ー に よ る 移動物体 の 検 出， 追跡す る 方法 を検討す る 。

ス メ ク チ ッ ク A 液晶 を 用 い た光制御素子 に 関 す る 研究

宮 向 謙 彰

ス メ ク チ ッ ク 液 品 を 用 い た 光制御素子 に つ い て検討 し た 。 ス メ ッ ク チ ッ ク A 相 の À = 1550nm で の

複屈 折率値0. 15 5 を 得 た 。 セ ル厚 の最適化 を 行 い ， 補正回路 を挿入す る こ と に よ り ， 室温動作 一 長波

長帯光変調素子 に よ る 映像帯域伝送 に 成功 し た 。 ま た ， 可視光 の 斜 め 入射 に よ り 旋光子 と 位相 子 の 両
機能 を有す る 変調素子 を 提案 し た 。 セ ル 回転角 一 規格化透過光強度特性 の 実験結果 は理論値 と 良 い 一

致 を 示 し た 。
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有限要素法 に よ る 複合圧電 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の解析

村 井 信 也

圧電 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ は魚群探知機， ソ ー ナ の送受波器 と し て用 い ら れて い る 。 送受波器 は水中 に
超音波を効率良 く 放射 し な け れ ば な ら な い た め， 圧電材 と エ ポ キ シ の複合体構造 と な っ て い る 。 本論
文で は， 送受波器の モ ー ド につ い て， 圧電材， エ ポ キ シ の成分比 に つ い て有限要素法解析 を 行 っ た 。
こ の結果， 成分比が大 き く な る と ， 共振周波数が一定値に近づ く こ と を示 し た。 ま た， 等価な均ーの
材料を想定 し た場合， 等価な 材料定数を求 め た。

動 き 物体追跡の た め の 3 層動的輪郭モ デル

村 田 健 吾

コ ン ビ ュ ー タ ビ ジ ョ ン お よ び次世代画像符号化の基盤技術 と な る 動画像中 の動 き 物体の輪郭追跡法
に つ い て検討 し た。 ま ず， 従来の動的輪郭モ デ‘ルの欠点を改良 し た， 高度な 画像情報で あ る 局所 テ ク
チ ャ '性， 局所的な 色差を取 り 入れた 3 層構造の動的輪郭モ デ‘ル ( 3 層動的輪郭モ デル) を提案 し ， 静
止画像 に対す る 有効性を示 し た。 次 に， フ レ ー ム 聞 の動 き 情報 を こ の モ デルに取 り 入れ， 動画像中 の
動 き 物体 (卓球の ボ ー ル) の形状 ・ 動 き を正確に抽出で き る こ と を示 し た。

辺要素 に よ る 空洞共振器の 電磁界駆動解析

柳 本 成 哉

3 次元の電磁界解析を有限要素法で行 う 場合， ス プ リ ア ス 解が発生 し な い手法 と し て， 辺要素を用
い る こ と が有力で あ る 。 本論文で は， 空洞共振器を ア ン テ ナ 駆動 に つ い て考察 し た。 ア ン テ ナ は同軸
線か ら電磁界が供給 さ れ， 空洞部 に完全導体線 と し て延びて い る 。 ア ン テ ナ 線の長 さ を変化 さ せ， ま
た， 供給位置 をず ら し た場合， ア ン テ ナ 付近の位置 に於 け る 電磁界の周波数特性を求め， モ ー ド の励
振状態を， ま た電磁界分布図を求め た。i
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符号化音声品質の 客観的評価法の研究

薮 岡 治 明

現在， 音声情報処理 の 分野 で は 高能率情報圧縮 を 目 指 し て様 々 な 研究が行 わ れ て い る 。 本研究 で は
過去か ら 現在 ま で使わ れ て い る 符号化方式 に 適用 で き る よ う な 音声品質の評価法 を確立す る た め の前

段階 と し て， 音声波形か ら 計算 で き る 物理量 を 用 い て音声品質 を評価す る 方法 に つ い て説明 し ， 移動
体通信 の 分野で よ く 用 い ら れ て い る 符号化方式の 音声 に つ い て こ の方法を適用 し た 結果， 従来 の 方法
に よ る 結果 よ り 良 い 結果が得 ら れ た 。

コ ン ビ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス に お け る ラ ジ オ シ テ ィ 法 に 関 す る 研究

吉 田 剛

コ ン ビ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス に お い て， 表面の 散乱反射や色の に じ み， 影 の 詳細 な 遮光 な ど を 表現
す る こ と は 従来 の方法で あ る レ イ ト レ イ シ ン グ法 で は， 非常 に 困難で あ っ た。 し か し 近年脚光 を浴 び
て き て い る ラ ジ オ シ テ ィ 法で は そ れ が容易 に 行 え る 。 本研究 は， そ の ラ ジ オ シ テ ィ 法 を よ り 身近 な も
の に す る た め ， そ の 理論 を論 じ ， ノ f ソ コ ン の Windows 上 で プ ロ グ ラ ム を作成す る こ と を 目 的 と し て
い る 。

音韻 H M M に よ る 連続音声認識 シ ス テ ム へ の検討

吉 田 祥 明

本論文 は， 大語嚢 の 不特定話者連続音声認識 を 目 指す も の で あ り ， 連続 日MM ( Hidden Markcov 
Model) を 用 い て， 1 . 認識単位 を コ ン テ キ ス ト に 依存 し た 音韻 で と ら え ， 連結学習， 分解 に よ る 学
習 で， 同一音韻 の 異音化 に 対応， 2 . 複数 の音韻モ デ ル か ら ， 各音韻 に 適 し た モ テ、 ル の 構築 (混合音
韻 モ デ ル の 構築) ， 3 . 無音 (雑音) 部分誤認識 の 変換辞書 に よ る 無音 (雑音) 区 間 の 検 出 。 の 方 法
に よ る 連続音声認識 を提案 し ， こ の シ ス テ ム の検証 を 行 っ た 結果， 平均10%以上の 音韻認識率 の 向上
が見 ら れ た 。

aaa
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ス バ ッ タ 膜の堆積 に お け る 放電ガ ス圧力 の影響

吉 野 保 幸

ス パ ッ タ 法で モ リ ブデ ン シ リ サ イ ド 膜を作製 し ， タ ー ゲ ッ ト に対 し て平行 に置かれた基板， 傾斜 し
た基板お よ び シ リ コ ン 上に形成 し た ス テ ッ プに堆積す る 膜の組成を ア ル ゴ ン ガ ス 圧力を変えて調べた。
膜組成 は放電 ガ ス 圧力 に依存す る が， こ れ は圧力が高 く な る と ス パ ッ タ 原子が ア ル ゴ ン原子 と 衝突 し
散乱 さ れ る た め で あ る と 考え ら れ る 。 そ こ で， 散乱の効果を考慮 し た シ ュ ミ レ ー シ ョ ン を行い， 実験
結果 と 比較解析 し た。

有限要素法 に よ る 超音波 モ ー タ の 回転子の影響を考慮 に入れた基礎的解析

朱 松

近年， 庄電 ア ク チ ュ エ ア ー タ と し て の超音波モ ー タ が注 目 を集め て い る 。 こ の モ ー タ の解析に は固
定子の定常態解析 は多 く な さ れて い る が， 回転子が接触 し た状態で の過渡解析 は あ ま り な さ れて い な
い。 本論文で は， こ れ ら の解析の基礎的知見を得 る た め に考察を行 っ た。 ま ず， 3 次元の弾性解析 プ
ロ グ ラ ム を用 い て， 静止状態で回転子を固定子に押 し つ け た場合， 押圧力 に よ っ て どの程度食い込む
か を計算 し， 動的解析の足がか り を得た。

ユ ー ザイ ン タ フ ェ ー ス を 用 い た環境型教育 シ ス テ ム
に お け る 学習 者 モ デル の構築

銭 燕

あ ら ま し CAI と は コ ン ピ ュ ー タ を用 い て人間の学習を支援す る 教育 シ ス テ ム で あ る。 本論文では，
人工知能や， ヒ ュ ー マ ン ・ イ ン タ フ ェ ー ス 技術を用 い た環境型教育 シ ス テ ム を と り あ げた。 こ れを実
現す る た め に は， ユ ー ザモ デルや種々 の支援情報を用 い る こ と が必要で あ る 。 本研究 は， メ ン タ ル モ
デルの考え方を用 い た環境型教育 シ ス テ ム を試み ま し た。

キ ー ワ ー ド 環境型教育 シ ス テ ム ， 学習者モ デル， メ ン タ ル ・ モ デル
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呼吸及 びボ タ ン押 し運動 リ ズ ム の 位相遷移 に対す る 刺激

並 び に運動開始相 の影響 に 関 す る 研究

任 古 城

音 あ る い は光刺激 を合図 に し た 運動開始相 が呼吸 リ ズ ム の 位相選移 に及ぼす影響 に つ き ， 位相反応
曲線及 び位相遷移 曲線 を 用 い て検討 し た 結果， 運動 が 同 じ で あ っ て も 合図 と な る 刺激が異 な る と 呼吸

位相 に対す る 影響 も 異 な る こ と が判 明 し た 。 ま た ， 音刺激を合図 に し た 運動開始相が周期的 ボ タ ン 押

し 運動 リ ズ ム と 呼吸 リ ズ ム の 位相遷移 に 及 ぼす影響を検討 し た 結果， 各 リ ズ ム で位相遷移 に 違 い が生

ず る こ と が 明 ら か に な っ た 。
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〔機械 シ ス テ ム工学専攻〕

ワ イ ヤ放電加工の ワ イ ヤ温度計測 に 関 す る 研究

足 立 誠 司

ワ イ ヤ 放電加工の ワ イ ヤ 断線 は ワ イ ヤ の過熱に よ る も の と 考え ら れて い る 。 ワ イ ヤ抵抗 は温度 と と
も に増加す る の で， 加工中 の ワ イ ヤ の上下聞の電圧 と 放電電流を計測 し ， こ れか ら ワ イ ヤ 抵抗を算出
し ， 加工中 の ワ イ ヤ 温度の計測を行 っ た。 SKDll ， SUS304 を加工 し ， ワ イ ヤ 上下か ら 同時 に 給電 し
た場合 と ， 下方か ら の み給電 し た場合 に つ い て求 め た。 温度較正結果 と 比較す る と ， 最大加工速度 に
お け る ワ イ ヤ平均温度 は90�1000C程度で あ る こ と が分か っ た。

回転 円 板 に よ る E R 流体の レ オ ロ ジ ー特性の実験的解明

阿 部 健

本研究で は， 知能流体 に属す る ER 流体 に つ い て取 り 上げ， 実験を行 う 。 す な わ ち ， ER 流体 を 用
い て原動機 (可変 ト ル ク モ ー タ ー) を任意の 回転数 に制御す る 装置 と し て回転円板制御 デバ イ ス を提
案 し ， そ の基礎デ ー タ を実験的 に調べ， 今後 ER 流体応用機器を設計す る た め の特性を明 らかにする。
具体的な 研究の 目 標 と し て は回転円板の 回転数お よ びそ れに作用 す る ト ル ク 特性の実験を行い， 電場
印加 に よ る ER 流体の見掛 け粘度特性を求め， そ の実験式を作成す る 。

ワ イ ヤ放電加工の加工状態検出方式の検討

阿 部 充

ワ イ ヤ放電加工の ワ イ ヤ 断線を防止す る に は断線前駆現象を と ら え る 必要が あ る 。 放電時の放電電
圧， 放電遅れ時間， 電波信号の計測を行い 3 者を比較 し た。 ま た上下放電電流か ら放電位置変化を求
め た。 断線直前 に放電電圧， 放電遅れ時間， 電波信号 と も 小 さ く な り ， 特に放電電圧の低下が も っ と
も 顕著であ る こ と が分か っ た。 さ ら に こ れ ら の信号を放電位置 ご と に分類す る こ と に よ り ， そ の変化
を よ り 明確 に で き る こ と ， ま た こ れ ら の変化が断線箇所 に お い て発生 し て い る こ と が確か め ら れた。
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荷重変動推測型制御気体軸受 に 関 す る 研究

荒 井 是 之

気体軸受 は気体の 圧縮性 の た め ， 軸受 の 動特性が非常 に 悪 く な る ， こ れ を制御的手法 に よ っ て 向上

さ れ る 方法 と し て 荷重変動 を帰還す る 方法が非常 に 有効 で あ る 。 し か し ， 実機で は 荷重変動 を 知 る こ

と が困難 な 場合が あ る 。 そ こ で， 荷重変動 を軸変位か ら 推測 し ， こ れ を使 っ て荷重変動 の 影響 を な く

す る 型 の 制御気体軸受 を提案 し た。 周 期 的荷重変動 に対す る 軸変動特性 に よ っ て提案軸受を評価 し た。

そ の 結果， 荷重変動 を 直接補償す る 軸受 と 同等の特性が得 ら れ た 。

熱プ ラ ズ マ 流の状態料分布特性計測 法 に 関 す る 研究

嵐 敬 晶

こ の 研究 の最終 目 標 は ， 円筒周壁 ( コ ン ス ト リ ク タ ー ) 内 部 に 形成 さ れ る ア ル ゴ ン ガ ス 大気圧直流
放電熱 フロ ラ ズ マ 流か ら 周 壁 へ の エ ネ ル ギ ー 伝達 を解明す る こ と で あ る が， そ の た め に は コ ン ス リ ク タ ー

断面内 プ ラ ズ、 マ 温度分布 を 知 る 必要が あ る 。 本研究で は， ト リ プル プ ロ ー ブ法お よ び、白金抵抗線 フ。 ロ ー
ブ法 に よ る プ ラ ズ マ 温度計測 を 実施 し ， 得 ら れ た 結果か ら 半径方向 の 温度分布 を推定 し ， そ の 妥当性

の検討 を 行 っ た 。

T i N 被覆処理鋼 の フ レ ッ テ ィ ン グ疲労特性

石 倉 智 子

PVD 法 に よ り セ ラ ミ ッ ク ス (TiN) 薄膜 を付与 し た 炭素鋼 S35C を と り あ げ， フ レ ッ テ ィ ン グ 疲労

特性 に 及 ぼ す TiN 薄膜 の 影響 を 検討 し た 。 TiN 被覆処理鋼 の フ レ ッ テ ィ ン グ疲労強度 は ， TiN 被 覆

処理 を施 さ な い場合の そ れ に 比べ あ る 程度 の 改善が認め ら れ た。 こ の 疲労強度改善 の 主 な 要因 は， 接

触面端部 で の フ レ ッ テ イ ン グ き 裂 の 発生時期が， TiN 薄膜 の 存在 に よ り TiN 被 覆 処理 を 施 さ な い 場

合 の そ れ に 比べ遅延 し た こ と に よ る も の で あ る 。
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遺伝的 ア ル ゴ リ ズム を 用 い た フ ァ ジ ィ 制御器の設計 に 関 す る 研究

