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直流 リ ン ク コ ンデ ンサ電圧の不平衡補償機能を

有す る 単相 一 三相変換装置 に 関す る 研究

浅 野 俊 雄

こ れ ま で に 、 4 つ の ス イ ッ チ ン グ素 子 に よ り 構成 さ

れ る 2 ア ー ム 形三相 イ ンバ ー タ 回 路 を 用 い た 素子数

低減型単相 一 三相 変換装置が発表 さ れ て い る が 、 従来

の 倍電圧順変 換 回 路 で は 直流 リ ン ク の 中 性 点 電位 が

不平衡 に な る 問題が発生す る 。 本研究で は新 し い 回 路

お よ び制御法 に よ り 、 中性点電位 の 不 平衡補償機能 を

有す る 単相 三相変換装置 を 提案 し 、 併せて入力 の 高

力 率化、 入力電流の 高調波成分の 低減 も 行い 、 高 品 質

な電力 変換装置 の 実現 を 目 指す。

風力発電 シ ステ ム に お ける 系統連系時の

突入電流抑制 に 関 す る 研究

足 立 隆 之
風力発電 シ ス テ ム に 広 く 採用 さ れて い る 三相誘導

発 電機 を 系 統 に 直入れ で 系 統 に 連 系 し た 際 に 生 じ る

突入電流 の抑制策 と し て 、 投入位相 を 変化 さ せ る こ と

に よ る 抑制 法 と 、 イ ンバ ー タ に よ る 突入電流補償法 を

提案 し た。 投入位相制御 に よ る 抑制 法 で は 、 三相 同 時

位相投入 と 三相 非 同 時投入 に よ る 方 法 を 提案 し シ ミ

ュ レー シ ョ ン及 び実験 を 行 い 、 そ の 効果 を検証 し た。

補償法 で は 充 電用 電源 に DC 電源 を 用 い た も の と 用

い な い も の に つ い て 検討 し た。

静電ア ンテナを用 いた雷放電観測

石 灰 功 一

雷放電 に よ っ て E れ だ け の 電荷 が 雷 雲 中 か ら 移動

し て い る か を 観測す る た め に 、 静電ア ンテ ナ を 用 い た

雷放電観測 シ ス テ ム の 開発 を行 い 、 雷放電 に伴 う 高速

の 電界観測 を行 っ た。 観測 シ ス テ ム は 、 直径 0.5 m の

平板電極形状の ア ン テ ナ 、 分圧用 コ ンデ ン サ 、 波形計

測装置か ら 構成 さ れて い る 。 計測 に は 、 パ ラ メ ー タ の

異 な る 3 つ の観測 シ ス テ ム 1 ( τ =  430 ms) 、 2 ( τ =  1 . 6  

ms) 、 3 ( τ =  10 s) を 用 い 、 多様な 雷放電 を観測す る こ

と が で き た。
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ビデオカ メ ラ を用 いた

雷放電分光計測 シ ステムの開発

板 尾 隆 昭

本研究で は 、 雷放電の分光計測 を行 い 、 放電路 の 電

子温度 か ら 放電路 の 導電率の推定 を 行 い 、 雷放電現象

の発生 メ カ ニ ズ、 ム の解 明 を 目 的 と し て い る 。 ビデオカ

メ ラ と 反 射 回 折格子 を 組み 合 わ せ た ビ デ オ 分 光 シ ス

テ ム を 開 発 し 、 窒素 の 元素 ス ベ ク ト ル 568 nm ， 500 

nm か ら 三線強度 比 法 を 用 い て 電子温度 を 算 定 し た。

こ の シ ス テ ム の 特徴 は 、 ス リ ッ ト な し 分光器 と し た た

め に計測視野が約 60 度 と な り 、 ビデオカ メ ラ を 用 い

る こ と に よ り 、 長 時 間 の 連続撮影 が 可能 と な っ た。

マ イ ク ロ 波帯 9 0 度お よ び 1 8 0 度分布定数

ハイ ブ リ ッ ド の集中定数化 に 関 す る 研究

岩 田 至 弘

ハ イ ブ リ ッ ド 回 路 は 主伝送線路 に 沿 っ て 進 行 す る

波 の 一部 を 取 り 出 し 、 そ れ を 副伝送線路 に移 し て 特定

の 方 向 に進行 さ せ る も の で あ る 。 し た が っ て 、 入射波

と 反射波 か ら 反射係数 を 測 定 し た り 、 電力 の 分割 に 用

い る な ど用 途 は広 く 、 送受信機、 電力 分配器、 な ど に

利用 さ れて い る 。 本研究 で は 、 移動体通信 な ど の小型

化 に 寄与す る 、 ハ イ ブ リ ッ ド 回 路 の集 中 定数素子 を 用

い た集 中 定数化 に つ い て述べ、 挿入損 、 反射損 、 分離

特性の 理論解析お よ び、実験 を 行 っ た。

先験分布への投影を利用 し た

雷電荷分布推定アルゴ リ ズムの検討

岩 坪 佑 亮

地 上 電界 か ら 雷 電荷 を 推 定す る ア ル ゴ リ ズ ム を 提

案 し た 。 雷電荷分布 を 点 電荷 と し て 模擬 し 、 「計算電

界 と 実測電界 と の 差」 と 「先験分布への投影誤差」 の

和 が最小 に な る よ う 反復的 に推定 し た 。 計算電界 は境

界要素法で求 め た。 観測電界 に 混入す る ノ イ ズの影響

や推定 に必要な観測点数等 と 推定精度 と の 関係 を 、 数

値 シ ミ ュ レー シ ョ ン で検証 し た結果、 従来法 (Newton

法、 Neural N etwor k 法) よ り 推定精度 が 良好かつ ロ

バ ス ト で あ る こ と が 明 ら か に さ れた。
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AISb バ ッ フ ァ 一層を用 いた Si(OOl )基板上への

I nSb 薄膜のヘテ ロ エ ピ タ キ シ ャ ル成長

魚 谷 一 成

田 - v 族化合物半導体で あ る InSb は 、 Si の性質 を遥

か に凌駕す る 特性 を 持つ。 そ こ で Si 基板上 に InSb 薄

膜 を 作成す る こ と で 両者 の 利 点 を 活 か し た デ、パ イ ス

の誕生が期待 さ れ る 。 し か し 、 格子不整合の 差 な ど か

ら 単結晶成長が難 し い た め 、 AlSb を バ ッ フ ァ 層 に 用

い る こ と で単結品 薄膜 の 作成 を 可能 に し た。 本実験で

は 、 InSb 薄膜の 成長条件 を 変 化 さ せ な が ら 試料 の 作

成 を行 っ た結果、 結晶性、 表面性 の 良好 な InSb 薄膜

を Si 基板上 に 作成す る こ と が 出 来た。

ラ ッ ト 腹側被蓋野ニ ュ ー ロ ン に対す る

CART お よび Orexin の作用

大 坪 靖 -

CART 及 び Orexin は 、 摂食や行動 に深 く 関 わ り が

あ る 。 し か し 、 CART 及 び Orexin が 腹側被蓋野ニ ュ

ー ロ ン に ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る か解 明 さ れ て

い な い。 そ こ で本研究 は 、 そ れ ら が腹側被蓋野ニ ュ ー

ロ ン に対 し て ど の よ う な影響 を 与 え て い る か検討を

行 っ た。 そ の結果、 CART は 、 D2 レセ プ タ ー を介 し

て 、 腹側被蓋野ニ ュ ー ロ ン を 抑制 し 、 Orexin は そ れ

を促進 し た。

J PEG2000 に対応 し た画質評価モデル

大 西 淳 一

JPEG2000 で符号化 さ れた静止画像 を 対象 と し て 、

MOS を推定す る モ デル を提案 し た。 168 枚 の 画像 に

つ い --C MOS と 推定値 を 比較 し た と こ ろ 、 実用 上十分

な精度が得 ら れた。 ま た 、 要 求 品 質 か ら 符号化 レベル

を 求 め る 画質主導型 JPEG2000 符号化 シ ス テ ム を検

討 し た。 そ の 結果、 フ ィ ー ドパ ッ ク 制御 をす る と 、 要

求 品 質 を十分 に満足す る 符号化画像 が 得 ら れた。

S n 0 2 スバ ッ タ膜の構造 と ガス検出特性

奥 村 仁

Sn02 ス パ ッ タ 膜 を 用 い た 半導体ガ ス セ ンサー に つ い

て膜の微細構造、 Pd の 添加効果及び膜厚 の 効果 を 系 統

的 に調べ、 水 素 ガ ス 感度 の 面 か ら こ れ ら の パ ラ メ ー タ

の 最適化 を試みた。 膜の微細構造 に つ い て は膜密 度 に

着 目 し 、 膜密度 が 小 さ く な る につ れ て 高感度 と な る こ

と が 分 か つ た。 ま た 、 Pd を 添加す る こ と で格段 に感度

が 高 く な り 、 膜厚 は高密度 の膜で は薄い 方 が 、 低窃度

の膜で は厚い方が 高感度 と な っ た。

有機 E L マ ト リ ク スパネルの試作 と

回路 シ ミ ュ レー シ ョ ン に 関す る 研究

角 本 英 俊

陽極の抵抗低減効果の検討を 目 的 として、 ITO 上 に AI

補助配線を設 けた 1 6 x 1 6 マ ト リ クス素子を作製し、 そ の 素

子特性および過渡動 作特性を評価 した。 また、 マ ト リ クス

有機 EL 素子の 回路シミュレーションフ。ログラム (EL-SPICE)