内 田 隆 信

遺伝的 ア ル ゴ リ ズ ム を用 い て， 台集合の ス ケ ー リ ン グ と 制御規則を決定 し て フ ァ ジ ィ 制御器を 自 動
設計方法を提案す る 。 ま た遺伝的 ア ル ゴ リ ズ ム に お い て， 適応度関数を複数 に し て段階的 に 個体群を
評価す る こ と に よ っ て重み付け を必要 と し な い評価方法 も 提案す る 。 本研究で設計 し た フ ァ ジ ィ 制御
器を， 教師デー タ な し の ト ラ ッ キ ン グな規範モ デル追従制御 に適用 し ， そ の有効性を シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン に よ っ て示す。

微小泳動機械の 基礎的研究

漆 畑 彰

本研究 は最終的 に水中 を推進す る 微小 ロ ボ ッ ト を作 る こ と を 目 的 と し て い る 。 液中で推進力 を発生
さ せ る 機構 を ひ れ し て， 水中で、 ひ れ を動か し た と き に ひ れ に かか る 抵抗力 と 速度を測定す る 実験装置
を製作 し ， こ の実験装置を用 い て基本的な 形状の ひ れ に つ い て抵抗力 を測定 し た。 ま た， こ の ひ れを
駆動 さ せ る た め に， SMA を駆動源 に し て滑車機構 に よ り 変位を拡大す る 駆動機構を 考 え ， そ の 機構
が微小機構 に適 し て い る か否かを考察 し た。

メ カ ニ カ ル ア ロ イ ン グ に よ る A I - Fe- N i - Cr 系粉末合金の製造 に 関 す る 研究

恵 利 有 司

メ カ ニ カ ル ア ロ イ ン グ (MA) に よ り 作製 し た合金粉末 は， 固溶限の拡大， 非平衡相の形成， 組織
の微細化， 酸化物や炭化物の微細分散な ど の効果を示す。

本研究で は， 種々 の時間の MA を加え た粉末の適切 な 加工法につ いて検討 し た。 そ の結果， MA43hr 
粉末を， 真空 Hot Press 押出 し 温度673Kで加工 し た押出 し材が， 室温で は673MPa， 573Kで は281MPa
の 引 張強 さ を示 し ， MA を加え な い場合 よ り 1 .3-1 .4倍の強度を得 る こ と が出来た。
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各種表面改質処理を 施 し た 戸 型 チ タ ン合金の疲労強度特性

大河内 一 貴

β 型 チ タ ン 合金 の 疲労強度特性 に 及 ぼ す表面改質処理 の影響を検 討 す る た め に TiN 被 覆 ， シ ョ ッ
ト ピ ー ニ ン グ お よ び そ れ ら の 複合処理 を 施 し た 試験片 を 用 い て疲労試験 を行 っ た 。 そ の結果， 被覆処

理材及 び複合処理材 は未処理材 の 疲労強度 よ り 低下 し た 。 シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ処理材で は未処理材 と

同様 に 表面 き 裂発生 と 内部 き 裂発生が認め ら れ， 前 者 は 未処理材 の 疲労強度 と 同程度 で あ り ， 後者 は
未処理材 の 疲労強度 よ り 著 し く 低下 し た 。

プ ラ ズ マ 光輝窒化 と T i N 被覆 の複合表面改質処理を施 し た

高硬度鋼 の疲労強度特性

大 谷 利 宏

プ ラ ズ マ 光輝窒化後. TiN 被覆 の 複合表面改質処理 を 施 し た 高硬度鋼 SKD61 の 疲労強度特性 に つ

い て 検討 し た 。 複合処理 を 施 し た 場合， 未処理材， 窒化処理材 な ら び に TiN 被覆処理材 と 比較 し て

最 も 高 い 疲労強度 を 示 し た 。 窒化処理材お よ び複合処理材 は試験片 内 部 の 介在物か ら の き 裂発生 で あ
り ， 内部 き 裂型破壊で も TiN 被膜が疲労強度 向 上 に 有効 に 作用 す る こ と を 明 ら か に し た 。 そ の 効 果

は 内 部 き 裂先端で塑性域増大の抑制 で あ る O

高減速比等高歯ハ イ ポ イ ド ギ ヤ の研究

岡 田 貴 之

高減速比 の ハ イ ポ イ ド ギ ヤ は， ピ ニ オ ン の ね じ れ角 が大 き く な り ， そ の 外観 は ね じ 状 と な る 。 そ の

た め ， 一般 の ね じ と 同様 に ， 歯 の 形 を 等高歯 と し て 扱え ば， そ の 取 り 扱 い が便利 に な る と 考え ら れ る 。
等高歯 に し た 場合 は， マ シ ン セ ッ チ ン グ が単純化 さ れ， ピ ニ オ ン の デ ュ プ レ ッ ク ス 歯切 り が可能 と な
る O 本研究 は， 高減速比等高歯ハ イ ポ イ ド ギ ヤ に 関 し て， ピ ッ チ 面 の 正 し い 表示法 と ， ギ ヤ 歯切 り の
単純化及 び ピ ニ オ ン と ギ ヤ の カ ッ タ 圧力 角 の 関係 に つ い て 明 ら か に し た 。
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国体中 を伝搬す る 圧力 波の分子動力 学的研究

越 智 高 士

2 次元の分子動力学法を用 い， 固体中 を伝搬す る 圧力波を原子 ・ 分子の運動か ら 解析 し た。 圧縮 シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン ， 一様引張 り を受 け る 薄膜の縦弾性係数， 固体の圧力 ・ 密度 ・ 比熱の 3 方法か ら 得 ら
れ る 圧力波の伝搬速度 は ほ と ん ど一致 し ， 体積弾性率の実験結果か ら得 ら れ る 伝搬速度 と 同 じ オ ー ダー
に な る ζ と ， 圧力波の伝搬速度 は温度の上昇 と と も に減少す る こ と を示 し た。 2 次元の分子動力学法
を用 い れ ば， 圧力波の伝搬 に 関す る 定性的な 知見が得 ら れ る こ と がわ か っ た。

液体支持膜面を用 い た進行波型 フ ィ ーダの基礎的研究

恩 田 慎 也

本研究 は， 液面で支持 さ れた膜面を波動面 と し て用 い て， そ こ に搬送能力 の あ る 進行波を発生 さ せ
て， そ の波動 に よ り 従来の方法で はハ ン ド リ ン グや搬送が困難な 微細， あ る い は薄い物体， さ ら に は
軟粘体な ど を フ ィ ー ド す る こ と の可能な フ ィ ー ダの 開発を 目 的 と し て い る 。 膜 に かか る 張力が小さ く ，
ま た ア ク チ ュ エ ー タ の駆動振動数が大 き い方が波動面上に発生す る 進行波の波長が短 く な る こ と を明
ら か に し ， 波動面上 に 5 mm程度の波長の進行波を発生 さ せ た。

2024A I - 3Fe- 5N i 系粉末成形合金の加工熱処理 に 関 す る 研究

北 野 亮 一

ア ル ミ ニ ウ ム 合金の加工熱処理法 CThermomechanical Treatment ，  TMT) は， 塑性加工 と 時効析
出 の組み合わ せ処理を行い， そ の重畳効果 に よ っ て強化促進す る も の で あ る 。

本研究 に お い て は AhFeNi 化合物粒子の微細分散 に よ る 約473K ま で の 耐熱性向上 を す で に 確 か め
た ， 2024Al-3Fe-5Ni 合金の 時効硬化特性 に及ぼす加工熱処理の影響を検討 し た。 そ の 結果， 適切 な
条件で の温間圧延後， T6 処理を加え る こ と に よ り ， 機械的性質を著 し く 向上 さ せ る こ と が可能と な っ

。た



ね じ り 負荷 を 受 け る 超微小要素 の応力 に 関 す る 分子動 力 学 的研究

木 村 秀 紀

面心立方構造の 超微小要素が ね じ り 負荷 を 受 け る と き ， そ の 要素 に生ず る 応力 を 分子動力学的手法

を 用 い て解析 し た 。 応力 は応力 を 定義す る 領域 内 の 粒子数 に 依存 し ， 粒子数 が少な い と き ， 弾性学 に
お け る 応力 と 著 し く 異 な る こ と が わ か っ た 。 ま た ， 分子動力学法で得 ら れ る ね じ り 軸方 向 の 変位 は弾

性学 に お け る 変位 と 定性 的 に 一致す る こ と ， 超微小要素 を 構成す る 粒子の 速度， 運動す る 範囲， お よ
び粒子 に 作用 す る 力 は， ね じ り 負荷 の 大 き さ に 依存 し な い こ と が わ か っ た 。

改良 9Cr- 1 Mo 鋼厚肉鍛造材の 高温低サ イ ク ル疲労強度 に 及 ぼ す

切欠 き お よ び時効 の 影響

小 島 明 弘

改良 9Cr-1Mo 鋼厚肉鍛造材 の 高温低サ イ ク ル疲労寿命 に 及 ぼす切欠 き の 影響 お よ び 時効 の 影響 を

検討す る た め 非時効材 お よ び3000時間 の 時効処理 を 施 し た 平滑試験片 お よ び環状切欠 き 試験片 を 用 い
て 873K ， 大気中 に お い て 荷重制御 の も と で低 サ イ ク ル疲労試験を 行 っ た 。 そ の 結果， 平 滑 お よ び 切

欠 き 材 の 引 張保持 と 圧縮保持 の 疲労寿命 は三角 波 の そ れ と 比較 し て低下 し ， 低下 の 度合 は平滑材 と 比

べ て 切欠 き 材 の方が小 さ か っ た 。 ま た ， 切欠 き 材 の 破損寿命 に は熱時効 に よ る 低下が認め ら れ た 。

ク ラ ス タ ー の衝突 に お け る エ ネ ル ギ ー 変換機構

小 島 聡

ク ラ ス タ ー の 衝突過程 に お け る エ ネ ル ギ 一 変換機構 を 明 ら か に す る た め に ， 2 次元分子動力学法 に
よ る 衝突 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た 。 ク ラ ス タ ー は 7 粒子 の 六角形形状で あ り ， 質量中心 に 関す る 回
転運動 を 行 わ な い も の と 仮定 し た 。 ま た 衝突 は両 ク ラ ス タ ー の 質量 中心線上 で起 こ る も の と し た 。 そ

し て， 衝突速度 と 衝突後の ク ラ ス タ ー サ イ ズ の 関係， す な わ ち ， ク ラ ス タ ー の 凝集 ・ 分裂， 変換 さ れ

る エ ネ ル ギ ー と 変換割合， エ ネ ル ギ ー の 変換開始 ・ 終了順位 を 明 ら か に し た 。
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メ カ ニ カ ル ア ロ イ ン グ に よ る 2024A卜 Fe- N i 系超微細結品粒材料の作製 と
そ の機械的性質 に 関 す る 研究

近 藤 琢 年

A19FeNi 化合物粒子の微細分散 に よ り 473K 付近で の 強度が向上す る こ と がす で に 確認 さ れ て い る
急冷凝固 2024Al-3Fe-5Ni 合金粉末 に MA を付加す る こ と に よ り ， 超微細結晶粒材料を作製 し ， 低温
(室温-473K) に お け る 強度特性及 び高温 (723K-773K) に お け る 高速超塑性特性 に 与 え る MA の
影響を検討 し た。 そ の結果， MA 時間の増大 に伴 い圧粉体の ミ ク ロ 組織 は均一微細化 の 傾向 に あ り ，
低温 に お け る 機械的性質 は著 し く 向上 し た。 ま た， 適切 な 予加 工 を 付加 す る こ と に よ り 長時間 MA
(43hr) で高速超塑性を示 し た。

冷間鍛造用新 ア ル ミ ニ ウ ム合金の腐食疲労強度特性

椎 原 克 典

鍛造性 の 向上を 目 的 に A6151 に Cu を増量添加 さ せ た 新 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 A6151M の腐食疲労試験
を行い， 腐食疲労強度 に及ぼす冷間鍛造比お よ び時効時間の影響を従来材 (A615 1 ， A61 1 0) と 比較
し 検討 し た。 A6151M の腐食環境下で の き 裂発生 は粒界割れ に よ る も の で あ り ， 疲労強度 は大気中の
そ れ に比べて大 き く 低下 し た。 ま た， A6151M の鍛造材 は時効時閣を長 く す る こ と に よ っ て腐食疲労
強度を改善で き る 。

オ ー ス テ ナ イ ト ス テ ン レ ス鋼 の 断続切削 に お け る 工具摩耗 に 関 す る 研究

白 山 浩 之

難消材 と し て知 ら れ る オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ン レ ス 鋼の SUS304 を K20， MI0 ，  P20 の各工具 を 用
い て 断続切削 し ， 疲削性 に及ぼす切削条件の影響を検討 し た。 そ の結果， 本合金の断続切削 に適 し た
工具 は P20 工具で あ っ た。 ま た， 切削速度が早 く な る に つ れ鋸刃状切 り 屑 が小 さ く な り ， そ れ に つ
れて切削抵抗 も 低下 し ， そ の周期的変動量 は減少 し ， 切 り 屑 の排出状況が滑 ら か に な る た め工具寿命
距離 は長 く な る こ と が知 ら れ た。
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耐摩耗性鋳造鋼合金の加熱切 削特性 に 関 す る 研究

杉 山 裕 亮

銅 に 亜鉛， ア ル ミ ニ ウ ム ， 鉄， シ リ コ ン お よ び ジ ル コ ニ ウ ム を添加 し た 特殊鋳造銅合金 は， 高温 に

お い て 引 張強 さ お よ び硬 さ が著 し く 低下 し ， 伸 びが大 き く な る 機械的性質 を持 っ て い る 。 本研究で は

こ の 点 に 着 目 し ， こ の合金を 各種条件 で常温お よ び加熱切削 し た と き の 切削特性 に お よ ぼす加熱温度

の 影響を比較検討 し た 。 そ の結果， 工具摩耗や切屑排出性な ど の 観点か ら 送 り を大 き く し ， 適温で加
熱切削す る と 作業性が改善 さ れ る こ と が知 ら れ た。

窒化珪素の繰返 し 疲労下の微小表面 き 裂進展特性

( き 裂寸法 と 応力比の影響)

墨 徹 也

窒化珪素 セ ラ ミ ッ ク ス を供試材 と し て， 微小表面 き 裂進展特性 に 及 ぼ す き 裂寸法 と 応力比 の 影響 を

明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て. 50-100 μ m. 150-500 μ m の 微小表面 き 裂， そ し て 貫通 き 裂 の 進

展特性 を 調査 し ， さ ら に き 裂形態 に 及 ぼす応力比 の 影響 に つ い て も 検討 を 加 え た。 そ の 結果， 微小表
面 き 裂で は貫通 き 裂 に 比較 し て進展速度が加速 し て お り ， こ れ は 水分 の 影響が強 く 働 く た め と 思 わ れ

る 。

摩擦熱を伴 う 転が り 接触 に よ る 表面 き 裂の屈折進展特性

土 田 祐 知

実際 に は表面 き 裂が分岐屈折 し て各種 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 損傷 に 至 る こ と が多 く ， さ ら に 実際の 転が り