を用 い て 、 過 渡動 作解析を行い 、 実 デバイス と の 比 較 を

行 っ た。 さ ら に 、 輝度ムラ補 正 回 路を設計 し、 駆動 を検討

した。 そ の結果、 計算と実際の一致を確認し、 AI 補助配線

を用 いた場合でも 、 電圧供給点からの位置の 差で輝度ム

ラ が 生 ずる こ と が 分かっ た。 また輝度ムラを補正 した外部

回路を設計し、 輝度ムラの 改善が 出 来た。

視覚機能を有す る ロ ボ ッ ト の試作

笠 島 与史憲

近年 ロ ボ ッ ト 開発 が 盛ん に な っ て い る 。 ロ ボ ッ ト

に は移動型、 生活密着型、 作業 自 動型 な ど様々 な型

が あ る が 、 本研究 で は 主 に 画像処理 を 用 い て行動す

る 視覚 に よ る 移動型 ロ ボ ッ ト の試作 を検討す る 。

ま ず は ロ ボ ッ ト を試作 し 、 移動物体の認識 と そ の物

体 ま で の距離 を 測 定 し 追跡 を行 っ た。 本試作 に あ た

り 、 主 に 移動 ロ ボ ッ ト と し て のハ ー ド ウ ェ ア構成が

正 し い か 、 ソ フ ト ウ ェ ア の構成 が 正 し く 機能す る か

を検言正 し た。
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顔平面を用 いた表情認識 に 関 す る 研究

笠 松 岳 史
人 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン にお い て 、 顔の表情 が 非

常 に 重要 な役割 を 演 じ て い る こ と は 、 経験的 に 明 ら か

で あ る ばか り で な く 、 多 く の 心理学研究 を 通 じ て も 確

認 さ れて い る 。 こ れ ら の研究 は 、 2 次元画像 を 対象 に

し て 行 わ れ て い る も の が 主流 で あ る が 人 間 の 微妙 な

表 情 や顔 の 筋 肉 の 動 き を と ら え る に は 情 報 量 に 乏 し

く 、 3 次元情報 を 用 い て こ れ ら の 情報 を 得 る た め方法

と し て 「顔平面」 を 提案 し 、 こ れ を 求 め表情の解析 を

行 う 。

永久磁石形同期発電機を用 いた

風力発電の最大出力点制御 に 関 す る 研究

桂 智 則
風 速 か ら 実 際 に 得 ら れ る エ ネ ル ギ ー の 最 大 出 力 点

は風速 に よ り 異 な る の で 、 こ の最 大 出 力 点 を 常 に追尾

す る こ と が 発 電電力 を 効 率 よ く 系 統 に 回 生 す る 上 で

重 要 に な る 。 発電機の 出 力 を 系 統 に連 系す る に あ た り 、

イ ンバー タ か ら 構成 さ れ る 電力 変換装置 を 用 い る DC

リ ン ク 方式 を採用 し た。 そ し て発電 シ ス テ ム の最大 出

力 点 の 理論解析 を行い 、 ど の 回転数で も 最大電力 を 効

率 よ く 系 統 に 回 生 で き る こ と を 実証 し た。

極微小視角 に お け る 色覚特性 に 関す る研究

一 周辺視 に お け る 色覚特性 一

神 谷 佳

周 囲 の様 々 な視環境の違い に よ り 、 色 の 見 え方が 大

き く 変化す る こ と は よ く 知 ら れ て い る 。 本研究 で は 、

極微小視角 に お け る 色覚特性 に つ い て 、 カ ラ ー ネ ー ミ

ン グ法 を 用 い て 測 定 し た。 被験者 は色覚正常者 5 名 で

あ る 。 視角 が小 さ く な る に従 っ て 、 知覚色が 有彩色 か

ら 無彩 色 へ と 次第 に 変 化 し て い く 移行過 程 が 定量 的

に 明 ら か と な っ た。 ま た こ の移行過程は、 周 辺 視 が 大

き く な る に従 っ て 、 よ り 顕著 と な る こ と も 明 ら か と な

っ た。
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全方位 レ ンズを用 いたス テ レ オ画像か ら の

3 次元再構成 に関する研究

河 合 宏 文
PAL は Paranomic Annular Lens と い い全方位 レ

ン ズで あ る 。 PAL は透視投影 の 特性 を も た な い た め歪

の な い 画像 を 得 る の は 困難 で あ る 。 本研究 で は PAL

の 特性 を 調べ る こ と に よ り 歪 の な い画像 を 取得 し 、 ま

た PAL を 搭載 し た 2 台 の カ メ ラ の 光軸 を 同 じ垂直線

上 に設置 し 、 2 枚の PAL 画像上 の エ ピ極線上で DP マ

ッ チ ン グ を 適用 す る こ と に よ り 、 3 次元情報 を得た。

本報告 で は 、 そ の精度 と 有効性 に つ い て 、 実験結果 を

報告す る 。

高純度パルスイ オ ン ビーム発生のための

両極性パルス加速器の開発

河 原 吉 博
近年で は 半導体の微細化 が 急速 に進み、 半導体 に極

め て 浅 い接合 の形成 が必要 と な っ て き た。 つ ま り 、 注

入 不 純 物 を 拡散 さ せず に 結 晶 の 損 傷 を ア ニ ー ルす る

方法が必要 と さ れて き て い る 。 パル ス イ オ ン注入法は

注 入 時 の 熱 付 与 に よ っ て 注入 と ア ニ ー ル処理が 同 時

に 行 え る こ と か ら 半 導 体等 へ の 応 用 が 期 待 さ れ て い

る 。 さ ら に 、 こ の表面層 の み が 高温で加熱 さ れ る た め 、

ア ニ ール処理 に 問題 の あ っ た SiC な ど の 高融点材料

に も 期待 さ れて い る 。 そ こ で 、 本研究で はパルス イ オ

ン 注入 の た め のイ オ ン源 の 開発 を 目 的 と し 、 両極性パ

ルス 予備実験装置 の 開発 を 行 っ た。

カ ーボ ンナ ノ チ ュ ー ブを 用 い た

電界放出 ア レイ に 関 す る 研究

川 村 武 志

ナノメータサイズが実現可能な材料系 と してカ ーボンナ

ノチューブ、が 注 目 されている。 今 回 我 々 は 、 電子放 出源と

して、 Ag ペース ト 中 に分散させた単層カ ー ボンナノチュー

ブを、 スピンコ ー ト法 に よ り 電界放出構造 に埋込んだ電界

放 出アレイ試作のプロセスと静特性を検討した。 FN プロッ

トよ り 電界放 出 が確認され、 40(V)の低放 出 開始電圧 が確

認された。 残る課題としてはゲー トーエミッタ間 リ ー ク の低減

が挙 げられる。
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ス ト レス条件下ラ ッ ト のセ ロ ト ニ ン お よび

ド ー パ ミ ン代謝並び に摂食量に 関 す る

「み ど り の香 り 」 の作用

川 元 康 治

ラ ッ ト に拘 束 ス ト レ ス を 与 え る と 、 LHA で 5-HT

代謝が 高進 し 、 摂食量が 有意に低下す る 。 本研究 で は

そ れ ら 変 化 に 対す る み ど り の 香 り の 作用 に つ き 検討

し た。 電流刺激ス ト レ ス 下で も 5-HT 代謝が 高進す る

こ と か ら 、 こ れ に 対す る み ど り の香 り の 作用 に つ い て

も 検討 し た。 そ の結果、 み ど り の香 り は いずれの ス ト

レ ス 下 で も 5-HT の代謝高進 を抑制 す る こ と や拘 束 ス

ト レ ス 下 で の 3 時 間 摂 食 量低 下 を 抑 制 す る こ と が 明

ら か に な っ た。

浅水長波有限要素モデルを用 いた

雷電荷の流れ解析

京 田 浩 之

雷電荷 の 流れ に 及 ぼす地形の影響 を 知 る た め 、 ま ず、

空気 の 流 れ を 浅 水 長 波 流れ と し て 有 限 要 素 法 で 水 平

方 向 の 流れ を 求 め た。 対象領域 と し て 宝達 山 付近 の 地

域 を 考 え た。 次 に 、 得 ら れた 流速ベ ク ト ルの分布 か ら

電荷の移動量 を 求 め た。 こ の 際 、 鉛直方 向 の移動 量 は

地形 の傾斜 に の み依存す る と し た。 そ の結果、 電荷の

移動 の様子 が ほ ぼ模擬で き た。 た だ 、 こ の 計算 では垂

直方向流速 は厳密 に は考慮 さ れて い な い の で、 こ れ を

変数 と し て扱 う 準 3 次元モデルの 定式化 を 行 っ た。

Cr3+ を ド ー プ し た硫酸 グ リ シ ンの強誘電特性

木 村 直 樹
硫酸 グ リ シ ン の 強誘電特性 に 関 し て 、 そ の 基礎的

研究 と し て TGS に 不純物 と し て Cr3+ を ドー プ し 、

結品形、 誘電率、 誘電分散 に ど の よ う な影響 を 与 え

る の か を 調べ た。 結 晶 形 は [101] 方 向 に の びた柱状

と な り 、 21m の 対称性 を 保 っ て い た 。 相 転移温度

Tc は 、 Cr3+濃度の増加 に と も な っ て 低下 し た 。 強誘

電相 に お け る 誘 電分散 も Cr3+濃度 の増加す る に つ

れ小 さ く な っ た。

短周期(Si 1 4/Gel )20 超格子および低温成長

Si をバ ッ フ ァ 一層 に 用 いた SiGe 合金層の成長

車 谷 健太郎

SiGe 系 の 2 DEG 構造の 作製 に は 、 SiGe 層 を仮想、

基板 に 用 い る こ と が 有効 で あ る が 、 Si-Ge 間 の格子不

整合 の 為 に 表 面 は荒れ、 特性が悪化す る 。 そ こ で表面

を 荒 ら す原 因 と な る 歪や転位 を解明 し SiGe 層 の 平坦

化 を 図 る 必要 が あ る 。 今 回 、 Si 基板上 に Buffer 層 と

し て SSL を 用 い成長温度 を 変 え て 成長 さ せ 、 そ の 上

の SiGe 層 を観察 し た と こ ろ 低温成長 の SSL が 転位の

表面への貫通 を 抑 え 、 歪 の 小 さ い 平坦な SiGe 層 の 作

製 に 効果が あ る こ と が わ か っ た。

Kronig-Penney 模型 に お け る

固体表面電子状態の理論

小 山 周 一

2 種類 の 半導体薄膜 を 周 期 的 に 交互 に積層 さ せ る こ

と で人工的 に 作 ら れ る 超格子構造が あ る 。 こ う い っ た

構造の 近似 的 モ デ、ル を 考 え 、 そ こ で の電子の振舞 を 考

え る こ と で超格子構造 で の 電子状態 を 知 る こ と が で

き る 。 こ の よ う な 周 期 的井戸型 ポテ ン シ ヤ ノレ構造は

IKronig-Penney モ デル」 と し て 知 ら れて お り 、 量子

井戸 レー ザ、 共鳴 ト ンネルデ、パイ ス と い っ た 量子効果

デバイ ス 実現 の た め の 基礎理論 と し て研究 し た。

Strong Proton Acceleration During Successive 

Coa lescence of F i lament Currents in Relativistic 

E lectron Beam System 

斉 藤 慎 司
本研究 は レ ー ザー核融合 に お け る Fast Ignition に

よ っ て 生 じ る 相 対 論 的 電子 ビー ム と 逆 電 流 が あ る 場

合 に 、 プ ラ ズマ 中 で ど の よ う な こ と が 起 こ る の か、 と

い う こ と に つ い て 相 対論 的 2 次 元粒子 コ ー ド を 用 い

て調べて い る 。 こ こ で得 ら れた結果は、 初期 の段階で

生 じ る 電流 フ ィ ラ メ ン ト の 合体過 程 に よ っ て 相 対論

的電子 ビー ム か ら proton へ の エ ネ ル ギ一変換が あ る

と い う こ と で あ り 、 こ れ は フ ィ ラ メ ン ト の 合体過程 に

よ っ て 生 じ る 電荷分離 に よ っ て 生 じ る 電場 が 原 因 に

な っ て い る こ と が 明 ら か に な っ た。
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スバ ッ タ 膜のパ タ ー ン形成用金属

マ ス ク の非線形熱変形解析

酒 井 敏 行

薄膜作製方 法 の ー っ と し て ス パ ッ タ リ ン グ 法 が あ

り 、 使用 さ れ る 金属 マ ス ク は膜作製時 に発生す る 熱 に

よ り 変形 し 、 薄膜のパ タ ー ン不 良 を 起 こ す。 こ のパ タ

ー ン 不 良 が 起 こ る 過 程 を 有 限要 素 法 を 用 い て 非線形

解析 を 行 い 、 パ タ ー ン不 良 を な く す条件 を 目 的 と す る 。

結果 と し て 、 解析の た め に 作成 し た シ ミ ュ レー シ ョ ン

プ ロ グ ラ ム は 実 際 の 変形現象 を 正 し く 表現 し て お り 、

座屈発 生 の 臨界温度 、 臨界厚み な ど を 求 め る こ と が で

き た。

対向 タ ーゲ目 ツ 卜 式スバ ッ タ 法 に よ る

F e M n 薄膜の作成

笹 井 信 英

本研究 で は 対 向 タ ー ゲ ッ ト 式 ス バ ッ タ 法 に お い て

FeMn の ス パ ッ タ を行い 成膜 中 に基板 を プ ラ ズマ に近

づ け る 事 に よ り 基板加熱 ・ 基板バイ ア ス な し で基板上

に 直接 FeMn の γ 相 を 配 向 さ せ る こ と を 目 的 と し て い

る 。 実験の結果、 基板 を プ ラ ズマ に近づ け る 事で プ ラ

ズマ か ら の 高 エ ネ ノレ ギ ー粒子 の 入射 に よ る 基板 へ の

衝撃 ・ 加熱が 起 こ り 基板 上 に 直接 FeMn の γ 相 を堆積

さ せ る こ と が で き た。

直接イ ン ク ジ ェ ッ 卜 プ リ ン ト 法を用 いた

有機 E L 素子の発光色制御 に 関 す る 研究

佐 藤 竜 一

有機 EL 溶液 を 用 い た 有機 EL 素子作製法 と し て 、

直接イ ン ク ジ ェ ッ ト プ リ ン ト 法 を 提案 し て い る 。 素子

構造は 、 ITOI有機薄膜ILiF/Al、 ITO/PEDOTI有機薄膜

ILiF/Al と し た。 有機薄膜に は 、 正孔輸送材料 で あ る

ポ リ ビニルカ ルパ ゾ ール、 電子輸送材料で あ る オ キ サ

ジ ア ゾール誘導体 をベー ス 材料 と し 、 発光色素 ク マ リ

ン 6 (C6) 、 DCM、 ナイ ル レ ッ ド(NR) を 混合 し た 。 白

色発光素子 と し て 、 C6+NR 溶液 を 用 い た 素 子 は CIE

色度座標 に お い て (x，y)=(ü . 3 1 ，ü .33) の 高 純度 白 色発 光

を 得 た 。 ま た 、 C6+DCM 溶 液 に お い て 電 流 密 度

960mA/cm2 の 時、 1820cd/m2 の 高輝度 の 白 色光 を得た。

200 1 年度修士 ・ 博士論文概要一覧

表面吸着子の時間分解和周波発生分光 に

対す る コ ヒ ー レ ン ト 光学効果の理論

津 武 保

表 面 吸 着 分 子 の 時 間 分 解 和 周 波 発 生

(Time-Resolved Sum -Frequency-Generation : 