す べ り 接触で は摩擦熱が生 じ る も の と 考え ら れ る 。 そ こ で本研究で は， 摩擦熱 を 伴 う 転が り 接触 を 受

け る 半無限体の 表面屈折 き 裂 に つ い て， 応力拡大係数 を解析 し エ ネ ル ギ ー 開放率を 求 め ， す べ り 率や
摩擦係数 ・ 内圧等の分岐角 度 に 及 ぼ す影響 を 数値的 に 検討 し た。 さ ら に ， き 裂進展則 を用 い て 疲労寿

命 を数値的 に推定 し 熱的効果等が結果 に 及 ぼす影響 を 調 べ た 。



高 ク ロ ム鋼 の砥石切断性 に 及ぼす熱処理の影響

常 森 保 志

高 ク ロ ム 鍋 の 砥石切断性 に 及 ぼす 熱処理の 影響 に つ い て検討す る こ と を 目 的 と し ， 4 種類の鋼種 に

つ い て そ れ ぞ れ 3 種類 の 熱処理 を 施 し た計12種類の被削材 に 対 し ， 砥石切断機を 用 い て， 湿式切断を

行 っ た 。 そ の結果， 高硬度 の 焼入焼戻材の切断抵抗が最 も 高 い値 を 示 し た。 ま た ， 切断抵抗 の 高 い 高

硬度の焼入焼戻材の 研削比が最 も 小 さ い値を示 し た。 熱処理 の違 い が表面 あ ら さ に 及 ぼす影響 は ほ と

ん ど み ら れ な か っ た。

ニ ュ ー ロ コ ン ト ロ ー ラ の設計 と そ の応用 に 関 す る 研究

中 川 誠

近年， ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク は， そ の 実用性が注 目 さ れ る よ う に な っ て か ら ， 研究が盛ん に 行 わ

れ て い る 。 本論文 は， ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た 適応型 の 制御方式 を微小衝撃加工機械 の 制御

に 適用 し よ う と す る も の で あ る 。 ま た， 制御性能 に 影響 を 及 ぼ す学習 の 安定性 の 問題 に 対す る 対策 と

し て， 制御器の 入力情報 の ス ケ ー リ ン グ お よ び交換 を行 う 設計手法の提案を行い， 数値 シ ュ ミ レ ー シ ョ

ン に よ っ て， 有効性の検討 を 行 っ た。

ア ル ミ ナ セ ラ ミ ッ ク ス の ク リ ー プ フ ィ ー ド 研削性 に 関す る 研究

中 村 泰 朗

ア ル ミ ナ 含有量 の 違 い が， ダ イ ヤ モ ン ド 砥石 を 用 い た ク リ ー プ フ ィ ー ド 研削性 に与 え る 影響 を 検討
す る こ と を 目 的 と し ， 含有量 の 異 な る 3 種類 の ア ル ミ ナ セ ラ ミ ッ ク ス を実験材料 と し て選 び， 研削速
度， 砥石切込 み量， テ ー フソレ送 り 速度 を 変化 さ せ て実験 を 行 っ た 。 さ ら に ， 研削除去率 を一定 と し て
通常研削領域か ら ク リ ー プ フ ィ ー ド 研削領域へ と 研削条件 を遷移 さ せ て実験 を 行 い ， 研削様式 の 違 い

が研削性 に与 え る 影響 を比較検討 し た。
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ポ ー ト ホ ー ル ダ イ に よ る 矩形押 出 し シ リ ン ダ ー の
寸法精度の 向上 に 関 す る 研究

永 尾 誠 一

ポ ー ト ホ ー ル ダ イ に よ る シ リ ン ダ ー 製品等 の 押 出 し に お い て は， 工具 の 設計が不可欠 で あ り ， な か

で も ダ イ ス の 設計が最 も 重要で あ る 。 こ れ ら は経験則 に 基づ い た 試行錯誤 の 繰 り 返 し で， 定性的 な 報

告が ほ と ん ど で あ る 。 そ こ で本研究で は， 肉厚差 の 大 き い 矩形 シ リ ン ダ ー の押出 し に お け る ポ ー ト ホ ー

ル ター イ ス 雄型 の ポ ー ト 孔形状が， 製 品 の 寸法精度 (特 に 中空部 の 真 円 度) や圧着接合強度 に及ぼす影

響 を チ ャ ン パ ー 内 の メ タ ル フ ロ ー を対応 さ せ， 寸法精度 の 向上 に つ い て考察 ・ 検討 を行 っ た 。

牛轍密骨 の疲労寿命 と 応力 繰返 し速度の関係 に 及 ぼす応力 比の影響

永 森 治

牛大腿骨 の 徹密質を 用 い て 種 々 の 条件下で疲労試験 を行 い， 疲労寿命 に及ぼす応力繰返 し 速度 の 影

響 を調査 し ， こ れ ら の 関係 に 及 ぼす応力比の影響 を 明確 に し た 。 ま た ， 実験的 な 知見 を 踏 ま え て 牛徹

密骨 を オ ス テ オ ン を 素単位 と し た 梁構造物 と し て モ デ ル化 し ， 牛徹密骨 の 疲労破壊特性 の シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン を 行 っ た。 そ し て， 疲労寿命 と 応力繰返 し 速度 の 関係並 び に こ れ ら の 関係 に 及 ぼす応力比 の影

響 を 理論的 に 導 き ， 実験結果 と 比較検討 し た 。

骨 セ メ ン 卜 の疲労特性並 び に 骨 セ メ ン ト と 海綿 骨 の接合強度 に 関 す る 研究

奈 良 哲 郎

骨 セ メ ン ト CMW-3 並 び に ZIMMER 製骨 セ メ ン ト を 用 い て疲労試験 を 行 い ， そ れ ら の 疲労特性 を

明確に す る と と も に ， 条件 を変え て接合 し た 牛海綿骨 と 骨 セ メ ン ト の 接合材 を 用 い て静的曲 げ試験及

び疲労試験 を 行 い ， そ れ ら の 特性 を 調査 し た 。 そ の 結果， 接合時 に 大 き な 加圧 を 行 い ， 海綿骨 の 接合
面 を 洗浄す る こ と に よ り 接合強度が高 ま っ た 。 ま た ， 疲労特性 が 優 れ た CMW - 3 を 用 い た 接 合材 の
方が ZIMMER を 用 い た も の よ り 優 れ た 接合強度が得 ら れ た。
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摩擦熱 を伴 う 転が り 接触 に よ る 被覆材界面 き 裂の応力拡大係数

西 野 武 志

被覆材 の 界面 に き 裂 を有す る 被覆半無限弾性体が， 摩擦熱 を 伴 う 転が り す べ り 接触 を 受 け る ト ラ イ
ボ ロ ジ 問題 を 破壊力学的 に 取 り 扱 い ， き 裂進展を 定量的 に 評価す る パ ラ メ ー タ と し て き 裂先端 の 応力
拡大係数 を 求 め る こ と を 目 的 と し た 。 そ し て各種の ト ラ イ ボ ロ ジ 被覆材料 の場合 に つ い て応力拡大係
数 を 数値的 に 明 ら か に し ， 摩擦係数 や す べ り 率， 被覆層厚 さ や き 裂長 さ お よ び被覆材料 の 物性値 な ど

が応力拡大係数 に 及 ぼ す 影響 を 数値的 に 検討 し た。

U H MWPE の摩擦摩耗特性 に 関 す る 研究

花 谷 智 則

UHMWPE 使用 人工関節 の 寿命 を 高 め る 観点か ら ， 本材料 の 摩擦摩耗 の 特 性 を ピ ン オ ン デ ィ ス ク

型摩擦試験機 に よ っ て調べ， 表面評価 は金属顕微鏡 に よ っ て行 っ た 。 フ ラ ッ ト 面 は本材料 と し ， 他方
は ス テ ン レ ス 綱球 を 使用 し て い る 。 実験 は 関節液成分 の ヒ ア ル ロ ン 酸， グ ロ プ リ ン ， ア ル ブ、 ミ ン を潤

滑液 と し ， 人間 の 膝関節， 股関節 の 歩行時の 荷重， 速度条件で行 っ た。 そ の 結果， ヒ ア ル ロ ン 酸 は両
条件で 同 じ 摩擦摩耗特性 を 示 し ， 最 も 安定 な 性質 を 示 し た 。

ペ ン タ ルー プ振動子 に よ る 波動 フ ィ ー ダの基礎的研究

堀 田 秀 和

本研究 は， 進行波型 フ ィ ー ダ の 波動面 を有限個 に 分割 し て， 各 々 を 独立 に だ 円振動す る 振動子 と す

る こ と で， 現有 の 進行波型 フ ィ ー ダ で は 不可能で あ っ た だ 円振動 の 形状 ・ 傾 き ・ 回転方 向 を 独立 に 制

御可能 と し ， さ ら に 並べ た 振動子の 振動位相 の 制御 に よ り ， 進行波 の 形状お よ び進行方向 を 任意 に 設
定す る こ と で， 輸送 の 速度 ・ 方 向 を 自 由 に 変化で き る 新方式 の フ ィ ー ダ の 開発 を 目 的 と し て い る 。 各

振動子が独立 し て い る た め， 進行波 の 波形 を 任意 に 設定す る こ と も 可能で あ る 。



定電流法 に よ る 小 口 径管 内 気液ニ相流の
ボ イ ド計測 に 及 ぼす流動形態の影響

松 川 誠 治

小 口 径管 内気液二相流 の ボ イ ド 率計測 に ， 従来 の 定電流法 を そ の ま ま 適用 す る と ， 流動形態 に よ っ

て は正 し い計測が で き な い こ と が わ か っ た 。 そ こ で， 本研究で は管内 径 が 3 mm の テ ス ト セ ク シ ョ ン

に ， 簡単 な 形状 の 気泡 モ デ ルが流動す る 際 の 計測誤差 を， 計算 に よ っ て 求 め て検証 し た。 ま た ， 実際
の装置 で定電流法 と 急速 閉 め 切 り 法 に よ る ボ イ ド 率計測 を 行 い ， 計算 に よ る 検証結果 を 用 い て， 定電

流 ボ イ ド 計測値 を補正 し ， 両者の 値 を 比較検討 し た。

複数の適応度を持つ遺伝的 ア ル ゴ リ ズム を 用 い た P I D 制御器の設計 と

そ の応用 に 関 す る 研究

松 崎 英 世

GA を 用 い て複数 の 目 的 が あ る よ う な 問題 を評価す る 場合 な ど は， 多 く の 重 み や 関数 に よ っ て 評価
関数が記述 さ れ る こ と に な る 。 し か し ， こ の よ う な 重 み や 関数 は簡単 に 決定 で き な い こ と が多 い 。 こ

の た め ， 評価関数 は設計者 の 経験 と 勘 に よ っ て作 ら れ て し ま っ た。 し か し ， こ の よ う な 評 価 関 数 は ，
一般 の 人 に は理解 し に く く ， そ の 設定 も 非常 に 難 し か っ た 。 本研究で は， GA を 用 い て容易 に 多 目 的
制御 の た め の 制御則を構築で き る よ う に す る 。

SCM435鋼 の疲労強度特性 に 及 ぼす表面改質処理の影響

宮 下 直 道

材料 の 表面改質方法 と し て シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ お よ び TiN 被覆 に 注 目 し ， SCM435鋼 を 用 い て疲 労

強度特性 に 及 ぼ す表面改質処理の影響 に つ い て検討 し た。 実験で は シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グの み施 し た シ ョ ッ

ト 処理材お よ び そ の 材料 に さ ら に TiN 被覆 を施 し た 複合処理材 を 用 意 し ， 回 転 曲 げ疲労試験 を 行 い

疲労強度評価 を し た 。 各種表面処理材 は シ ヨ ツ ト ピ ー ニ ン グ に よ り 生 じ た 表面荒れや割れ の影響を受

け る た め 十分 な 疲労強度向上 は 得 ら れ な か っ た 。
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熱処理 し た各種 ク ロ ム鋼の切削 に お け る 工具摩耗特性 に 関 す る 研究

村 井 敏 幸

各種高 ク ロ ム 鋼 の 被削性 に及ぼす被削材の化学成分や 熱処理， お よ び、工具材種 の 影響 に つ い て検討
す る こ と を 目 的 と し ， 4 種類の鋼種 に つ い て そ れ ぞ れ 3 種類の熱処理 を 施 し た 計12種類 の 被削材の 外
周 丸削 り を乾式で、行 っ た。 そ の 結果 と し て は， 工具寿命距離 は， 被削材硬度や合金 中 の Cr 含有量 に
依存す る こ と が わ か っ た。 ま た ， 工具材種 の 影響 に お い て， 低硬度材 の 切削 に は M10 工具， 高硬度
材 の切削 に は CBN 工具が適 し て い る こ と が知 ら れ た 。

VR 形機関 の起振モ ー メ ン 卜 の研究

山 根 俊 和

VR 形機関 は 直列形機関の 長所 を 取 り 入れて， パ ン ク 角 を狭角 に し た V 形機関 の 一種で あ る 。 本研
究で は， VR 形機関 の 成立条件 と パ ン ク 角 を パ ラ メ ー タ と し た 振動学的 な評価を行 っ た。 具体的に は，
気筒数が 4 気筒か ら 10気筒機関の場合 に つ い て発生す る 起振 モ ー メ ン ト を 明 ら か に し ， VR 形構造 の
成立の 可能性 と パ ン ク 角 の 実用 的限界値 を導 い た 。 さ ら に ， パ ラ ン サ に よ る 起振 モ ー メ ン ト の削減方

法 に つ い て検討 を 加 え ， そ の 効果 に つ い て も 明 ら か に し た。

ス タ ッ ガー ド配列 フ ィ ン付管群の渦発生特性
ー フ ィ ン形状 と 流路幅の影響 一

山 本 高 義

フ ィ ン 付管群か ら 放 出 さ れ る 渦 と ダ ク ト 内 の 気柱振動数 と が一致す る こ と に よ っ て， 騒音が生 じ る
場合が あ る 。 こ の 騒音 を 防 ぐ た め に は， 管群か ら 放 出 さ れ る 渦 の 発生特性 を 知 る 必要があ る 。 そ こ で，
本研究 に お い て は， ス タ ッ ガ ー ド 配列 フ ィ ン 付管群 を対象 と し て， 渦 の 発生特性 に対す る ， 管群の配
置形状の 影響， 使用 す る フ ィ ン 付管の フ ィ ン 形状の 影響， 及 び流路幅 の 影響 を 調査す る と 共 に， 管群

の 圧力損失 に つ い て も ， フ ィ ン 形状 の 影響を調査 し た 。
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ハ イ ポ イ ド ギ ヤ の 精密段取 り に 関 す る 研究

米 林 JI国 也

ハ イ ポ イ ド ギ ヤ お創成 は， 歯す じ と 歯形 を 考慮 し た 曲面 と し て の 創成法 に 優 る も の は考 え ら れ て い
な い 。 し た が っ て， 第三 の 歯車 で あ る 相 当 冠歯車 に よ る 歯切 り 方式が有力 な も の と な っ て い る 。 こ の