TR-SFG) ス ベ ク ト ル に 対す る 、 赤外光と 可視光 の 間

の コ ヒ ー レ ン ト 光学効果 の影響 を 調 べ た 。 SFG 分光

法 は反 転対称性 が 成立 し な い 表 面 の み か ら 生 じ る 2

次 の 非線形効果 を利用 す る こ と で 、 表面 に 高感度 な振

動 ス ベ ク ト ル を観測す る こ と が で き る 。 こ こ で新 し く

提案す る 理論 か ら 、 最近の TR-SFG ス ベ ク ト ルの 実

験結果 を 定性的 に理解す る こ と が で き る 。

プラ ズマ フ ォ ー 力 ス装置か ら 発生す る

イ オ ン ビー ムの特性評価

塩 谷 将 希

材料応用 を 目 的 と し て プ ラ ズマ フ ォ ー カ ス 装置か

ら 発 生す る イ オ ン ビー ム の 特性 の 評価 を お こ な っ た 。

チ ッ プ タ イ プ(Type A) 、 ホ ロ ー タ イ プ(骨pe B) の 2 種

類 の ア ノ ー ド を 用 い た。 町rpe A に お い て 、 純度 25 % 

程度 で、低純度 で あ っ た の に対 し 野pe B に お い て は約

90 % と 純度 が 向 上 し 、 電極形状 に よ り ピー ム の純度が

向 上 し た。 さ ら に 、 パルス イ オ ン ビー ム に よ る ア ニ ー

ル効果 を検証す る た め ア モル フ ァ ス シ リ コ ン薄膜へ

パルス ビー ム を 照射 し X 線回折でそ の結晶化 を確認

し た。

微細線を用いたネ マチ ッ ク 液晶分子の

配向特性 と 規制力 に 関 す る 研究

篠 田 光 弘

界 面 に お け る ダ イ レ ク タ 配 向 は 諸 特性 に 大 き く 影

響 を 及 ぼすた め 興味深い。 現象 を 単純化す る た め に フ

ォ ト レ ジ ス ト を パ タ ー ニ ン グ し た ミ ク ロ ン サ イ ズ の

微細線 を 用 い 、 液晶 の極角 お よ び方位角 方 向 の ア ン カ

リ ン グ エ ネ ル ギ ー を 計算 お よ び実験 の 面 か ら 初期 的

検討 を行 っ た。 極角 ア ン カ リ ン グエ ネ ル ギ ー 、 方位角

ア ン カ リ ン グ、エネ ル ギ ー は 、 膜厚が 薄 く な る と 減少 し 、

微細線 の 種類 に よ り 値、 お よ び微細線厚依存性が変化

し た。
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タ ーボ復号の尤度情報更新 に関する研究

清 水 英 俊

本研究 で用 い る タ ー ボ復 号 の 基本原理 は 、 要素復号

器 開 で 出 力 す る 尤 度 情 報 を 互 い に 交換 し な が ら 復 号

を繰 り 返 し行 い 、 そ れ ら の 相 互作用 に よ り 、 逐次的 に

誤 り 率特性 を 向 上 さ せ る も の で あ る 。 そ こ で、 本研究

で は尤度情報 に含 ま れ る 誤 り に よ る 悪影響 を 軽減 し 、

繰 り 返 し 復 号処 理 の 課 程 で 尤 度 情 報 の 信頼度 を 操作

す る こ と で 、 タ ー ボ復号の誤 り 訂正率 を 向 上 さ せ る こ

と を 目 的 と し た。

Ge(00 1 )面上の I n と Sb に よ る

表面再構成構造 に関す る 研究

杉 田 直 樹

InSb と の格子不整合が Si よ り 小 さ い Ge 基板 に 、

In(n X 4)構造 を 作成 し 、 そ の 上 に lML の Sb を 吸着 し

た と き の 表 面 再構成構成 を 基盤温度 を 変 え て 観察 し

た。 そ の結果、 室温では In(n X 4)構造 を反映 し な が ら 、

2000C で は In(n X 4)構造が崩壊 し 、 Sb が ア イ ラ ン ド成

長す る こ と が わ か っ た。 ま た 3000C及 び 4000C で は 、

In 原子は な く な り 新た に Sb に よ る 2 X l 構造 を と る

こ と が わ か っ た。

SiGe/Si/SiGe 量子井戸構造 に お け る

2 次元電子ガスの電気的特性 に 関 す る 研究

高 野 正 規

変調 ドー プ し た Sil -xGex/Si/Sil-xGex ヘテ ロ 構造

に よ る デ、パイ ス を 、 分子線エ ピ タ キ シー に よ っ て 作製

し た。 そ の と き の 電気的特性 を Van der Pauw 法 に よ

る Hall 効果 を 用 い て評価 し た。 こ の研究で、 は バ ッ フ

ァ 層 に は主 に 短周 期超格子(Si14Gel)20 を 用 い 、 そ の

有用性を調べた。 そ の他 の パ ラ メ ー タ に つ い て は 当 研

究室の 実験デー タ を参 考 に し 、 最 も 良 い と 思われ る も

の を 用 い た 。 結 果 と し て 、 70 K に お い て 1 . 5 x 

104cm2V- ls- l の移動度 が 得 ら れた。

A model of heating of coronal  loop footpoints 

高 畠 昭 雄

NASA の ト レ ー ス 人工衛星 の 新 し い観測 に よ り 、 光

球 よ り 高 さ 16，OOOkm 以 下 で 主 な コ ロ ナ加熱が起 こ る

こ と が 明 ら か に な っ た。 こ れ ら の新 し い観測 を説明す

る た め に 、 シ ミ ュ レー シ ョ ン結果 に基づ く 彩層 の磁束

管加熱 の モ デ、ノレ を 提案す る 。 そ れ は い く つ かの磁束管

の 相 互 作 用 領 域 の 近 く に 存在す る 彩層 の 電流 シー ト

の 近 く で 、 小規模の磁束管 の 下部 か ら 励起 さ れた表面

ア ル フ ェ ン波 と 上方 へ の プ ラ ス マ 流 が 効 果 的 に 彩層

プ ラ ズマ を熱化す る こ と を 明 ら かにす る 。

弾性波動場の F D T D 法解析 と

速度ポテ ン シ ャ ル表示 に 関 す る 研究

高 畑 洋 祐

囲 体 中 に存在す る 2 種類 の 波 動 、 縦波 と 横波 は常 に

混在 し 区別 が つ け に く い。 弾性波 を 時間領域で解析す

る 場合や、 共振状態 に お い て 縦波 ・ 横波 の ど ち ら の

成 分 が 優 勢 か分 か れ ば弾性波や振動 の 様 子 が 明 瞭 に

イ メ ー ジ で き る と 考 え ら れ る 。 そ こ で本研究 は弾性波

動場 を FDTD 法 に よ っ て解析 し 、 そ の結果を速度ポテ

ン シ ャ ルで、表示す る こ と を 目 的 と し た。 速度 ポテ ン シ

ヤ ル を 用 い る こ と で縦波 と 横波 を 分離で き 、 流体 と の

統一 的解析が 可能 と な る 。

ニ相交流磁気浮上形 リ ニア誘導モー タ に

お け る 推進力の解析

滝 本 崇
本論文で は 、 有 限要素 法 に よ る 三次元調和磁場解

析 に よ り 二 次 導 体 内 に 発 生す る う ず電流 と 磁束密 度

の様子 を把握 し 、 こ れ ら の解析結果 を基 に推進力 特性

を 算 出 す る 手 法 を 提案 し た。 ま た 、 実機 に よ る 推進力

測 定結果 と の 比 較 に よ り 、 推進力 算 出 法 の 妥 当 性 を 検

証 し た。 さ ら に有限要素法 に よ る 解析結果 を 基 に 、 二

次導体の 温度 上昇 に よ る 推進力へ の影響 と 、 励磁周 波

数変化 時 の 二 次 導体 内 の う ず電流分布 に つ い て も 検

言す し た。
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く ま取 り 効果を利用 し た相数変換装置の

特性解析 に 関 す る 研究

竹 内 亮 一

本論文 で は 、 導電性 リ ン グ に よ る く ま 取 り 効果 を 用

い た相数変換装置 を 提案す る 。 本装置 は リ ン グ幅 を 変

化 さ せ る こ と に よ り 、 2 つ の 出 力 電圧 の位相 差 を 最大

1 30
。

ま で得 る こ と が で き る 。 本研究で は 、 リ ン グ を

分割 し て 考 え る 特性解析法 を 提案 し 、 従来不可能 で あ

っ た 90 度 以 上 の位相 差の解析 が 可能 と な っ た。 さ ら

に 、 リ ン グ と 同様 に 出 力巻線 も 分割 し て解析 を行 う こ

と に よ り 、 諸特性 の 算 定精度 を 上 げ る こ と が で き た。

雪国の景観照明 に お ける 演色効果 に関する研究

武 田 尚 之

今 日 の社会生活 2 4 時間化 に 伴 い 、 都市景観照 明 の

重要性 は ま す ま す高 ま り つつ あ る 。 本研究 で は視覚工

学及 び軽 量心理学 的 手 法 を 用 い て そ の 定 量化 を 試 み

た。 本実験 で は 、 都市景観の 「夜景」 及び計算機 上 に

て 照 明 の色相 を 『赤色』 と 『青 白 色』 に変化 さ せた C

G 画像 を 用 い 、 そ の イ メ ー ジ評価 を 行 っ た。 そ の結果

『赤色』 の 照 明 は 、 都市景観 に 「活気 の あ る 」 、 「 に ぎ

や か な 」 な ど の 活動 的 印 象 を 与 え る こ と が 明 ら か と な

っ た。
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ラ ン タ ノ イ ド系竜子注入電極を用 いた

有機 EL 素子 に 関す る 研究

田 畠 茂
有機 EL 素子 の 電子注入改善の た め 、 よ り 良 い 陰極

材料の探索が進 め ら れて い る 。 本研究で は 、 低仕事 関

数 を 有す る ラ ン タ ノ イ ド 系 材料 を 陰極界面層 と し て

使用 し た。 ITOI ト リ フ ェ ニルア ミ ン誘導体(TPD)Iア ル

ミ キ ノ リ ノ ー ル錯体仏lq3)1 ラ ン タ ノ イ ド 系 フ ッ 化物

IAl 構造で、 Al 単体 と 比較 し て 駆動電圧 は低下 し た。

シ ョ ッ ト キ ー 放 出 に 基 づ く 電子注入機構 の 解析結果

よ り 、 フ ッ 化物IAl 電極 の Alq3 に対す る 電子注入障壁

は 、 約 0.50eV に 見積 も ら れた。

B C J R アルゴ リ ズムのイ ン プ リ メ ン ト に

関する研究

塚 田 将 門
本研究 は 、 1 9 9 3 年 に発表 さ れた 「 タ ー ボ符号J

の復号に 用 い ら れ る 、 最大事後確率 (M A P ) 復 号 を

忠実に実現す る B C ] R ア ル ゴ リ ズム に つ い て 、 そ の

性能 と 信頼度 の 出 力 を調べた。 復号誤 り 率 に つ い て 、

他 の復号法 と 比べ る と 若干小 さ い値を得た。 ま た 、 同

じ く 信頼度 を 出 力 す る ア ル ゴ リ ズ ム で あ る S O V A

と 比較 し て み た と こ ろ 、 B C ] R の信頼度 は S O V A

の も の よ り 多 少 小 さ い 値 を 出 力 す る こ と が 確認 で き

ヒ ド ラ のバイ オ ア ッ セ イ 系 に お け る 多方向 た。

ミ ラ ー画像を 用 い た形状特徴量算出 に 関 す る 研究

竹 山 幸 治

ヒ ド ラ 形態 の 自 動識別 率 向 上 を 目 指 し 、 鏡 を 用 い て

ヒ ド ラ を 多 方 向 か ら 撮影 し 、 3 次元的観点 か ら 特徴量

雪国 に お ける 夜間都市景観 と

ラ イ ト ア ッ プに関す る研究

徳 和 里 沙

を 算 出 す る 方 法 に つ い て 計算機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に Today， landscape 1 i ght ing i s  more and more 

よ り 検討 を行 っ た。 すな わ ち 、 3 次元形状復 元 を 行 い 、 important for improvement i n  townscape. In thi s  

3 次元像か ら 特徴量 を 算 出 す る 方法 と 、 多方 向 か ら 見 exper iment ， we examine how 1 i ght ing affects . We 

た各画像 に つ い て 2 次 元 の 特徴量 を 算 出 し 、 そ の特徴 cons i der it is usefu1  for act i vat ion of c i ty to 

量か ら 3 次元 に お け る 特徴量を推定す る 方法 に つ い て l i ght up. 