方法で は， 特 に 第三 の 歯車 を 歯切 り 盤上 に 正 し く 構成す る 必要 が あ る 。 そ の 構成 の 内容 は， 主 と し て

カ ッ タ の セ ッ チ ン グ (段取 り ) に よ っ て決 ま る 。 そ こ で本論文 で， ギ ヤ を成形歯切 り し ， ピ ニ オ ン を

創成歯切 り す る た め に 必要 な カ ッ タ の 正確 な 位置 や 運動 に つ い て厳密 に 解析す る 。

放電被覆処理 に よ る 押 出 し ダ イ ス の 表面改質 と

性能評価 に 関 す る 基礎研究

論 貴 子

放電被覆処理 に よ る ダ イ ス ベ ア リ ン グ の 表面改質 を 試 み ， 押 出 し 金型 へ の 適用 性 を 検討 し た 。 そ の

結果， 放電被覆処理 を 施 し た も の は 難加工材 の 押 出 し に 対す る 耐摩耗性 は よ く ， 押 出 し に 際 し て ア ル

ミ が ベ ア リ ン グ面 に 厚膜付着 と な り ， 押 出 し 材性状 は 被覆 を 施 し て い な い も の と 同等 な も の が得 ら れ
た 。 ま た 放電被覆 に よ り テ ア リ ン グ の 発生が抑制 さ れ， 同温度 で 押 出 し で も 押 出 し 速度 を 速 く す る こ

と が で き ， 押 出 し の 加工限界 は 向上 し た 。

高 ク ロ ム 鏑 の 穴 明 け加工性 に 関 す る 研究

王 健 鉄

難削材 と し て 知 ら れ る 各種 の 高 ク ロ ム 鋼 の 穴 明 け加工性 に 及 ぼす工具形状， お よ び加工条件 の 影響
に つ い て検討す る こ と を 目 的 と し て， コ バ ル ト 系高速度鋼 ド リ ル に TiN コ ー テ ィ ン グ し た ス ト レ ー

ト ド リ ル を 用 い て， 6 種類 の 高 ク ロ ム 鋼 の 穴 明 け加工を行 っ た。 そ の 結果， 被削材 の 種類 に よ っ て適
切 な 加工条件お よ び ド リ ル先端角 が あ る こ と を 明 ら か に し た 。
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オ ブザー バを使 っ た非対称油圧 ピ ス ト ン駆動系 に 関す る 研究

孔 祥 泳

非対称油圧 ピ ス ト ン を駆動す る 場合， 受庄面積 の 差 に よ っ て 左右非対称速度 と な る 。 ま た， 非対称
速度 は負荷 の 変動 の 影響 を受 け や す い。 そ こ で， 非対称 ピ ス ト ン に よ っ て生ず る 左右 の 非対称駆動力
を 一種 の 外乱 と 見 な し ， こ れ を オ ブザ ー パ に よ っ て推測 し ， 不平衡力 を補償す る こ と に よ っ て左右対
称 な 出 力速度 を得 る 方法 を 提案 し ， 解析を行 っ た。 ま た ， オ ブ ザ ー パ を電子回路 に よ っ て製作 し ， 油

圧駆動装置 に 装着 し て実験 を 行 い解析の妥当性を確か め た。

η，u

 



〔物質工学専攻〕

機能性修飾物質 に よ る 分子認識法 に 関 す る 研究

青 山 洋 士

分子認識す る 機能性物質 を 用 い， 1 . 修飾電極 に よ る ジ ア ス テ レ オ マ 一 分離 に 関 す る 研究 2 . 機

能性薄膜 に よ る テ ル ペ ン 類 セ ン サ ー の 開発 に つ い て そ れ ぞ れ検討 し た。 修飾電極 に よ る 異性体 の 分離

は 目 的生成物が ほ と ん ど生成 し な か っ た た め 検討で き な か っ た 。 に お い セ ン サ ー で は 機能性薄膜 を

LB 法で付与 し た ほ う が ス ピ ン 法 に 比べ分子 レ ベ ル で 平 に 付与で き る こ と か ら 分子 吸着面積 が 大 き く
な り 感度 を 良 く す る こ と が で き た。

2 成分溶媒 を含 む高分子溶液の乾燥機構

池 上 博 志

高分子溶液の塗布 ・ 乾燥 に よ る 薄膜製造 プ ロ セ ス で は， 乾燥 に よ る 溶媒 の 移動機構 の把握が製 品 の

品質向上や 高機能化 に お い て重要で あ る 。 本研究で は 2 成分溶媒 を含む 高分子溶液 ( ト ル エ ン ー エ チ

ル ベ ン ゼ ン ポ リ ス チ レ ン 系溶液) の 乾燥特性 を 把握す る 目 的 で実験的検討 を行 っ た 。 ま た， 物質移

動 モ デ ル を 用 い気液平衡関係 と 合 わ せ て数値計算 を 行 い ， こ の モ デ ル の 本実験系へ の適用性を調べ る

と と も に ， 乾燥特性 に つ い て解析的検討 を 行 っ た。

1 - 2- 3 系酸化物超伝導体の 混合状態 に お け る

電気抵抗 と 熱電能の温度依存性

江 上 武 宏

将来， 実用化が期待 さ れ る 酸化超伝導体 に お い て混合状態の解明 は非常 に 重要 な 研究課題 で あ る 。

本研究で は， 酸化物超伝導体 に お い て電気抵抗率 の 測定で は電流 に よ る 磁束 フ ロ ー を ， 熱電能測定で

は熱流 に よ る 磁束 フ ロ ー を測定す る こ と で， 固相反応 に よ り 作製 し た 4 種類 の 1 -2-3 系酸化物超伝 導

体 RBa2Cu，07-y CR = Sm ，  Eu，  Gd，  EU0 9PrO l) の 混合状態 の 考察及 び解析 を行 っ た 。



液体超急冷 し た過共品 AI - S i 合金の組織 と 機械的性質

大 橋 一一 主主Eコ

本研究 で は， 単 ロ ー ル超急冷凝固法で作製 し た ， Al- (12�30) % Si 合金 の リ ボ ン 状試料 の 微細組
織 に及 ぼ す Si 量 と ロ ー ル回転数 (冷却速度 に 対応) の 影響 を調べ， 硬 さ 測定及 び 引 張試験 を行 っ た 。
そ の結果， 試料 は 106K/s オ ー ダ ー で冷却 さ れ， ロ ー ル面側 と 自 由 面倒 で は 異 な る 徴細 な 2 層組 織 が
得 ら れ た 。 ロ ー ル面側 の 層 の 硬 さ は， ロ ー ル回転数が増 し で も そ の層 の 厚 さ は一定で あ る が， 硬度 は
増す こ と が分か っ た。

ホ ウ 素炭化物 H01-xNdxN bB2C の超伝導 と 磁性

大 上 卓 男

ホ ウ 素炭化物超伝導体の 物性 を 定性的 に 評価す る た め に H0 1-xNdxNi品C の 比抵抗測定， HoNi品C
の 比熱測定， 及 び NdNi，B2C の 磁 化 測 定 と 帯 磁 率 測 定 を 行 っ た 。 比 抵 抗 の 測 定 結 果 に お い て ，

NdNi品C が超伝導性 を示 さ な い こ と と ， そ の両端の組成で現れ た磁気転移 と 超伝導転移 は 中 央 の 組

成で完全 に 消失す る 事 を 確認 し た 。 帯磁率測定 の結果か ら NdNi品C が5. 03K で 反 強磁性転移 を 持 つ
こ と を確認 し ， ま た比熱 の 測定か ら 集 中 し て存在す る 3 つ の 磁気転移 を 評価 し た 。

1 ， 1 - エ チ レ ン ー 1 H- ア ズ レ ニ ウ ム イ オ ン の 合成研究

梶 岡 孝 則

1 ， 1 - エ チ レ ン ー 1 H- ア ズ レ ニ ウ ム イ オ ン の 合成を 行 い ， 低温 NMR 測定 に よ っ て そ の生成 を 確認
し た 。 カ チ オ ン は 熱的 に 不安定で o oC に お い て徐 々 に 分解 し ， 求核剤 と の 反応で は三員環上で反応 し
た生成物 の み が得 ら れ た。 ま た ， 6 司 tertー ブ チ ル及 び 6 ー イ ソ ピ ロ ピ ルー 3 ， 8 - ジ メ チ ル 置 換体 に つ
い て も 合成 を行 っ た と こ ろ ， い ず れ の 化合物 も 母体化合物 に 比べ安定で あ り ， 特 に 後者 は黄色結晶 と
し て単離で き た。
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STM に よ る ア ル ミ ニ ウ ム基合金の粒界近傍 の優先変形挙動 の観察

片 山 暢

現在 ア ル ミ サ ッ シ に 使用 さ れ て い る AI-Mg-Si 合金 は 強度 を 高 め れ ば高 め る ほ ど延性が低 く な っ て

い き 最高強度で は変形 を 与 え る と 突然割れ る と い う 欠点 が あ る 。 こ の 原因で あ る フ ォ ー ル ド と 呼 ば れ

る 起伏 に そ の カ ギ が あ る が， ミ ク ロ の世界の立体像が分か る 走査 ト ン ネ ル 顕微鏡 ( STM) を 用 い て

強度が上が り 延性が低 く な る 途 中 の 段階で発生す る そ れ の立体形状 を 明 ら か に す る こ と に 成功 し た 。

こ の 機構が さ ら に 解明 さ れ れ ば 自 動車部品等へ の応用 が期待 さ れ る 。

ホ ウ 素 ー 窒素結合を有す る ベ ン ゾボ レ ピ ン類の合成研究

鎌 田 義 隆

ホ ウ 素 窒素結合を有す る 3 - ( 1 ー ピ ロ リ jレ) - 3 - ベ ン ゾ ボ レ ピ ン の 合成 を 行 い ， 各 種 NMR

の 測定 に よ り そ の 生成 を確認 し た 。 ま た ， こ の 化合物 に お い て は， ホ ウ 素 窒素聞 の 二重結合性が期

待 さ れ， こ の 化合物 の NMR ス ペ ク ト ル の 考察 よ り ， あ る 程度の 二重結合性を有す る こ と を確認 し た。
こ の 二重結合性 は， こ の 化合物が不安定 で あ る こ と か ら ， 化学的 な 安定化 に 寄与 し て い な い と 考 え ら

れ る 。

シ ク ロ ヘ プ タ (aJ シ ク ロ ペ ン タ (ghJ フ ェ ナ レ ン - 5 ，  1 0 ー ジ オ ン の
合成 と 性質 に 関 す る 研究

北 川 哲 也

ア セ ナ フ テ ン か ら 10段階 を経て シ ク ロ へ プ タ (a) シ ク ロ ペ ン タ (gh) フ ェ ナ レ ン 5 ，  10 ー ジ オ

ン の 1 ， 2 位 に ジ ク ロ ロ 置換 し た 化合物 の 合成 と 単離 に 成功 し た。

こ の 化合物 の 物理的， 化学的性質 に つ い て比較検討 を行 っ た と こ ろ 中性種 は五員環部 の 孤立 し た 極

限構造式の 寄与 の 大 き な 安定化合物で あ り ， ま た ジ カ チ オ ン 種で は 芳香族性 を示す構造 と 反芳香族性
を示す構造 の 双方 の 寄与 の あ る 電子状態 を と っ て い る と 考え ら れ る 。
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フ ェ ナ レ ン核を含む縮合多環化合物 の合成

金 城 幸 治

近年， 様 々 の完全共役 カ ル ボ ニ ル化合物が合成 さ れ， そ の 性質 に つ い て も 解明 さ れ て い る 。 そ の 中
で も ベ ン ゼ ン 系 の 三環性化合物で あ る フ ェ ナ レ ン を核 に も つ フ ェ ナ レ ノ ン は分極及 び プ ロ ト ン 付加 に
よ り 安定化す る の は勿論， 更 に 特異的 に カ チ オ ン 種， ラ ジ カ ル種 に お い て も 安定化す る 性質 を も っ て

い る 。 し か し 合成 の 例 が少 な く 性質 に つ い て も 未知 な 点 が多 く ， そ こ で今回 フ ェ ナ レ ン 核 を 含 む縮合
多環化合物の 合成を計画 し 性質 に つ い で調 べ た 。

A I - AI 3N i 共品系合金お よ び N isA I 金属 間化合物 の電気化学的特性

小 村 一 成

本研究 は， 機能性材料 と し て の 利用 が期待 さ れ て い る Al 基共晶系合金や 複合体強化合金材料 の 腐

食特性の解明 に 関す る 基礎研究の 一環 と し て， AトAhNi 共晶系合金 お よ び Ni3Al 金属 間 化 合 物 の 電

気化学的特』性 に つ い て検討 し た。 Al-AhNi 共 晶 系 合 金 の ア ノ ー ド 溶解 の 主過程 は Al ( α )  + AhNi 

( ß ) 共品組織か ら の Al ( α ) 固溶体の 優先溶解で あ り ， Ni 成分 は ほ と ん ど溶出 し な い。 ま た ， Ni3Al 

電極の活性態領域 に お け る 腐食形態 は Ni 電極同様 に 全面腐食で あ る 。

A I - T i - Zr 系混合粉末の メ カ ニ カ ル ア ロ イ ン グ

坂 田 裕 司

Al-12at%Ti-X 3 元系 (X = Fe， Cr， Ni) の MA で ア モ ル フ ァ ス 化が起 こ る 。 ア モ ル フ ァ ス カ 化の
重要 な 因子 に 格子定数 の 大 き な 変化が考え ら れ る 。 Fe， Cr ， Ni は， い ず れ も Al 中 に 固 溶 す る と α 
Al の 格子定数を 大 き く 減少 さ せ る 。 本研究で は， ま ず液体超急冷法 で作製 し た Al- (ü . l - 1 .5) at % Zr 
試料 に つ き ， Zr 濃度 と 格子定数 の 関係 を調べ， つ ぎ に Al一 ( 3 -15) at%Zr 2 元素及 び Al - 12at % Ti -
( 3  -15) at%Zr 3 元系混合粉末 の MA 過程 と ア モ ル フ ァ ス 化 を 調 べ た 。 Al 中 に Zr が 固 溶 す る と 格
子定数 は増大す る 。 ま た 2 元系， 3 元系 の MA 過程 で は化合物 A19 田Zr0 17 及 び A1Zr3 が 生成 し ， ア モ
ル フ ァ ス 化 は起 こ ら な い。
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電子 ビ ー ム 融解法で Cu お よ び N i を 注入 し 改質 し た
A I 一 Mg 合金 の機能性の評価 に 関 す る 研究

坂 本 佳 紀

本研究 は， AI-Mg 合金 の 機能性強化 の 方法 と し て電子 ビ ー ム 融解法を 用 い て Cu お よ び Ni を 注 入

し 改質 し た AI-Mg 合金 の 機能性 の 評 価 を行 っ た 。 Cu を 注 入 し た 場 合 の 組織 は A12Cu 金属 開 化 合 物

が網 目 上 に 晶 出 し ， 機械的強度 は大幅 に 増大す る が， 耐食性 は劣化す る 。 Ni を 注 入 し た 場 合 の 組織

は， A13Ni 金属 間化合物 の 針状結晶 お よ び A13Ni' + A13N i の 包晶組織が観察 さ れ， 機械 的 強度 は 増 大

す る が脆 く な り ， 耐食性 に 関 し て は若干劣化す る 。

ア ミ ン 系抽 出 剤 に よ る チ オ シ ア ン酸 ア ン モ ニ ウ ム 水溶液か ら の Ag ( 1 ) の抽 出

十文字 慎

本研究 は ア ミ ン 系抽 出剤 に よ る ， チ オ シ ア ン 酸水溶液か ら の 銀 の 抽 出 の 検討 を 行 い ， 抽 出 種 の 組成

や み か け の 平衡定数 の決定を 行 っ た 。 銀 の 抽 出 は チ オ シ ア ン 酸 の 抽 出 と ア ミ ン チ オ シ ア ン 酸塩 に よ る

銀 の 抽 出 の 二段階 に わ け で， 各 々 の 平衡定数か ら ， そ の 抽 出挙動 を シ ミ ュ レ ー ト す る こ と が可能で あ

る こ と を 確認 し た 。 Primene JMT の 場合， チ オ シ ア ン 酸水溶液か ら の 銀 の 抽 出 平衡種 の 組成 は Ag

(SCN) s' で あ り ， 平衡定数 は logK以 = 20 . 0 で あ る o TOA の 場 合 ， 各 々 Ag ( SCN ) ，'- ， logKex = 1 7 . 4 で

あ る 。

Cu ( 1 1 ) ア ン ミ ン 水溶液か ら の均一球形酸化物微粒子の作製

高 松 威 夫

本研究 は， Cu (II ) ア ン ミ ン 水溶液か ら 錯 イ オ ン の 高温加水分解 に よ る 球状酸化物微粒 子 の 生成 と

サ イ ズ制御 の 可能性 さ ら に 高温加水分解反応 の 機作 に つ い て検討 し た 。 球状酸化物 微粒 子 の 生成 は ，

静置換条件下 で NH，+ イ オ ン が存在す る 必要が あ り ， さ ら に 球状酸化物微粒 子 の サ イ ズ制御 は ， Cu 

(II ) ア ン ミ ン 水溶 液 の 組成 お よ び熟成時間 を調製 す る こ と に よ り 可能 で あ る こ と を 明 ら か に し た 。

ま た 品析速度 の 増加 は， 得 ら れ る 球状酸化物微粒子 の サ イ ズ を 小 さ く す る 。 こ れ は ， 晶析の 核生成速

度 の 増加 に よ る こ と を 明 ら か に し た 。
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発生ガ ス 分析用感湿素子 に 関 す る 研究

玉 置 忠 之

主 に低湿度域 (-20%RH) で の測定を前提 に ， 比較的高温 ま で測定可能で， 水分 に の み 応答 す る

素子を 作製 し ， 発生 ガ ス 分析法 に 応用 す る 目 的で研究を行 っ た。 作製 し た感湿素子 は， 再現性が良 く ，
温度依存性， 経時変化が見 ら れ る が， 水分以外の ガ ス の 影響 は 全 く 受 け な か っ た 。

ま た， 案 際 に 発生 ガ ス 分析装置 に組み込み， Fe-Mn 酸化物の C， H2 還元過程 の 測定 に 用 い ら れ た

と こ ろ ， 出 還元 に よ る 水分 の 発生が 直接測定で き た 。

低熱膨張性超合金 I ncoloy909 に お け る 応力加速粒界酸化

辻 野 博 昭

Incoloy909 は 低熱膨張性耐熱合金 で あ る が 応 力 付 加 環 境 下 で 使 用 す る 際 に 応 力 加 速 粒 界 酸 化
(SAGBO) 脆性 を 引 き 起 Iこ す と さ れ て い る 。 本合金 を 1 100-1300K， 0 -29 .4MPa の 引 張応力下で 高

温酸化 し た と こ ろ ， 酸化 ス ケ ー ル は粒界 ス ケ ー ル， 粒内 ス ケ ー ル お よ び外部 ス ケ ー ルか ら 成 り ， 成長
速度 は い ずれ も 放物線則 に 従 っ た 。 1200K ， 1300Kで は無負荷 よ り も 引 張応 力 下 で 粒 界 ス ケ ー ル の 成

長 が促進 さ れ た 。 SAGBO を 実験的 に 確認 し た。

Ln (希土類 ; Tb， Pr ， Ce， Eu) - Cu - Q 系複合酸化物 に 関 す る 研究

堤 義 弘

X 線回折 に よ る 結果， Tb20S - CUO - CU20 領域 に お い て Tb2CU205 は 存 在 す る が他 の 複合酸化物 は

存在せず こ の領域 は 4 相共存で あ る 。 同様の分析の結果， Ce02 と CuO ， CU20 聞 に 複合酸化物 は 存在

し な い。 電気伝導度測定 よ り (Tb ， Pr， Eu) - Cu ー O 複合酸化物 の 活性化 エ ネ ル ギ ー を 求 め た 。 酸素

濃炎電池電極材 と し て Tb401， Tb2CU05 を 用 い た 結果， TbD1 は 多孔性 Pt よ り よ い 精度 と 耐久性 を 持
ーコ 。
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複合微細造粒粒子の連続生成 と 複合形態
ー 粉砕を伴 う 円錐型転勤造粒法 に よ る ー

都 竹 聡

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 ， CaC03 及 び SiC 粉末

を 原料 と す る 二成分複合微細造粒粒子 の 連続生成の 可能性 を 実験的 に 確か め る と 同 時 に ， 得 ら れ た 複

合造粒粒子径 と そ れ に 含 ま れ て い る SiC 凝集体の粒子径 と の 関係 を も と に ， 造粒粒子 の 複合形態 を評
価す る こ と を 試 み た 。 そ の結果， 複合形態 は 3 つ の モ デ ル に 大別 で き ， そ れ ら は 造粒粒子径 と 造粒粒
子中 の SiC 濃度 に 依存す る こ と を得 た 。

粒子分散型 ア ル ミ ニ ウ ム合金基複合材料の 時効析出挙動

寺 木 武 志

金属 の 強度向上の手段 と し て 第二相粒子 の 複合化が考え ら れ る が， 更 な る 強度向上を 目 的 と し て母
相 に 時効硬化型 の Al 合金を， 第二相粒子 と し て セ ラ ミ ッ ク ス 粒子 を 用 い た 粒子分散型 Al 合金基複

合材料が考え ら れ る 。 本研究 で は セ ラ ミ ッ ク ス 粒子 を 用 い て複合材料 を 作製 し た 結果， す ば ら し い 機

械的特性 を 持つ 材料 の 開発 に 成功 し た。 ま た TEM に よ る 高分解能観察の 結果， 今 ま で誰 も 解 明 で き

な か っ た 時効析出過程 も 明 ら か に し た 。

傘型回転振動 円 板 に よ る 異形微細粒子群の連続分離特性

遠 山 正 和

本研究室で試作 し た 乾式 の 回転振動 円 板型形状分離装置 を 用 い ， 異形微細粒子群 の 連続形状分離 に

及 ぼ す各種操作条件 の 影響 を 種 々 の 処理量 の も と で検討 し た 結果， (1) 分離効率 は球状粒子の転落を

妨害す る 非球状粒子の 配列個数， 粒子径， 円 板回転速度， 円 板表面傾斜角 の 各要 因 に 依存す る こ と を

重回帰分析 に よ り 明 ら か に し ， 本装置 に お い て は水平 円 板 よ り も 傘型 円 板 の使用 が有効 で あ る 等， 最

適条件 に 関す る 知見 を 得 た 。 (2) 非球状粒子 の 配列個数 を 支配す る 粒子移動速度 に つ い て理論的， 実

験的 に 考察 を 試 み た。
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2 層系ニ重拡散対流の層境界に お け る 熱， 物質， 運動量の移動現象

外 山 和 宏

2 層 の安定な 垂直濃度勾配 に 水平温度勾配を与え た 時発生す る こ重拡散対流を対象 に， 特 に層境界
に 注 目 し た ト レ ー サ ー に よ る 可視化実験 と 溶液註出法 に よ る 局所濃度測定実験 を行 っ た。 そ の結果 よ
り ， 二重拡散層境界面 の 形成か ら 崩壊 ま で の複雑な 形態変化の 詳細 と そ れ に 伴 う 層間溶質移動 の 巨視

的 メ カ ニ ズ ム に つ い て説明す る 。 ま た， 上下層間 の 物質移動 は 対流の 強 さ を 決定す る 加熱冷却条件 に

依存 し て い る こ と を 明 ら か に し た。

超合金 Refractaloy26 の 時効組蟻 と 性質

土 井 主包耳喝な

Ni 基耐熱合金 は、 Lla 型 の結晶構造 を 有す る 7 ' 相で強化 さ れ る こ と が多 い。 7 ' 相 は析 出初期 は 球

状で あ り ， 時効時間 の 経過 に 伴 い 立方体状へ移行す る 。

本研究で は， 析出強化相が 7 ' 相 で あ る Refractaloy26 合金の 時効硬化 と 透過型電子顕微鏡観察 に

よ る 7 ' 相 の形態変化 ま た 母相 7 お よ び 7 ' 相 の 格子定数な ら び に 7 ' / 7 格子 ミ ス マ ッ チ と 形態変化

と の相聞 に つ い て， 893K - 1 1 23K の 時効温度で最大720ks の 時効材 に わ た り 詳 し く 調査 し た。

MAC 法 に よ る 二重拡散対流の数値解析

中 島 栄 次

二層 に 濃度成層 し た 流体を左右か ら 加熱冷却 し た 場合 に 発生す る 二重拡散対流の数値解析を行 っ た。
MAC 法を用 い た計算結果 と 実験結果 と の 比較 よ り ， 対流開始か ら セ ル対流形成 ま で の段階 に お い て

定性的一致が得 ら れ た。 ま た 空 間分割 の 精度 を 向上 さ せ た 計算を行 っ た 結果， 特 に 濃度場の乱れが誠

少 し 安定 な 解が得 ら れ る よ う に な っ た。 こ の こ と か ら 二重拡散対流の 解析 に お い て は濃度場 の 発達 を
い か に 正確 に 解 く か が重要で あ る こ と が分か っ た。
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Ag- Fe 系 に お け る 磁気抵抗効果

永 田 純 一

常磁性金属 の バ ル ク 中 に 強磁性金属微粒子が多数存在す る よ う な 試料 に ， 数 kOe の 外部磁場 を 加

え る と 電気抵抗が大 き く 減少す る 。 こ れ は 磁気抵抗効果 (MR効果) と 呼 ば れ， 近年大 き な 注 目 を 集

め て い る 。 本研究で は ， 常磁性金属 に Ag， 強磁性金属 に Fe， Co，  Ni を 用 い ， 高周 波 ス パ ッ タ リ ン グ

装置 を 用 い て試料 を作成 し た 。 作成 し た 試料 に つ い て， 強磁性金属濃度 と ア ニ ー ル 時 間 に よ る MR

効果の変化を測定 し た 。

過冷却溶液か ら の結晶成長 に伴 う 液相 内 の移動現象

中 村 清 経

本研究で は 矩形容器 に 満 た さ れ た 飽和溶液を側方冷却 し て 過飽和状態 を っ く り ， 既存結品が成長す

る と き の 対流挙動 と 結晶成長 の 関係 に つ い て実験的 に 及 び数値的 に 検討 し た 。 実験で は流れ場 の 可視

化及 び局所 の 温度 と 濃度 を 測定 し た 結果， 結晶成長 に 伴 い 容器上部 に 低濃度流体が蓄積 し ， そ こ か ら

層が発生発達 し ， 多層構造 を形成す る こ と が明 ら か に な っ た 。 数値解析で は結晶界面 に 熱 と 物質 の 収

支式 を立て， 差分法 を 用 い て計算 を行 っ た 結果， 実験 と 比較 し て定性 的 な 一致が得 ら れ た。

ホ ウ 素炭化物 H 0 1 -xYxN i 2 B 2C 系 の超伝導 と 磁歪の研究

司孝垣西

HoNi2B2C は超伝導 と 反強磁性状態が共存 し て い る と 言 わ れ て い る が. Y に は 磁気 は 存 在 し て い な
し 、 。

HoNi品C に Y を添加す る こ と に よ る 超伝導 と 磁気状態 の 変化を解明す る こ と を 目 的 と し て お り ， 研

究手段 のーっ と し て磁歪測定装置 を作製 し た 。 試料 は ア ー ク 溶解で作製 し ， 磁歪 の 測定回路 は ホ イ ー

ス ト ン ブ リ ッ ジ で， ア ク テ ィ ブ ダ ミ ー 法 を 使用 し ， ひ ず み の 検 出 に は ひ ず み ゲ ー ジ を 使 用 し て い る 。

磁歪 の 変化 に も 超伝導 や 磁気的変化 に 応 じ て変化 を す る こ と が わ か っ た。
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ガ ス 軟窒化部の異常軟化機構

野 上 拓 也

ガ ス 軟窒化 は鋼材で製造 さ れ る 部品 の 高性能化 に 対 し 必要か っ 適切 な 処理で あ る が， そ の 工程系列
中 に ろ う 付 け 処理 を 行 う と ， ガ ス 軟窒化後表面下で異常軟化部が生 じ 問題 と な っ て い る 。 硬度分布，
AI と N の 濃度分布， ガ ス 軟窒化部 の観察か ら ， 異常軟化 は ろ う 付 け 時 の N， 雰 囲 気下 に よ る AIN の

生成， 成長が原因で生 じ ， ろ う 付 け 時 の 雰囲気を AIN の 生成， 成長を 防 ぐ 不活性 ガ ス を 使用 す る こ
と で異常軟化 を 防止で き る こ と が わ か っ た。

Fe- W 電着合金 に よ る 工具類の表面改質

平 田 貴 之

高温で の硬 さl に 優 れ た Fe-W 合金 を め っ き 法で作製 し ， 表面改質法 と し て の 是非 を そ の 硬 さ と 基

体 と の 密着性か ら 検討 し た。 電着合金の硬 さ は， 未熱処理の 場合， 電着粒子の大 き さ に よ っ て わ ず か

に影響を受 け る が， タ ン グ ス テ ン 含有率 に は ほ と ん ど影響 さ れ な か っ た。 一方熱処理 を行 う と ， ビ ッ

カ ー ス ス ケ ー ル で数百程度硬 さ が増加 し ， 基体表面硬 さ を 上回 っ た。 ま た， 基体 と の密着性 は， 熱処

理温度 と タ ン グ ス テ ン 含有率 に よ っ て影響 を受 け た。

TCNQ 錯体の L B 膜 に 関 す る 研究

二 ッ 谷 尚

本研究で は， octadecyl-TCNQ 金属錯体 の作製 を試み， 膜 の 配向性や物理的性質 に つ い て比較， 検

討 し た 。 そ の結果， (1)  LB 法 に よ り 得 ら れ た 累積 膜 は o - TCNQ 銅錯体 で あ る こ と が確認 さ れ た 。
(2) 累積膜 は原子 レ ベ ル で観察す る と 凝縮状態の単分子膜が基板 に 累積 さ れ て い る こ と が 明 か と な っ

た 。 (3) LB 法 に よ っ て電極 に修飾 し た 膜 は電気化学的還元 に よ っ て二量体 を 形成 す る 可能性 が 考 え
ら れ る 。
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パ ル ス め っ き 法 に よ る 酸性 ク エ ン酸浴か ら の N i - Mo に 関 す る 研究