検討 を行い 、 いずれ も 従来法 よ り も 正確 な 特徴量 を得

ら れ る こ と が示唆 さ れた。
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ラ ン ド ル ト 環を用 いた濃霧中 に お け る

色光の視認特性に 関 す る 研究

初 藤 俊 志

視環境の違い に よ り 、 色 の 見 え 方 が 大 き く 変化す る

こ と は よ く 知 ら れて い る 。 本研究で は濃霧視環境下 に

お け る 光源色 の 色覚 特性 に つ い て ラ ン ドル ト 環 を 用

い て 測 定 し た。 濃霧 中 に お い て 、 Y 及びY成分を含む

色相 の視認性 は 高 く 、 逆 に 、 B 及び B 成分 を含む色相

の視認、性 は低い こ と が判 明 し た Y 系 統 の 色相 は B 系

統 と 比較 し て評価値が約 20%高 い こ と が示 さ れた。

マ イ ク ロ 波帯 に お け る ネマ チ ッ ク 液品の

誘電特性 と デバイ ス特性 に 関す る 研究

富 岡 忍
マ イ ク ロ 波 領域 で の 有機分子材料 の 誘 電 的 物 性 を

評価 し 、 デバイ ス 応用 を模索 し た。 物性評価 で は 、 マ

イ ク ロ 波 帯での誘電特性 を S パ ラ メ ー タ に よ る 反射法

を 用 い て評価 を 行 い 、 又実デ、パ イ ス 応用 と し て 厚膜液

晶層 を 有す る デバ イ ス の 作製 を 行 い 、 ス イ ッ チ ン グ特

性 に つ い て 検討 し た。 液晶分子 の 回転モー ド に よ る 周

波数分散 が確認で き た。 又デノ〈 イ ス 特性 で は 、 4 X 4 マ

ト リ ク ス 法 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン結果 を 併せ て 検討 し 、

セ ル厚 lmm の厚膜セ ル で 5協の透過度変化が確認 さ れた。

高純度パルスイ オ ン源への応用 を

目 的 と し た 同軸プラズマガ ンの開発

土 居 弥寿彦

本研究 は 高純度 、 大強度ノ〈ルス イ オ ン ビー ム の発生

を 目 的 と し て い る 。 そ の た め 、 高純度パルス イ オ ン源

と し て 、 同 軸炭 素 プ ラ ズマ ガ ン 、 ガ ス パ フ 方式 同軸 フ。

ラ ズマ ガ ン の 開発及び特性評価 を行 な っ た。 研究の結

果 、 こ の 2 つ の 同 軸 フ。 ラ ズマ ガ ン は 目 的 と し た特定の

イ オ ン の 検 出 が 確 認 で き 、 イ オ ン 電 流 密 度 数 100

AJcm2 得 ら れた。 こ の こ と よ り 、 イ オ ン源 と し て の性

能 を 十分 に有す る こ と が 分 か つ た。

フ レ ーム品質 と カ メ ラ ワ ー ク を用 いた

動画像の品質評価

中 瀬 友 絵

パ ン ニ ン グ、 ズー ム 等 の カ メ ラ ワ ー ク に よ る 動画像

に つ い て 主観評価値 (MOS) と フ レ ー ム 品 質 を調べた。

次 に 、 カ メ ラ ワ ー ク に よ っ て 動画像 品 質 が 異 な る こ と

を利用 し て 、 フ レー ム 品 質 を カ メ ラ ワ ー ク 毎 に補正 し

た。 そ の 後 、 補正 さ れ た 全 フ レ ー ム 品 質 の 平均値 と 最

低値及 び MOS と の 重回帰分析 に よ り 動画像 の 品 質 を

推定 し た。 そ の結果、 カ メ ラ ワ ー ク に よ る 補正 を 考慮

す る こ と に よ り 推定精度 が 向 上 し た。

Java による オブジ ェ ク ト指向 に基づ く シーケ ンス

制御用言語の I L 言語への コ ンパイ ラ の作成

中 田 義 人

シ ー ケ ン ス 制 御 用 言語 と し て 最 も 代表 的 な ラ ダ 一

方式は 「 プ ロ グ ラ ム の 可読性が 乏 し し リ 、 「 プ ロ グ ラ ム

を構造化 で き な し リ な ど様 々 な 問題点 を 抱 え て い る 。

本研究で は 、 以前 に提案 さ れた オ ブ ジ ェ ク ト 指 向 と 状

態遷移モ デ、/レ を 採 用 し た 新 し い シ ー ケ ン ス 制 御 用 言

語の 総合化 開発環境 の構築 を 目 的 と し て い る 。 開 発 は

マ ルチ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム で あ る Java を 用 い て い る 。

今 回 は統合化 開 発 環境 の 中 で ま だ作成 さ れ て い な か

っ た 、 本言語か ら IL 言語へ コ ンパイ ルす る コ ンパイ

ラ の 作成 に つ い て報告す る 。

対向 タ ーゲ ッ ト式スバ ッ タ 法 に よ る

T i 0 2 膜の作製 と その構造 ・ 特性

中 林 寛 文

対 向 タ ー ゲ ッ ト 式 ス パ ッ タ 装 置 に よ り 反応性 ス パ

ッ タ リ ン グ を行 い 、 プ ラ ズマ ー基板 間 距離 を変化 さ せ

て 光触媒 Ti02 膜 を 作製 し た 。 基板 を プ ラ ズマ に近づ

け る と 結品構造の変化、 結品性の 向 上 、 表面粗 さ が増

大す る こ と 、 拡散光 の増加 に よ り 垂直透過 率、 垂直反

射率 は減少す る こ と が確認 さ れた。 光触媒反応 の評価

を 太 陽 シ ミ ュ レー タ に よ り 行 っ た と こ ろ 、 基板 を プ ラ

ズマ に近づ け て 作成 さ れた膜で は CH30H が 分解 さ れ

る こ と が確認 さ れた。
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非定常信号解析 に お け る 分析窓長 に

依存 し な い信号推定

中 林 義 憲

非 定 常 信 号 の 解 析 に は 短 時 間 フ ー リ エ 変 換 、

Wavelet 変換な ど が 用 い ら れて い る 。 し か し 、 いずれ

の 手 法 も 窓 関 数や分析長 に 依 存 し 周 波数分解能 は 一

般 に 低い た め 、 本論文で新 し い信号解析手法 を提案 し

た。 Fourier 変換の 基本概念 に基づ き 、 目 的信号 と 余

弦波 の モ デル信 号 に 対 し 、 最小二乗法 に お け る 非線型

方程式の解法 を適用 し た。 そ の結果。 音声や ピ ア ノ 音

に お け る 解析 で も 、 目 的信号 を 高 分解能 で解析す る

こ と が で き た。

ア ンモ ニ ウ ム ロ ッ セル塩の

構造相転移 に 関 す る 研究

中 村 吉 延
ア ン モ ニ ウ ム ロ ッ セ ノレ塩 の 構造相 転移 に つ い て 調

べ る た め 、 誘電率 の 実測値 を 間接型強誘電体の 現象論

か ら 導かれ る 結果 と 比較 し た。 転移温度 以 下 で誘電率

に温度依存が認 め ら れ る こ と か ら 、 オー ダーパ ラ メ ー

タ に わ ず か な 温度依 存 を 仮 定す る こ と に よ っ て 必 要

な 展 開係数 を 導 き 出 し 、 現象論 に よ っ て誘電率 の 測 定

結果 を再現す る こ と が 出 来た。 こ の こ と か ら 自 発分極

も 温度依存す る も の と 予想 さ れ る 。

明暗境界近傍の明 る さ知覚に

関 す る 空間順応特性の研究

名 畑 久 典
本研究 で は 、 視覚系 に お い て 局所傾応 と 平均順応以

外 に 周 囲 の 明 る さ の 影 響 を 受 け る 周 辺 順応 が 実 際 に

存在す る の か ど う か に つ い て調べ た。 そ の結果、 周 辺

順応 は 中 心寄付近で生 じ る こ と が 示唆 さ れ た 。 ま た 、

明 暗 が 強調 さ れ る か ど う か を 検 証す る た め に 3 つ の

円 形視標 の 明 る さ 比較実験 を行い、 注視 し て い る 視標

が最 も 明 る く 知覚 さ れ る と し づ 結果 を 得た。 さ ら に 画

像処理 に応用 す る と 、 ヒ ト の 見た 目 に よ り 近い画像が

得 ら れた。
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Two loops i nteraction due to so l itary magnetic 