向 畠 匡一郎

酸性 ク エ ン 酸浴か ら の Ni-Mo 電着合金 に 関 し て 液相側， 固相側 そ し て電着機構 に つ い て研究を行 っ

た 。 そ の 結果以下 の こ と が わ か っ た 。 ( 1) パ ル ス め っ き の 場合， 直流 め っ き に 比 べ て 電着 歪 み は 低減

し ク ラ ッ ク が減少 し た 。 特 に パ ル ス 周 波数が100Hz の 場合 で は ク ラ ッ ク は 認 め ら れ な か っ た 。 ま た ，

電着表面 は平滑 に な る こ と が わ か っ た。 (2) デ ュ ー テ ィ ー サ イ ク Jレ が減少す る に つ れ ， す な わ ち オ フ

タ イ ム が長 く な る に つ れ モ リ ブ デ ン 含有率 は増加 し た 。

超伝導混合状態 に お け る 熱流電磁気効果

村 上 敬 喜

熱 的 な 解析 と い う ア プ ロ ー チ か ら ， 超伝導混合状態 の 磁束 フ ロ ー を 観測す る こ と を 目 的 と し た 。 熱

流電磁気効果 を 測定 で き る 装置 を 作製 し ， 熱流電磁気効果 の う ち の ネ ル ン ス ト 効果 を 測定す る こ と に

よ っ て， 磁束 の 輸送 エ ン ト ロ ビ ー ら を 見積 り ， 磁化測定 に よ る 結果 と 比較 し た。 ま た ， ホ ー ル 効 果

に つ い て も ， 同装置 に て 測定 し た 。 試料 と し て， 2 - 1 - 4 系酸化物高温超 伝 導 体 Lal SSSrO ぉCU04 と

Lal ぉBa0 15Cu04 を 用 い た 。

H 2S04- NaC I 水溶液 中 に お け る S U S304 ス テ ン レ ス 鋼 の

応力腐食割 れ に 関 す る 研究

本 津 明

本研究 は， SUS304 鋼 の H 2S0.-NaCl 水溶液中 に お け る SCC を 含 む腐食形態 に 及 ぼ す環境側因 子 お

よ び材料側因子 の 影響 に 注 目 し ， SEM 観察 を も と に 定量的 に 検討 を 行 っ た 。 SCC 発生 に は H 2S04 濃

度 お よ び NaCl 濃度 の両方が同 時 に 関与 し ， オ ー ス テ ナ イ ト 相 中 に マ ル テ ン サ イ ト 相 が存在 す れ ば マ

ル テ ン サ イ ト の 優先溶解 に よ る 活性経路腐食型 SCC が発生す る 。 腐食形態 に は Cu ， Mo 含 有量 の 両

方が関与 し て い る 。
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液中造粒への界面物性の影響

盛 裕 作

液中造粒法 は， 造粒粒子製造法 の 1 っ と し て， ま た 粉体混合物か ら の 目 的成分 の 成分分離法 と し て
用 い ら れ て い る 。 本研究で は 分散媒中へ の 界面活性剤 の 添加 に よ り ， 分散粒子， 架橋剤滴， 分散媒 の
界面物性を 変化 さ せ， 液中造粒 フ。 ロ セ ス ， 特 に 平衡造粒粒子径 と ， 造粒粒子強度 と の 関係 に つ い て検

討 し た。 そ の 結果， 平衡造粒粒子径 は， 造粒粒子強度 と と も に増大す る こ と ， 造粒粒子強度 を 界面活
性剤 の 添加 に よ る 界面物性 の 変化 に よ っ て制御で き る こ と が分か っ た。

H RTEM に よ る A I - Mg- S i 基合金の核生成機構の検討

吉 田 朋 夫

Al一Mg-Si 基合金 の 時効析 出過程 は， 過飽和国溶体→G. P . ゾ ー ン →中間相 ß ' →平衡相 β と さ れ て

い る が， そ れ ら は全て推論 の み で確認 さ れ て い な か っ た 。 本研究で は， 時効初期段階 を 高分解能電子

顕微鏡で 直接観察す る こ と に よ り G.P . ゾ ー ン の 確認 に 世界で初 め て成功 し た。 そ れ ら は大 き さ 約 1
nm程度 の 微細 な 板状 の 形態 を し て お り ， ま た， 時効時 間 の 経過 に 伴 っ て 幅広 で 針状 の 形態 に 成長 し
て い く こ と を 明 ら か に し た 。

断熱鋳型半連続鋳造法 に よ り 作成 し た ア ル ミ ニ ウ ム合金鋳塊の 引 張特性

渡 辺 亨

ア ル ミ サ ッ シ 等 に 使用 さ れ る 展伸 用 合金 は連続鋳造鋳塊で作 ら れ る こ と が多 い。 近年， 製造 コ ス ト

の低減や鋳塊品質 の 向上 な どが求め ら れ て お り ， そ の 要求 を 満 た す た め に 多 く の 鋳造法が考案 さ れ実

用 化 さ れ て い る 。 本研究 で は 従来 の 鋳造法 の 欠点 を補 う た め に， 新 し く 考案 し た 断熱鋳型半連続鋳造

法 を 用 い て表面 も 滑 ら か で組織 も 均一 な 鋳塊を作 り そ の鋳塊特性 を 調 べ た 。 そ の 結果， 今後実用化が
期待で き る 高品質 な 鋳塊が得 ら れ る 画期 的 な 鋳造法で あ る こ と が分か っ た。
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Fe- M n 酸化物 の炭素還元過程 に 関 す る 研究

渡 辺 寛 樹

ブ ロ ッ ク 状 の Fe-Mn 炭化物 と 粉末状 の Fe-Mn 酸化物 間 の 反応で は ， 接触界面反応 に よ っ て 炭 化
物 の 最外殻 に 多孔質 Fe 層 が生成 し ， 酸化物層 が炭化物 に接す る 部分 に MnO 層 が 生成 す る 。 ま た こ
の と き CO ガ ス が発生 し て酸化物層 を還元 し ， 酸化物層 中 に Fe と MnO が生成す る 。 多孔質 Fe 層 は
反応 の 進行 に と も な っ て厚 く な る 。 こ の 厚 さ の 時間 と 温度 に 対す る 変化か ら 反応 の み か け の 、活性化 エ
ネ ル ギ ー を計算す る と ， 約150kJ/mol と い う 値が得 ら れ た 。

液 中 国体面へ の液滴 の付着

渡 遺 泰 伸

懸濁液滴 の 液 中 国体面へ の付着 は， 2 つ の過程を経て起 こ る と 考 え ら れ る 。 す な わ ち ， 最初 に 液滴

が固体面 に 接近 し ， 次 に 回 ・ 液二相 が接触 し て付着 に 至 る 過程 で あ る 。 こ れ ら の 過程 に 及 ぼす液滴お

よ び、固体面 の 界面物性 の 影響 に つ い て検討 を 行 っ た 。 そ の 結果， 液滴 の 固体面へ の 付着 は ， 液 滴 / 固
体面聞 の 相互作用 力 に 強 く 影響 さ れ る こ と 。 ま た ， 液滴の 固体面 に 対す る 接触角 に も 影響 さ れ る こ と

が わ か っ た 。
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シ ソ 科植物 の 電気融合 と 細胞培養

井 上 健

シ ソ 科植物で あ る Mentha piperitα ( ペパ ー ミ ン ト ) と Rosmarinus officinalis C ロ ー ズ マ リ ー )
の生長点培養 を行 っ て カ ル ス を誘導 し ， 更 に そ れ を材料 に し て 液体懸濁培養 を行 う こ と に よ っ て両細
胞 の 大量培養 を行 っ た。 次 い で， そ の 両懸濁培養細胞 よ り プ ロ ト プ ラ ス ト を単離 し て， 両 プ ロ ト プ ラ

ス ト の 電気的細胞融合 を行 っ た。 そ の 後， 2 ，4-D O . lmg/l を含 む MS 液体培地で 暗黒下 の 静置培養 を

行 っ た と こ ろ ， 細胞分裂 と コ ロ ニ ー の 形成 ま で を 確認 し た。

H PしC Ana lys is  and Thermal Propert ies of 
Cyc l i c  Cyanamides Conta i n i ng A l ky lme lam i ne .  

井 上 靖 彦

Cyclic cyanamides were analyzed satisfactorily by HPLC using phosphate buffer as pH values 

CpH 2 . 0 -6 . 0 )  and buffer concentration CO . 05M - 1 . 0M) ， respectively . The identification of each 

cyclic cyanamide was examined and the determination was accomplished simultaneously using 

photodiode array UV-VIS detector. Both thermal and electron impact decomposition processes 

for two kinds of ethylhexylmelamine were investigated by thermal analysis and mass spectra 
using EI method. 

樹木 に よ る 大気中 の C2"'C5 ア ルデ ヒ ド 吸収

内 田 隆太郎

樹木 に よ る 大気中 の C 2-CS ア ル デ ヒ ド 吸収 に つ い て 明 ら か に す る た め に ， 簡易測定装置 を製作 し ，

各種樹木 の C ，-Cs ア ル デ ヒ ド 吸収速度 を 測定 し た。 樹木 に よ る C 2-CS ア ル デ ヒ ド 吸収速度 は， ほ ぼ
落葉広葉樹>常緑広葉樹>針葉樹の順で あ っ た。 ま た ， 樹木聞 の C，-Cs ア ル デ ヒ ド 吸収速度 の 差 は ，
主 に 蒸散速度 の 差 に 基づ い た。 衛易 ガ ス 拡散抵抗 モ デ ル に よ る 解析 よ り ， C ，- C s ア ル デ ヒ ド は 気孔
を 介 し て樹木 に 吸収 さ れ代謝 さ れ る こ と が示唆 さ れ た 。
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刺激応答性プ ロ テ ア ー ゼ に よ る 酵素活性の O N - O F F 制御

大 津 泰 成

本研究 で は プ ロ テ ア ー ゼ と し て主 に サ ー モ リ シ ン を 使用 し ， 酵素表面 の ア ミ ノ 基 に 約520C の 白濁開

始温度 を 有 す る 刺激応答性高分子 を修飾 し た 新規 の 刺激応答性 フ。 ロ テ ア ー ゼ を調製 し た 。 本刺激応答

性 サ ー モ リ シ ン は ， 高分子基質 に 対 し て効率 よ く 作用 し ， 塩刺激 に よ り 酵素活性 を 瞬 間 的 に OFF 制

御 で き ， さ ら に ， 温度刺激 に よ り 酵素活性 を 瞬間 的 に ON-OFF 制御 で き る こ と が わ か っ た 。

パ ク テ リ オ フ ァ ー ジ 中 K の塩基性 J タ ン パ ク 質の合成 と DNA 結合様式

岡 田 隆 行

フ ァ ー ジ φ K の J 蛋 白 質 は フ ァ ー ジ の 形態形成 に お い て重要 な 役割 を 果 た し て い る と 推定 さ れ て い

る 。 そ こ で ， J 蛋 白 質 を 化学合成 し ， 合成 し た J 蛋 白 質 (SynJ) と そ の 環状一本鎖 DNA と の 相互作

用 様式 を 円 二色性及 び蛍光 ス ペ ク ト ル法 に よ り 検討 し た 。 SynJ - DNA 相互作用 は イ オ ン 強度 に 依 存

し て静電的並 び に 協 同 的相互作用 を 示 し た 。 SynJ と DNA と の 結合 は 静電 作 用 と 共 に 疎 水 性 相 互 作

用 な ど も 重要 に な る こ と が示唆 さ れ た 。

Stud i es o n  the photochemica l  behavi or of severa l  su l foxides and su l f i l i m i nes 

神 山 英 夫

ピ リ ジ ル ス ル ホ キ シ ド 誘導体 を 高圧水銀 ラ ン プ照射 下 に 光分解 を行 な っ た と こ ろ ， 主生成物 と し て

酸素転位生成物 で あ る 相 当 す る ス ル フ ィ ド と ス ル ホ ン が得 ら れ た 。 ナ フ チ ル基 を 有 す る ス ル フ ィ ル イ

ミ ン の 光分解で は ス テ ィ ー ブ ン ス タ イ プ の 転位生成物が得 ら れ た。 さ ら に ， 分子 中 に ス ル ホ キ シ ド ，

ス ル フ ィ ル イ ミ ン の 両方 の結合を 持つ チ ア ン ト レ ン 誘導体 の 光分解 で は S - N 結合 の 解離 に よ り ナ イ

ト レ ン が発生す る こ と が分か っ た 。
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新規糖脂質 と レ ク チ ン と の 相互作用 に 関 す る 研究

川 口 智 章

新規糖担持 ビ ニ ル モ ノ マ ー を脂賀型 ラ ジ カ ル開始剤 を 用 い て重合 し ， 新規 の 糖脂質を合成 し た。 こ

れ を 用 い て調製 し た リ ポ ソ ー ム と レ ク チ ン と の 相互作用 に つ い て検討 を 行 っ た。 レ ク チ ン に よ る リ ボ

ソ ー ム の凝集 は ス ペ ー サ ー の長 さ ， ボ リ マ ー の 重合度及 び リ ポ ソ ー ム 中 の 糖脂質含量 に 依存 し た。 ま

た ， 新規 ガ ラ ク ト ー ス 担持 リ ボ ソ ー ム と ガ ラ ク ト ー ス レ セ プ タ ー を有す る 腹腔 マ ク ロ フ ァ ー ジ と の 相
互作用 に つ い て も 併 せ て検討 し た。

固定化 ト ラ ン ス グル コ シ ダ ー ゼを 用 い た微水系で の有用配糖体の酵素的合成

黒 越 努

本研究で は， 常温常圧 の 温和 な 条件下で糖 ア ル コ ー ル お よ び配糖体の 合成 プ ロ セ ス の確立を 目 的 と
し て， グ ル コ ー ス の み を特異的 に 認識 し ， 転移縮合反応活性が高 い ト ラ ン ス グ ル コ シ ダ ー ゼ を 固定化

し た 2 種類の 国定化酵素 を調製 し た。 本固定化酵素 を 用 い て， 界面活性剤， 疑似糖 と し て利用価値の

あ る グ ル コ シ ル オ キ シ エ チ ル ア ク リ レ ー ト ， 甘味料や食品添加物， お よ び化粧品 に 用 い ら れ る コ ウ ジ

酸 グ ル コ シ ド を繰 り 返 し 合成す る こ と が で き た 。

ホ ウ 酸基担持脂質膜界面 に お け る 分子認識

来 山 麻 衣

親水部 に ホ ウ 酸基 と 三級 ア ミ ン ， 四級 ア ミ モ ニ ウ ム 塩， ア ク リ ル ア ミ ド の い ずれか を有す る 脂質 を
合成 し た。 主 に 表面圧 一 分子 占有面積曲線測定 に よ り ， そ れ ら の脂質膜界面 に お け る ホ ウ 酸基 の 糖 に
対す る 分子認識 を 検討 し た。 下層液 に 様 々 な 糖及 び糖 タ ン パ ク 質 を 溶解 し た 場合， 脂質の見か け 上 の
分子 占有面積 は変化 し た。 こ の 占有面積の 変化 に よ り ， ホ ウ 酸基 と 糖の 会合及 び， そ の会合 に お よ ぼ
す ア ミ ン の 効果を検討 し た。
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高分子半導体膜 を 用 い た農薬の光触媒分解お よ び大気 中 の
1 ー ナ フ チ ル ア ミ ン と 二酸化窒素 の 粒子界面上 に お け る 反応