kink driven by col l id ing plasma flows in 

magnetic flax tubes 

西 健 治
太 陽 の 持 つ フ レ ア 発 生機構や コ ロ ナ加熱 の 謎 を 解

明 す る た め に 、 MHD コ ー ド を 用 い て 太 陽 に存在す る

流 動 的 な プ ラ ズ、マ 流 を 内 部 に 持つ 磁 束 管 の 力 学 を 研

究 し 、 プ ラ ズ マ 流 の 衝 突 に よ る 不 安 定 現 象 と し て

MoSMaK と い う 新 し い 概 念 を 提 案 し た 。 そ し て

MoSMaK に 関 す る い く つ か の研究か ら 太陽 で起 こ る

現象に応用 さ れ る 可能性が あ る 、 磁気 リ ン グの崩壊 と

プ ラ ズ、マ 流 の 放 出 、 相 互作用 の 強化 と 磁束管の加熱現

象 を発 見 し た。

相関処理を用 いた残響音場の逆問題 に

お け る ブ ラ イ ン ド 解法

長谷川 竜 生

残響音場 に お け る 逆 問 題 に 対 し 、 ブ ラ イ ン ド 的 な 手

法で音源音声 の 回復 を試みた。 残差信号 と 音源信号 と

の 相 関 関数か ら 、 直接音 と 反射音 と の相対的 な振幅情

報 と 時間 遅れ を 抽 出 し 、 観測信号か ら 逐次 的 な減算処

理 を行 う 残響抑圧法 を 提案 し た。 実音声 を 用 い た 回復

実験で は 、 フ ィ ル タ パ ン ク を 用 い て 広域信 号 を 狭域化

し て 、 観測信号か ら 音源信号の 回復 を試みた。 そ の結

果 、 残響時間 1 秒程度 で最大 7dB 平均 3dB の 改善が

確認で き た。

窒素 レーザー を 用 いた

ピ ン チ プ ラ ズ マの シ ャ ド ー グ ラ フ計測

平 田 諭
本研究で は 、 ピ ン チ プ ラ ズ、マ の収縮段階に お い て発

生す る 電流不安定性 と 強力 な X 線源 で あ る ホ ッ ト ス

ポ ッ ト と の 関 連性 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て

い る 。 プ ラ ズ、マ の 形状 を 知 る た め に シ ャ ドー グ ラ フ 法

に よ り 、 ピ ン チ プ ラ ズマ の 像 を 撮影 し た。 光源 に は 、

平板 ブノレ ム ラ イ ン型 の 窒 素 レ ー ザー を 用 い た。 ま た 、

こ の レー ザー を 3 台用 い て 、 時間 を ず ら し て 発振 さ せ

て 、 プ ラ ズ、マ の収縮過 程 を捉 え る シ ス テ ム を 開発 し た

の で報告す る 。
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聴覚情報が視覚情報 に与え る 影響 に 関す る 研究

穂 積 篤
近年、 携帯電話の使用 に 起 因 す る 交通事故が増加 し

た と の報告が あ る 。 こ の原 因 の ーっ と し て 「聴覚情報」

が 「視覚情報」 に影響 を及 ぼ し て い る こ と が 考 え ら れ

る 。 そ こ で本研究 で は 、 「聴覚情報」 が 「視覚情報」

に 与 え る 影響 に つ い て 定量的測定 を試み た。 本実験で

は 、 刺激画面 に ノ イ ズ と タ ー ゲ ッ ト を 呈示 し 、 被験者

が タ ー ゲ ッ ト を 検 出す る 反応時間 を 測 定 し た。 そ の結

果 、 「聴覚情報」 に よ る 負 荷 が か か る と 、 タ ー ゲ ッ ト

を 同 定で き る 領域が縮小す る こ と が示 さ れた。

水滴電界計を用 いた

地上電界多点計測 システムの開発

本 田 聡
雷 現象 を 解 明 す る 方 法 と し て 水 滴 の 帯電現象 を 利

用 し た電界計 を 用 い て い る 。 最初 に 雷放電時の 電荷変

化量は、 水滴電界計で、評価 が 可能 で、 あ る こ と を示 し た。

次 に 、 帯電雲 の移動過程 と 雷放電時の電荷変化 と 位置

評価 を す る た め 三点 同 時計測 シ ス テ ム を 開発 し た。 そ

の 結 果 、 帯電雲 の 移 動過 程 を 評価 し た と こ ろ 、 上 空

3km の 雲 の 動 き と 追随 し て い る 事が解 っ た。

プラ ズマ 力. ン を イ オ ン源 と し た

パルスイ オ ン ビー ム発生装置の開発

前 坪 洋 介

パル ス イ オ ン ビー ム (PIB) を 半導体材料へ照射 し た

場合、 イ オ ン 注入 と 同 時 に タ ー ゲ ッ ト の表面層 の み を

ア ニ ー ル 処 理 で、 き る こ と か ら 高 融点材料へ の イ オ ン

注入技術 と し て 期待 さ れて い る 。 本研究で は高純度 の

PIB 発 生 を 目 的 と し て 、 イ オ ン源 に ガ ス パ フ プ ラ ズ、マ

ガ ン を 用 い た イ オ ン ダイ オー ド の 開発 を行 っ た。 イ オ

ン ダイ オー ド の加速実験 を 行 い 、 イ オ ン ピ ン ホ ール像

を 観測 し た 結果イ オ ン加速 を 確認す る こ と が で き た。

SrTi03 バ ッ フ ァ 一層を用 いた Si 基板上への

Bi 系酸化物超伝導体薄膜の MBE 成長

松 田 晶 詳
Bi 系 酸化物超伝導体 は高温の超伝導体物質で あ り 、

Si 基板上へ作成す る こ と は電子デ、パイ ス へ の応用 に

お い て 有用 で あ る 。 こ れま で SrTi03 バ ッ フ ァ 層 を は

さ ん で薄膜の 作成 を お こ な っ て き た が 、 バ ッ フ ァ 層 の

表面性の悪 さ か ら 良 好 な 薄膜は得 ら れ な か っ た。 そ こ

で膜厚 の 違い に よ る バ ッ フ ァ 層 の表面性を調べ、 そ の

上 に 結 晶 性 の 良 い 薄膜 を 作成す る た め の 条 件 を 探 し

た。 SrO: 100 A 、 SrTi03: 30oA の厚 さ の バ ッ フ ァ 層 が

も っ と も 表面性が よ く 、 そ の 上 に Bi 系酸化物超伝導

体薄膜の作成 が 確認で き た。

太陽表面の対流 に よ っ て起 こ る

非線形波動 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

南 塚 了

太 陽 に 関 す る 重要 な 問 題 と し て コ ロ ナ加 熱 の 問題

が あ る 。 最近の 高精度 の観測 に よ っ て 、 太陽表面 に は

無数の微小磁束管が存在 し 、 太陽表面 の対流に よ っ て

移動 ・ 衝突 を繰 り 返 し て い る こ と 、 ま た 、 コ ロ ナルー

プ の 根 元 が 局 所 的 に 加 熱 さ れ て い る こ と が 分 か つ て

お り 、 こ れが コ ロ ナ加熱 の エ ネ ル ギ ー供給源 と 考 え ら

れて い る 。 今 回 は そ の現象に 注 目 し て シ ミ ュ レー シ ョ

ン を行い、 磁束管 で の 波 の励起 と そ の伝播 に 関 し て 重

要 な 結果が得 ら れた。

心拍数を一定 に保つ ト レ ッ ド ミ ルの

速度制御法 に 関 す る 基礎的研究

宮 本 賢 一

本研究 は コ ン ビ ュ ー タ を介 し た デ ィ ジ タ ル PID 制

御 に よ り 無意識的 に 心 拍 数 を 一 定 に 保 つ ト レ ッ ド ミ

ル運動 シ ス テ ム の構築 を 目 的 と す る 。 被験者 の 心電図

か ら の 心拍 間 隔 (心拍数) を制御量、 ト レ ッ ド ミ ルの

直流 モ ー タ 制 御 回 路 へ の 速度 指令値 を 操作量 と し て

フ ィ ー ドパ ッ ク シ ス テ ム を構築 し た。 こ の ト レ ッ ド ミ

ル運動 シ ス テ ム を被験者 に適用 し 、 実 際 に 心拍数変動

を計測す る こ と に よ り シス テ ム の検討 を 行 っ た。
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自 然言語処理を用 いた 3 D C G

作成支援 システムの研究

山 口 真 悟

3 次 元 C G を 作成 す る た め の イ ン タ ー フ ェ イ ス の

欠 点 で あ る 、 2 次元画面上 で の 3 次元 空 間 の 編集 と い

う 問 題 を 解決す る た め に 自 然言 語 を 使 っ て 命 令 す る

こ と に よ り 画像 を 操作す る 方式 を 提案 し 、 そ の プ ロ ト

タ イ プの作成 と 評価 を行 っ た。 実験の結果、 入力 イ ン

タ ー フ ェ イ ス 部 分は本研究 の 方式で は 不 十分 な 場合

も あ っ た が 、 出 力 は ユ ーザ に と っ て 編集 しやすい も の

を 得 る こ と が で き た。 よ り 高度 な機能 を 実装 し 、 ユ ー

ザの利便性 を 高 め る こ と が今後 の課題で あ る 。

注視 に よ る文字情報の獲得 に 関 す る 研究

山 崎 剣 治

本研究 で は ロ ボ ッ ト に 搭載 さ れ た カ メ ラ で得 ら れ

る 画像か ら 、 一般 に 重要 で あ る と 予想 さ れ る 情報(本研

究 に お い て は そ れ を 文字情報 に 限定 し て い る ) の 位置

を特定 し 、 自 動 的 に そ の 文字領域 を ズー ム ア ッ プ し て

認識す る こ と が 目 的 で あ る 。 な お 、 情景 に お い て 時 に

は文字情報 の位置 が分散 し て い る 。 そ の 場合そ れぞれ

の 文字情報 の 重要度 な ど を 自 動 的 に ラ ン ク 付 け し 、 検

出 し た領域 が 本 当 に 文 字情 報 で あ る か ど う か の 判 定

も 必要 な 処理で あ る 。

双方向 ス イ ッ チ を用 いた力率改善形単栢

コ ンパー タ 回路 に 関す る 研究

吉 田 篤
近年、 単相 コ ンパー タ 回路 の入力電流 の 歪み に よ る

高調波問題や力率低下の 問題が懸念 さ れて い る 。 こ の

問題 を解決す る ひ と つ の 方法 と し て 、 力 率改善形単相

コ ンパー タ 回路 が あ る 。 本研究で は 、 従 来 の 高調波性

能 を 維持 し だ ま ま ス イ ッ チ ン グ 素子数 を 減少 さ せ た

力 率改善形単相 コ ンパー タ 回路 を 開発 し 、 シ ミ ュ レー

シ ョ ンお よ び実験 に よ り そ の効果 を確認 し た。

2001 年度修土 ・ 博士論文概要一覧

2 4 時間明暗環境下および

短時間低温環境下での老化促進

モデルマ ウ スの超音波発声 に 関す る 研究

渡 辺 健 治

生後最初 の 2----- 3 週 間 、 親 の 世話 を必要 と す る 新生

児マ ウ ス は親や兄弟 か ら 離れた場所 に い る 時、 い ろ い

ろ な超音波 を発声す る 。 本研究 で は 、 老化促進モ デル

マ ウ ス を 用 い て 、 低温環境下で 1 匹 に ア イ ソ レー シ ョ

ン し た 時の超音波発声 を 、 ソ ノ グ ラ ム 解析 を 用 い て超

音波発声数 と パ タ ー ン (周 波数、 大 き さ 、 長 さ ) に つ

き 検討 し た。 ま た 、 新生児マ ウ ス の超音波発声 と サー

カ デ ィ ア ン リ ズム の 関係や、 母親 の行動 と の 関係 に つ

い て も 検討 し た。

単相整流回路の組み合わせ に よ る

高調波低減 に 関 す る 研究

高 艶

電力 系 統 に は 、 コ ンデ ンサ イ ン プ ッ ト 形整流 回路が

原 因 に よ る 各種高調波 が発生 し 問題 と な っ て お り 、 使

用 の 拡 大 と と も に 今 後 ま す ま す 高 調 波 問 題 の 増 加 が

予想 さ れて い る 。 本論文 で は 、 時間領域での シ ミ ュ レ

ー シ ョ ン 法 と 入 力 電 流 の 高 調 波 成 分 が 簡 単 に 算 定 で

き る 周 波 数領域 で の 方法 を 利 用 し て 得 ら れ る 単相 整

流回路 を 並列接続す る こ と に よ り 、 互 い に干渉 し あ っ

て 電力 系 統 の 高調波 を低減す る こ と が で き 、 極 め て 高

調波抑制効果 の 大 き い こ と が分か つ た。

D C モー タ のセ ンサ レス速度制御 に 関す る 研究

孫 盾

速度制 御 の 重要 な 役割 を 担 っ て い る 速度 セ ン サ は 、

コ ス ト が高 い 、 破損 し や す い、 メ ン テ ナ ン ス が L 、 る な

ど の 問題点 が あ る 。 本研究 で は 、 D C モ ー タ に お い て 、

回転速度 が端子電圧、 電機子電流 と 電動機定数 に よ り

演 算 で き る 特性式 を 動作原理 と し た 速度 演算 回 路 を

用 い る こ と で、 速度 セ ン サ と 同等 な 性能 が得 ら れ る こ

と が確認 さ れ た 。 ま た 、 速度 セ ン サ レ ス フ ィ ー ド、 パ ッ

ク 制御 が実現可能で あ る こ と が検証 さ れ た 0，
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雷雲の位置推定のた めの水平方向電界計の開発

TANTISATTA Y AKUL THANAPOL 

雷放電予測や雷放電の機構 を 解 明 す る 上 で、 電界観

測 が 有 効 で、 あ る 。 し か し 従 来 の 電界計測 の 多 く で は 、

水平方 向 電界の情報が少 な い た め 、 垂直方 向 電界 の み

雷雲の発達 ・ 移動過程 に つ い て評価 さ れて き た。 そ こ

で 、 我 々 は 、 よ り 詳 し い雷雲の発達 ・ 移動過程 を行 う

た め に水平方 向 電界 を 計測す る 装置 を 開発 し た。 開 発

し た 装置 は 、 回転電極式装置、 固 定電極式装置、 及 び

組み合わせ式装置 と 名 付 け た 3 種の 装置が あ る 。 そ れ

ら の応答特性評価、 お よ び屋外観測 の 結果 に つ い て 報

告す る 。

遺伝的 アル ゴ リ ズムを用 いた交通信号の制御

張 圃
交通信号は、 安全で 円 滑 な 車両 の 流 れ を 制御す る こ

と を 主 な 目 的 と し て い る 。 複雑な道路網 に お い て そ の

目 的 を 達成す る に は 、 多 く の信号間 の微妙 な タ イ ミ ン

グ を 制御す る 必要が あ り 、 最適 な制御 を行お う と す る

と 、 現在 の コ ン ビ ュ ー タ で は現実的 な 時間 で処理で き

な い 、 難 し い組合 わせ最適化問題 と な る 。 そ こ で 、 こ

の 問題 に 遺伝的 ア ル ゴ、 リ ズム の 手法 を適用 し 、 現実的

な 処理時 間 で、 準最適 な解 を 見つ け る 手法 を 提案 し た。

混合ガス に お け る ガスセ ンサ応答の

モデル化 と 濃度推定法に 関 す る 研究

劉 樹 原

単 一 ガ ス の 特性 か ら 複合 ガ ス の 特 性 を 推定す る セ

ンサ特性モデ、ル を 提案 し た。 特性の 異 な る 2 種類の ガ

ス セ ン サ に対 し 2 種混合 ガ ス の 特性 を モ デル化 し 、 本

モデルの有効性 を 実証 し た。 複合ガ ス の 特性 を 測 定す

る こ と な く 、 複合ガ ス の 特性 を モ デ、ル化 で、 き る 。 ま た 、

特性の 異 な る 複数の ガ ス セ ン サ を セ ンサ群 と し て 、 複

合 ガ ス を 計 測 す る こ と で複合 ガ ス を 構 成す る 個 々 の

ガ ス の ガ ス 濃度 を 推定で き る 可能性 も 明 ら か に し た。

交流磁気誘導浮揚回転円盤装置 に関する研究

禁 煙 長
本装置 は 、 導体 円 盤 に誘起す る 誘導起電力 の反発

作用 を利用 し 導体 円 盤 を 安 定 に 浮揚回 転 が で き 、 ま

た 、 浮揚 と 回 転 を 単一電源 回 路 で実現で き る と い う

特徴が あ る 。 本論文 で は 、 試作 し た磁気浮揚形 回 転

円 盤装 置 の 原理、 構造お よ び特性測 定結果 を 述 べ て

い る 。 さ ら に 、 本装置 の 等価 回 路 は従 来 の 回転形 の

誘 導機 と 同 様 に扱 う こ と が で き る も の と 考 え 、 無負

荷試験 と 拘 束試験 の 結果 か ら 得 ら れ る 等価 回 路 を利

用 し た 特性算定法 に つ い て 検討 し た。
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物質拡散の分子動力 学的機構 に 関す る 研究