小 谷 智 樹

高分子半導体で あ る ポ リ (2 ， 5 ジ ヘ キ ソ キ 、ン パ ラ フ ェ ニ レ ン ) と ポ リ (3ー オ ク チ ル チ オ フ ェ ン ー2 ， 5-

ジ イ ル) は 4 種 の 農薬 に 対 し て光触媒機能 を有 し ， 酸素 に よ る 光触媒分解速度 の 促進効果が見 ら れ た。
ま た ， ベ ン ゼ ン に よ る 阻害効果 の結果か ら ， 伝導帯で生成 し た ・ OH に よ る 酸化分解経路 と ， 価電子
帯 の ホ ー ル に よ る 直接酸化 の 2 経路が予想 さ れ る 。 さ ら に ， 大気中 の 1 ー ナ フ チ ル ア ミ ン と 二酸化窒

素 の 粒子界面上 に お け る 反応 に つ い て報告す る 。

砂浜植物 の実験室育種

粛 藤 健 吾

試料植物体 の茎部を 2 ，4-Dichlorophenoxyacetic acid と Kinetin を含 む MS 寒天培地 に 移植 し 培 養
す る と ， 培養 1 週間 自 に は カ ル ス 化が確認 さ れた。 続 い て， l -naphthaleneacetic acid と 6-benzylade 
mne を含 む MS 培地中 に カ ル ス を移植 し 再分化誘導 を 行 っ た と こ ろ ， カ ル ス 増 殖 は 確認 さ れ た も の
の， 再分化 に ま で は 至 ら な か っ た 。 し か し ， こ の MS 培地中 の 窒素濃度 を半減 さ せ た 場合， 約 2 週間
目 に カ ル ス か ら の 再分化が確認 さ れ た。

撹梓型 ビ ー ズ ミ ル に よ る パ ン酵母内有用 物質の放 出過程

佐 々 木 智 一

本論文 は， 撹梓型 ビ ー ズ ミ ル に よ る 回分破砕 に お け る パ ン 酵母 の 破砕過程 と 有用物質の放出過程を
実験的 に 明 ら か に す る と と も に ， 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 に お
け る 最大酵素放 出 量 を 用 い て酵素の放 出過程を解析 し ， そ れ を 定量的 に 説 明 す る と と も に ， 速度定数
の物理的 内 容 を 明 確 に し た 。 さ ら に ， タ ン パ ク 質 に つ い て は， 全操作因子 を 考慮 し た 相関式を 導 く こ
と に よ り 放 出過程を ほ ぼ統一的 に 示 す こ と が で き た 。
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ヒ ト 第 1 4番染色体 q32 領域か ら の CA 反復配列を含む STS マ ー カ の単離

鈴 木 忠 夫

CA 反復配列 は染色体上で比較的均一 に 存在 し 高 い遺伝的多型性が存在す る こ と か ら有利な マ ー カ ー

で あ る と 考え ら れ る 。 そ こ で我 々 は ヒ ト 第14番染色体 q32 領域 を よ り 詳細 に 解析す る た め， こ の領域

に マ ッ プ さ れて い る 酵母人工染色体 (YAC) ク ロ ー ン を用 い ， CA 反復配列 を 含 む STS マ ー カ ー の

単離 を 試 み た 。 そ の結果， イ ン サ ー ト がす べ て CA 反復配列 に よ っ て構成 さ れて い る ク ロ ー ン が得 ら

れ， 今回用 い た方法 は CA 反復配列 の 濃縮 に は有効で あ る こ と が確認 さ れ た。

ニ酸化 チ タ ン を 用 いた水中の農薬の光触媒分解反応

竹 田 聡

光触媒で あ る 二酸化 チ タ ン は， 環境庁基準項 目 及 び監視項 目 に あ げ ら れ て い る 14種類 の 農薬 に つ い
て， 光分解， 加水分解 と 比べ非常 に は や く 光触媒分解 し た。 光触媒分解速度 は， 農薬 に よ り 差が あ る
が， そ れ は農薬 の 構造上 の も の ま た は 中 間生成物が関与 し て い る と 考 え ら れ る 。 い く つ か の 農薬 に つ
い て， 分解速度 に 影響 を 与 え る 諸国干 に つ い て検討 し ， 分解最適条件を 確立 し た。 ま た， 中 間生成物

に つ い て も 同定 し ， 分解経路 を予想 し た。

Stud ies on prote i n- polysacchar i de i nteractions 
us i ng Escherichia coli i sometr ic  phages Cell Technology II， 

Department of Chemical and 8iochemical Engineering 

Hisayuki Tadokoro 

The microvirid phage φ K， specific for Escherichiα coli K12 ， contains a circular single-stranded 

(SS) DNA in the icosahedral virion comprising of four phage gene products， F ， G， H ，  and J 
φ KhT ， a host -range mutant of φ K， can grow on E. coli C and B ， besides K12 .  Sequencing 

analysis revealed that the genome of ø K and ø KhT consists of 6 ， 089 bases ， and φ KhT 
contained two changed bases in the genes G， and H .  
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N i 錯体触媒 を 用 い た ポ リ ( (N - フ タ ル イ ミ ド メ チ レ ン) イ ミ ノ メ チ レ ン〕 の
合成 と そ の高分子反応性

富 岡 喜 昭

ポ リ イ ソ シ ア ニ ド は 4 モ ノ マ ー 単位 で 1 ピ ッ チ の ヘ リ ッ ク ス 構造 を 有 す る 剛直 な ポ リ マ ー で あ り ，

吏 に 主鎖 の 各炭素原子が置換基 を 持つ 非常 に 密 な 特異的構造 を 有 し て い る 。 そ の た め 機能性置換基 を

導入 し た ， 様 々 な 新規 ポ リ イ ソ シ ア ニ ド の 構築が Nolte ら を 中心 に 報告 さ れ て い る 。

本研究 で は， 反応性置換基 で あ る ア ミ ノ 基 を側鎖 に 有 す る 新規 ポ リ イ ソ シ ア ニ ド の 構築及 び そ の 高

分子反応性 に つ い て検討 を 行 っ た 。

シ ッ フ 塩基化合物 の抗酸化活性

中 村 知 文

我 々 好気性生物 に と っ て酸素 は生命活動 を し て い く 上で必要不可欠 な も の で あ る 。 一方， 短寿命で

は あ る が反応性 に 富 み 様 々 な 酸化反応 に 関与す る 酵素種 (活性酸素) が あ る 。 こ こ で は生体分子及 び，

そ の モ デ ル化合物 の 活性酸素 に よ る 酸化的損傷 と 新規合成抗酸化剤 の 活性酸素 に よ る 酸化的損傷 に 対

す る 阻害効果 に つ い て調 べ た 。

可動有限 オ ー ト マ ト ン に よ る D NA か ら タ ン パ ク 質合成過程の

計算機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

野 本 剛

生命の セ ン ト ラ ル ド クー マ と 言 わ れ て い る ①DNA 鋳型 と し て mRNA を合成す る 転 写過程， ② そ の

mRNA か ら イ ン ト ロ ン を取 り 除 く mRNA の ス プ ラ イ シ ン グ過程， ③ ス プ ラ イ シ ン グ さ れ て で き た

成熟 mRNA の 塩基配列 を も と に ア ミ ノ 酸 を 連 ね て タ ン パ ク 質 を 合成す る 翻訳過程 に つ い て ， 可 動 有

限 オ ー ト マ ト ン モ デ ル を 用 い て計算機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た 。 そ の 結果， 各過程 に お け る 生物学

的知見 に 即 し た シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を行 う こ と が で き た 。
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外部刺激 に よ る .Cyc lodextr i n の触媒作用 の制御

前 田 美智子

thymine は 核酸塩基 の 一つ で あ り ， 光 に よ っ て可逆的 に 二量化， 開裂す る こ と が知 ら れて い る 。 β 司
cyclodextrin (CD) の 一級水酸基 を thymine 基で修飾 し ， CD に 光応答性を付与す る こ と を 試 み た 。

導入 し た thymine 基 (CD-Thy) や， そ の二量体 (CD-Thy-D) は， 三種類 の フ ェ ニ ル エ ス テ ル の 加

水分解 に対す る 触媒作用 に影響を及 ぼ し ， p-nitrophenyl acetate の 加水分解 に お い て ， CD - Thy の

触媒効率 は 未修飾 CD の約1 .4倍， CD-Thy-D で は CD -Thy の 約 4 倍 の 値 を 示 し た 。 CD に 光応 答性

を付与す る こ と で， 触媒作用 を制御 で き る こ と が判 明 し た 。

8acillus brevis に よ る ビ フ ェ ニ ルの水酸化 に関す る 研究

森 下 信 彦

ビ フ ェ ニ ル の 水酸化 を行 な う バ ク テ リ ア と し て Bacillus brevis を分離 し た 。 酸化 は ビ フ ェ ニ ル の

4 一 位 に対 し て 選択的 に 起 こ り ， 逐次的 に 4 ヒ ド ロ キ シ ビ フ ェ ニ ル と 4 ， 4 ' ー ジ ヒ ド ロ キ シ ビ フ ェ

ニ ルが生成 し た 。 酸化 は300C ， pH 7 付近が最適で， 菌体の増殖条件で進行 し た 。 菌 体 に 対 す る 生成

物 の 毒性が高 い た め 栄養物 の 存在下で 4 ， 4 ' ー ジ ヒ ド ロ キ シ ビ フ ェ ニ ル が生成 し た。

外部刺激に対す る 植物 の 表面電位の応答

耶 雲 隆 弘

寒天 ガ ラ ス 微小電極 と 綿糸電極 を 使用 し ， 外部刺激 に対す る 植物 の 表面電位 の 応答 を 調 べ た と こ

ろ ， 光刺激 に対す る ギ ボ ウ シ の 葉面電位の 応答 に は葉緑体が関与 し て い る 明確な 実験結果 を 得 た 。 ま

に 音刺激 に対す る オ ジ ギ ソ ウ の 応答 は周 波数 に よ っ て感度が異 な り ， 羽片 の 閉合 と 同 時 に 葉柄の 表

面電位の 振動が観測 さ れ た。 さ ら に ， ハ ー ブ系植物 の 匂 い刺激 に 対 し て カ ポ ッ ク の 葉面電位が応答 を

示 し た 。
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8acillus cereus に よ る メ チ ル ナ フ タ レ ン 類の酸化 に 関 す る 研究

安 吉 孝 明

メ チ ル ナ フ タ レ ン 類 を基質 と し て酸化能 を有す る バ ク テ リ ア の ス ク リ ー ニ ン グ を行 い ， 野生株 よ り
Bacillus cereus を 見 出 し た 。 こ れ は， ヒ ド ロ キ シ メ チ ル ナ フ タ レ ン と メ チ ル ナ フ ト ー ル を 生成 し た 。

2 位 に メ チ ル基 を 有す る ジ メ チ ル ナ フ タ レ ン ， 特 に ， 2 ， 6 ジ メ チ ル ナ フ タ レ ン は 選択 的 に 2 ， 6

ビ ス ヒ ド ロ キ シ メ チ ル ナ フ タ レ ン を与 え た 。 最適条件 は300C， pH 7 で あ っ た 。 そ の 他 の メ チ ル ナ フ

タ レ ン 類 に つ い て も 酸化 を 行 な っ た 。

玄米の乾燥及 び吸湿過程 に お け る 応力 と 割 れ
The Re l at ion between Ca l cu l ated Stresses and Observed Cracks i n  Brown Rice Kerne l s  

dur i ng Dryi ng and  Mo isture Adsorrt ion processes 

山 下 暢 隆

玄米の乾燥及 び、吸湿過程 に お け る 割 れ の 測定結果が従来 の 応力解析法 に よ る 計算結果 に よ っ て説明

さ れ る こ と を確認 し た。 次 に ， 実際 の 米 の 乾燥 に 同解析法 の 応用 を 目 指 し ， そ の 解析法 を非等温系 に
拡張 し た 。 一定条件で乾燥 し た 米 の 貯蔵 に お い て貯蔵温度 を変え る と 貯蔵過程 に お け る 割 れ率 も 変 わ

る こ と を 見 い だ し ， 拡張 し た 応力解析法 に よ る 検討 を 試 み た 。 ま た ， 乾燥 と 貯蔵 を 繰 り 返す間欠乾燥

法の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た。

Hydroperoxynaphthal  i m ide D e r i vatives Med iated -Ox idat ion a n d  Damage 
of Enzymes on Photo i rrad iat ion . 

山 本 貴 広

近年， 老化や 発 ガ ン の 原因 と し て認識 さ れ て い る 活性酸素種 と 生体分子 と の 聞 の 反応 に対す る 関心

が高 ま っ て お り ， 盛ん に 研究が行 わ れ て い る 。 私 は ， 可視光 の 照射 に よ り 活性酸素種 の 中 で も 最 も 反

応性が高 い ヒ ド ロ キ シ ラ ジ カ ル (HO ・ ) を発生す る ヒ ド ロ ペ ル オ キ シ ナ フ タ ル イ ミ ド 誘 導体 を 用 い

て， 種 々 の 酵素 の 活性 と 構造 に 与 え る 影響 に つ い て 検討 し た 。 こ の 研究 に よ り ， HO ・ が Trp 残基 を
N ー ホ ル ミ ル キ ヌ レ ニ ン へ と 酸化 し ， 酵素活性 を 大 き く 低下 さ せ， 酵素 に よ っ て は ペ プ チ ド 結合 の 切

断 を 引 き 起 こ す こ と が判 明 し た 。
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Study of I nterfac ia l  Molecular Recogn it ion on Self-Assembled Monolayers 
by Surface-Enhanced Resonance Raman Spectroscopy 

山 本 浩 之

機能性を有す る 超薄膜 を銀 コ ロ イ ド 表面上 に 形成 さ せ ( 自 己組織化単分子膜 ( SAM) ) ， 界面 で の
分子認識を 表面増強共鳴 ラ マ ン 分光法 (SERRS) を 用 い て解析 を 行 っ た。 メ ル カ プ ト 脂肪酸 に よ り
形成 じ た SAM を細胞膜 モ デ ル と し て， Cytochrome c と の相互作用 を 検討 し た 。 チ オ ー ル基 を 導入

し た シ ク ロ デキ ス ト リ ン に よ り 形成 し た SAM で， 光学活性 な ア ゾ色素 を 用 い て 立体選択性 を 検討

し た と こ ろ ， 遊離条件下 と は異 な っ た 結果が得 ら れ た 。

機能性高分子ゲル に よ る 金属 イ オ ン の 吸着平衡

山 本 哲 也

本論文 は， ポ リ ア ク リ ル ア ミ ド 加水分解 ゲ ル に よ る Cu (II) イ オ ン と Fe (II) イ オ ン の 補 足機能
も 化学量論的 に は金属 イ オ ン の 電荷数 に 応 じ て 2 : 1 の 比で結合す る と 考 え て， モ ノ カ ル ボ ン 酸 の
解離平衡 に基づ い て理論的 に 解析 し た も の で あ る 。 ま た ， こ の 系 の 吸着機構 を 定量的 に 考察す る モ デ
ル式 を 外水相水素 イ オ ン 濃度 の 関数 と し て導 き ， こ れ を 実験的 に も 検討 し て， 二価金属 イ オ ン の 単一
水相 お よ び混合水相 に お け る ゲ ル吸着特性 を 明 ら か に し た。

含水粘土層 の 電気浸透的脱水特性
Character ist ics of H igh Moisture C lay 8ed for E l ectroosmotic Dewater i ng 

楊 健

粘土層 の 電気浸透的脱水 に お い て， 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 の 両者が相互 に 独立 に 働 い て移動す る と み な し て， 水分移動 の 基礎式を導 き ， そ の数値計算 を 行 っ

た。 基礎式 に 含 ま れ る 3 個 の 未知定数を適当 に設定す る と 含水率分布変化 の 測定値 と 計算値が ほ ぼ一
致す る こ と が わ か っ た。 3 個 の 定数 は層 の 物性値や特性 な どで与え ら れ る の で， 粘土の 密度や比表面

積 な ど を 測定 し て そ れ ら の 定数 を 検討 し た。
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〔 シ ス テ ム 生産工学専攻〕

The dynam ics of e l ectron- pos i tron p l asma c l oud mov i ng across a magnet i c  f i e l d  

北 西 正

本博士論文 で は， 電子 一 陽電子 プ ラ ズ マ 雲 に 磁場 と 垂直方向 に初速度 を 与 え ， そ の 後 の プ ラ ズ マ 雲

の 動 き を 3 次元電磁， 相対論的粒子 コ ー ド を 用 い て 調 べ た 。 そ の 結果， プ ラ ズ マ 雲 の 一部が磁場万向

に 加速 さ れ る こ と ， プ ラ ズ、 マ 雲 の 運動 に よ り 電磁波 が励起 さ れ る こ と ， 雲 の 運動 エ ネ ル ギ ー か ら 電磁

エ ネ ル ギ ー へ の 変換効率が極 め て 良 い こ と が わ か っ た 。 さ ら に ， 初速度 を あ け、 る と ， 相対論効果 に よ

り ， ア ル ベ ー ン 波 が強 く 励起 さ れ る こ と が 明 ら か に な っ た 。

A6063 ア ル ミ ニ ウ ム合金押 出 し 形材の せ ん 断加工 に お け る

形状性の 向上 に 関 す る 研究

木 田 秀 隆

簡易金型 を 用 い た 押 出 し 形材 の せ ん 断加工技術 は技術開発的 な 取 り 組 み に 遅 れ が あ る 。 本 研 究 は ，

動的 せ ん 断機構 の 可視化， 押 出形材 の 形状性 と 加工条件 と の 関連性に つ い て実験や数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ

ン か ら 検討 し た 。 そ の 結果， 加工部形状性 に 及 ぼす 簡易金型 の 動 的挙動や加工条件 の 影響， お よ び 夕、

イ 無 し せ ん 断 に お け る 押 出 し 形材 の 座屈 限界 と 各種パ ン チ 形状 の 加工限界 と の 関連性 を解明 し ， 良好

な 形状性 を 得 る 加工条件 の 最適化 を 図 る こ と が で き た 。

耐熱性 ア ル ミ ニ ウ ム合金粉末固化成形材料の 開発

向 上

耐熱性 2024AI-Fe-Ni 系粉末合金 の 化学組成， 粉末 ミ ク ロ 組織 お よ び押出 し 材 の 機械的性質等 を 検

討 し た。 開発 し た 2024Al-3Fe-5Ni 合金 は473K に お い て 0 . 2 % 耐 力 約400MPa， 伸 び20 % に 達 し た 。

分散強化化合物粒子成長 の 抑制 を 目 的 と し ， そ こ で こ の 合金 を 用 い て 新 な 低 温 固 化 方 法 ECAP 法

を 提 出 し た 。 こ の 万法 に よ る 固化 し た 2024Al-3Fe-5N i 合金 の ミ ク ロ 組織 は著 し く 微細 で， か っ 大量

転位が導入 さ れ た。 ま た こ の 固化材 Cm = 0 . 27) は超塑性 の 可能性が秘 め て い る こ と を 見 出 し た 。
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品析プ ロ セ ス に お け る 結品 の形状制御 と 溶液側の移動現象論的研究

城 石 昭 弘

本研究 は， 従来 の工業晶析の研究 に 移動現象論的手法 を 取入 れ， 結晶形状 を 制御 し よ う と す る も の
で あ る 。 前半 は不純物， 添加物 に よ る 晶癖変化 と 媒晶作用 の 事例研究 を 行 っ た 。 後半で は， 結晶形状

が溶液側輸送過程の 異方性 に 多 大 な 影響 を受 け る こ と に鑑み， 溶液側 の 二重拡散対流が結晶成長 に 及

ぼす影響 に つ い て実験 お よ び数値計算 の 両面か ら 検討 し ， 晶析操作 に お け る 液側移動現象の 重要性を

明 ら か に し た。

A I - Mg- S i 系合金押 出 し材の合金組成 と 表面性状 に 関 す る 研究

高 井 俊 宏

本研究で は， 昨今 の 押 出 し 形材 の 複雑化や薄肉化， さ ら に は押出 し速度の高速度化な ど に伴 っ て益々

増加傾向 に あ る ダ イ ラ イ ン 欠陥 に 関 し ， 欠陥 の 評価方法の確立 と と も に， ダ イ ラ イ ン不良の低減 に 有

効 な 合金組成 の検討を行 っ た。 そ の 結果， 2000C で 2 時間程度 の 2 段均質化処理 し た 汎 用 の 6063 合金

組成 と ， 汎用 の 均質化処理 を施 し た AI-0 .5mass% Mg-0 .5mass% Si 以上の 合金組成が ダ イ ラ イ ン 欠
陥 の 防止 に 有効 で あ る こ と が判 明 し た 。

Coalescence of Two Para l l e l  Current Loops 
i n  a Nonre lat iv ist ic  E l ectron- Pos i tron P lasma 

JIE ZHAO 

The coalescence of two parallel current loops in an electron-positron plasma is investigated by 
a three - dimensional electromagnetic relativistic particle code. Instead of mixing uniformly in 

the dissipation region as observed for current coalescence in an electron - ion plasma， electrons 
and positrons initially in the loops are driven to move separately by the magnetic gradient drift . 
Re-distribution of the current-carrying electrons and positrons creates new current loops，  which 

coalesce again ， if the initial drift velocities remain large. It is found that the energy stored in the 

current loops dissipates gradually through several coalescence . Consequently ， the electrons and 

positrons near the current loops are heated through the coalescence . This process is qualitatively 
different from the explosive energy release during coalescence in an electron-ion plasma.  
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配電線地絡事故 に お け る 零相 電圧お よ び電流の波形 に よ る 原因判別法

堀 田 剛

配電線地絡事故時 の 原 因判別手法 と し て， 位相平面軌跡法 を 導入 し ， そ れ を 基 に 新 た な 事故原因判

別法を提案 し た 。 こ の 手法 は正規化 し た 位相面上 の 零相電流軌跡 に 波形形状 と 通電時聞 を 定量化 し た

時間的要素を 加 え た も の で， こ の 電流波形 を 視覚的 に 分類す る こ と を 可能 に し た 。 こ れ に よ り ， 零相

電流波形 を 客観的 に 分類， 判別す る こ と が で き ， 遠距離か ら の 事故原 因 の 判別 を 可能 と し た 。

構造用 ア ル ミ ニ ウ ム合金中 空形材の押 出 し 型設計関 す る 基礎的研究

村 上 哲

ア ル ミ ニ ウ ム 中空押 出 し 形材 の 高品質化 を 図 る べ く ， ポ ー ト ホ ー ル ダ イ ス の ポ ー ト ・ チ ャ ン パ ー 設

計 に よ る ， メ タ ル フ ロ ー を 定量的 ・ 定性的 に 評価 を 行 っ た 。 ま た メ タ ル フ ロ ー に つ い て， シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン の 有効性 に つ い て検討を 行 い 予 測 が で き る よ う に な っ て き た。 そ し て 熱間 押 出 し 法 に お け る ，

高品質化の 技術的課題 を 満足 さ せ る 型設計法 の 確立 に寄与すべ く ， ダ イ ス 内 で の メ タ ル の 流 出過程 ・

変形挙動 と ， そ れ に 対す る 形材 の 接合状況 や す法精度 の 関係 に つ い て対応 さ せ 明 ら か に し た 。
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〔物質生産工学専攻〕

高効率化有機 E L 素子 に お け る 分子構造 と 電気光学的特性

泉 津 勇 昇

有機 EL ( エ レ ク ト ロ ル ミ ネ セ ン ス ) 素子を実用化す る た め に は， 高性能化す る 研究 は重要で あ る。

素子を構成す る 有機材料 の 分子構造 と 素子の電気光学的特性 に 視点 を 置 き ， 高効率化 を 目 指 し た 研究

を行 っ た。 電子受容性 と 電子供与性を考慮 し た分子構造の 有機材料を用 い る こ と で， 高効率の素子の

作製が出来た。

回転円 錐型容器内粒子偏析効果を利用 し た造粒プ ロ セ ス の 開発 に 関 す る 研究

川 上 隆 司

回転円錐型容器内粒子偏析効果 に よ る 分粒作用 と 転動効果 に よ る 造粒作用 を利用 し た ， 造粒 と 分粒

と の 同 時操作 に よ る 新 し い 連続造粒 プ ロ セ ス の 開発 と 同操作に 粉砕操作を導入 し た 造粒 と 粉砕 と 分粒
と の 同時操作 に よ る 微細造粒粒子生成 プ ロ セ ス 及 ひ'複合徴細造粒粒子生成 プ ロ セ ス の 開発 に つ い て検

討 を 行 い ， そ れ ら の可能性 と 設計指針を得た。 更 に ， 微細造粒粒子を含む粉粒体 の静的 ・ 動的挙動 に
及 ぼす粒子形状効果 に つ い て も 検討 を加 え た。

樹木 に よ る 大気汚染物質の吸収 に 関 す る 研究

近 藤 隆 之

樹木 に よ る 二酸化窒素， Cl -C5 ア ル デ ヒ ド 類， フ ェ ノ ー ル の 吸収 に つ い て 明 ら か に す る た め ， 測

定法を 開発 し ， 各種樹木 の 測定 を行 っ た。 樹木 に よ る こ れ ら の 大気汚染物質 の 吸収速度 は， 概ね 落葉
広葉樹>常緑広葉樹>針葉樹の順で あ っ た。 ま た ， 蒸散速度 の 大 き い樹木が吸収速度 も 大 き か っ た 。
簡易 ガ ス 拡散抵抗 モ デ ル に よ る 解析か ら ， Cl -CS ア ル デ ヒ ド 類 と フ ェ ノ ー ル は 気孔 を 介 し て 吸収 さ
れ， 代謝 さ れ る こ と が示唆 さ れ た。

- 147 一



セ ラ ミ ッ ク ス被覆処理鋼 の耐食性評価 と 腐食疲労強度特性 に 関 す る 研究

園 部 勝

炭素鋼上 に 物理気相蒸着法 で被覆処理 し た セ ラ ミ ッ ク ス 被膜 に 存在す る 被膜 の 欠 陥 を 電気化学 的 な

手法 に よ り 定量的 に 精度良 く 評価す る 方法 を 提案 し ， 各種被覆処理 に よ る 被膜欠陥除去 に つ い て検討

し た 。 ま た ， そ れ ら 被覆処理鋼 で は 被膜欠陥 の 大 き さ 分布 と 被膜欠陥下部 に お け る 基材 の 腐食挙動が
腐食疲労強度特性 に 大 き な 影響 を 及 ぼ し て い る こ と を 明 ら か に し た。 最後 に 被膜処理鋼 の 疲労強度特

性 に 及ぼす切欠 き の 効果 に つ い て有限要素法 を 用 い て検討 し た。

DNA に よ る 個人の特定 に 関 す る 研究

山 口 弘 信

犯罪鑑識へ の 応用 を 日 的 に 研究 を 行 っ た 。 DNA 資料 の 採取 を 容易 に す る た め PCR と 解離試験法
に 利用 可能 な 和紙 を選定 し た 。 つ い で， 唾液斑痕か ら ABO 式血液型判定を 制限酵素で切断 し ， ABO 
式遺伝子型 を 判 定 し ， 布生地 の PCR へ の 影響 も 検討 し た 。 PM キ ッ ト の 5 座位及 び STR 3 座 位
(TPOX， CSFIPO，  THOl) の 各 ア レ ル の 出現頻度 を も と め ， 唾液斑痕及 び毛髪 へ の 応 用 に つ い て 検

討 し た 。 TPOX 座位で mutation に よ る ニ ュ ー ア レ ル を確定 し た 。

澱粉の老化及 び澱粉分解酵素 に よ る 構造物性 に 関 す る 研究

山 崎 偉三雄

澱粉 の 老化 に 関す る 研究 を ， X 線回折 と DSC に よ っ て 行 い ， ワ キ シ コ ー ン ス タ ー チ が 老 化 す る と

B 型 の 結晶構造 を 形成 し ， DSC で老化 に よ る ゲ ル の 形成 と 見 ら れ る 吸 熱 の ピ ー ク が 観察 さ れ ， 老化

に よ り 非品質 の 状態か ら 結晶構造が形成す る 。 す な わ ち 老化 と 結晶構造 の 形成が等 し い と 考え ら れた。
さ ら に 老化 が水素結合 と 密接 な 関係 に あ る こ と を 明 ら か に し た 。 細胞外 グ ル コ ア ミ ラ ー ゼ の 構造 と 酵

素活性 の 関係 に つ い て 熱 に よ る 変成 と 水素結合阻害剤 の 添加 に よ る 変化 に つ い て活性 と 構造 の 変化 に
つ い て検討 し た 。
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断熱鋳型方式 に よ る 新堅型半連続鋳造法の開発

山 下 友 一

本研究で は 押出， 鍛造加工用 鋳塊の 品質向上を 目 的 に 鋳型 を 断熱構造 と し た 新 し い 堅型半連続鋳造
法 を考案 し ， そ の 鋳造法 の 特性 お よ び、鋳塊組織 と 加工性の 関係 に つ い て検討 し た 。 研究 の 結果， 本鋳

造法 に は特定条件下で鋳型 と 無接触状態で鋳塊が凝固 し ， 表面平滑化， 偏析極少化お よ び組織徴細化

の 特性が あ る こ と が 明 ら か と な っ た。 ま た ， 加工性 に 及 ぼす鋳塊組織 と 均質化処理 の影響 を 調 べ た 結

果， 本鋳造法の 鋳塊 に は伸 びが大 き く 均質化 し や す い 特徴が あ る こ と が明 ら か と な っ た。
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