朝 倉 太 郎

原子 ・ 分子 レベルで、 の 相 互拡散の機構解明 の は じ め

と し て 、 分子動 力 学法 を 用 い て 、 濃度 こ う 配 が 一 定 で

あ る 濃度場に お け る 分子運動 を シ ミ ュ レー ト し 、 拡散

速度 と 粒子集 団 の 合 力 の 変 動 と そ れ ら の 関係 に つ い

て調べた。 そ の 結果、 拡散速度 と 粒子集 団 の合力 に は

強い相 関 関係 が あ る こ と が わ か っ た。 ま た 、 そ れぞれ

の粒子 は 同種の粒子 に 近づ こ う と す る 動 き を し 、 拡散

系 の エ ネ ル ギ ー が 低 く 安 定 し た 状態 に な る こ と が わ

か っ た。

研削切断機の送 り 制御 に 関する基礎的研究

池 田 薫
研削切断加 工 に お い て は 、 高 い加 工能率で加 工精度

を 向 上す る こ と が 求 め ら れて い る 。 こ れ ま で、 工作物

に微小振動 を 付加 す る こ と で加 工精度 を 向 上 さ せ る

技術が 報告 さ れて い る が 、 特別 な加振装置 を 必 要 と し 、

小型 の切断機 で は適用 で き な か っ た。 そ こ で本研究 で

は 、 工作物 の 送 り を 制御す る こ と で 、 加振装置 を 用 い

ず に 振動状態 を 作 り 出 し 、 小型 の 切 断機 に お け る 加 工

精度お よ び加 工能率の 向 上 を 目 指 し た。 本論 で は 、 被

削材の 固 定法、 切 断抵抗、 仕上 げ面形状誤差 な ど か ら 、

適切 な送 り の 制御方法 に つ い て述べ る 。

熱衝撃を受けた超硬合金のW C / C O 界面に

お け る 熱 き 裂発生

岩 脇 章 二

材料に熱衝撃 を 与 え る と 、 試験片 内 部 に 生 じ る 温度

勾配 に よ る 巨視的 な熱応力 と 、 結品粒界 を は さ む熱膨

張率の違いや結晶 の 異方性等 に よ り 、 粒界 に結品粒 レ

ベルで の微視的応力 が発生す る 。 そ こ で有限要素法 を

用 い 熱衝撃 時 に 結 晶 内 部 で発 生 す る 応 力 分布 を 評価

し た。 ま た 実験 に よ る 微視割れ と の 比較 を行 い 、 材料

の微視割れ に 及 ぼす影響 を 調査 し た。 そ し て 、 巨視的

熱応力 値 と 微視的熱応力値 を 重 ね合わせ、 臨界冷却温

度差 ム Tc の 予測式 を 導 き 出 し た。

200 1 年度修士 ・ 博士論文概要一覧

アル ミ ニ ウ ム合金の高速切削特性 に 関 す る研究

上 回 毅 文

6063 系 ア ル ミ ニ ウ ム合金は 、 押 出 し加 工性及び耐食性が 良

好 な こ と か ら 、 主 に建材に使用 さ れて い る 。 こ れ ら は押 出 し

後 、 機械加工 さ れて製品 と な る 。 近年 こ れ ら の加 工法 にお い

て も 、 高速化が 指 向 さ れて い る 。 高速切削加工 は 、 加工能率

の 向 上 に 有効 な 手段 と 考 え ら れて い る が 、 こ れ ま での 実用 的

な切削速度 は 20m/s 以下で あ り 、 切 削速度が 20m/s を超え る

加工 に対 し て は、 ほ と ん ど検討 さ れて い な い の が現状で あ る 。

そ こ で本研究で は 、 切 削速度 が 20m/s を 超 え る よ う な切 削

加 工領域で の 特性 を 明 ら か に す る た め に 、 切 削抵抗 、 熱エ ネ

ル ギ一 、 切 り く ず形態 、 パ リ 形状等 が 切 削 速度 、 す く い角 、

切 り こ み量の 増 大 に つれて 、 ど の よ う に 変化す る か を 調べた。

熱闇押出 し押出 し 加工中の

変形量 と 圧力分布の測定

上 床 浩 一

押 出 し加 工 に お け る 製品 の 形状や寸法 は 、 押 出 し金型 の 変

形や材料流動 の 影響 を 強 く 受 け る 。 現在 は 、 押 出 し金型修正

作業者お よ び設 計者が 金型修 正や設計 を 行 い 実生産 を 行 っ

て き て い る 。 近年パ ソ コ ン の 普及 と 共 に金型設計 に も シ ミ ュ

レ ー シ ョ ン が適用 さ れて き て い る 。 そ こ で 、 よ り 正確な シ ミ

ュ レー シ ョ ン結果 を 得 る た め に 、 デー タ ベー ス と し て 高 温時

の 正確 な圧力やた わ み量 を 測 定す る こ と が 必要 で あ る 。 そ こ

で本研究 で は 市販 の 圧 力 セ ン サ を 用 い て 圧 力 を 測 定す る と

共 に 、 実際 の 金型 の 変形量 も 測定 し 比較検討 を 行 う 。

水分を 吸着させたゼオ ラ イ ト 粒子充てん層の

有効熱伝導率 に 関 す る 研究

太 田 竜 真

本研究室 で 開 発 さ れた形状分離装置 に よ っ て 、 粉砕

媒体用 チ タ ニ ア粒子群 を形状分離 し 、 形状の 異 な る 4

種類の チ タ ニ ア試料粒子群 を 調製 し た。 同試料の圧壊

特性 に 及 ぼす各種要 因 の 影響 に つ い て 振動 ミ ル を 用

い て 検討 し た。 そ の結果、 圧壊特性 は 、 主 と し て 試料

粒子群 の 3 次元形状 に依存す る (粒子表面が 滑 ら かで、

か つ 、 球状 に 近 い粒子 ほ ど圧壊 し難し 、 ) こ と 、 ま た 、

初 期 装 填 量 お よ び粉砕媒体 の 質量 に 依 存す る こ と を

実験的お よ び統計学的解析 に よ り 確か め た。
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少量の微粒子を含んだ水の凍結過程 と

粒子の挙動 に 関 す る 研究

金 古 陽 一

含水 し た 多孔質層 の 凍結 は 、 極寒帯 に お け る 液化天

然 ガ ス パ イ プ ラ イ ン の 維持管理や、 低温液化 ガ ス 保存

タ ン ク の 埋設 な ど で 見 ら れ る 。 し か し 、 含水 し た 多孔

質層 が凝固す る 際 の粒子挙動や、 凝固過程 に お け る 熱

的挙動 は十分 に研究 さ れて い な い の が 現状 で あ る 。 本

研 究 で は 多 孔質材料 と し て 粒子 そ の も の が 微細 な 多

孔構造 を持つ吸着剤 の ゼ オ ラ イ ト と 活性炭 を 用 い 、 水

の 凝 固 過 程 に お け る 粒子 挙 動 及 び 水 の 凝 固 潜熱 に つ

い て検討 し た。

油圧駆動四足歩行機械の

動力学的モデ リ ン グ に 関 す る 研究

河 原 寛 之

本研究 の 目 的 は 、 人 間 の搬送 を 目 的 と し た 油圧駆動

四 足歩行 ロ ボ ッ ト シ ス テ ム を構築す る こ と で あ る 。 ロ

ボ ッ ト 単独 で、 は安定な歩行 も 、 搭乗者の 運動 に よ り 不

安定 に な る 。 そ の た め に 、 搭乗者 を 含 め た ロ ボ ッ ト の

動 力 学 的 モ デ リ ン グ お よ び シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 、

搭乗者 の 運動 が 床反 力 と 歩行 の 安 定性 に 与 え る 影 響

の解析 を 行 な っ た。 さ ら に 、 床反力 と 脚姿勢 よ り 搭乗

者 の 運動 を 推 定す る 手法 を 提案 し シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

に よ り こ れ を確認 し た。

セ レーテ ッ ド フ ィ ン付管群の渦発生特性 一 管形状

に よ る 渦発生特性 と その抑制法 一

川 部 泰 臣

管群型熱交換器 に お い て 管群後 流 に 発 生す る 渦 の

発 生周 波 数 と 熱 交換器空 間 内 の 気柱振動周 波 数 が 一

致す る と 共鳴 を 起 し 、 騒音や振動 の 原 因 と な る た め 、

管 群 配 置形状 に よ る 渦発 生周 波 数 予 測 や騒音抑 制 法

が 重要 と な る 。 そ こ で 、 形状寸法 の 異 な る セ レ ー テ ッ

ド フ ィ ン 付 管 を 使 用 し た 実験 に よ り 渦発生周 波 数 に

及 ぼす影響 を 明 ら か に し た。 ま た 、 騒音 の 小 さ な 管群

を 間 隔 を 設 け て 組み合 わ せ た 方 法 に よ る 騒音抑 制 法

に つ い て検討を行 っ た。

流速分布が片持ち 円柱の

流力弾'性振動 に及ぼす影響

北 川 明 宏

プ ラ ン ト 等 に お い て そ の シス テ ム の運用 上 、 管 内 に

はセ ンサやそ の保護管が挿入 さ れ る 。 こ れ ら は流体力

学的 に鈍い形状 の 物 体 で あ り 、 そ の 後 流 に は渦が発生

し 、 物体 は振動す る 。 こ の 現象 を 流 力 弾性振動 と い い 、

こ れが 原 因 で事故が発生 し た こ と も あ る 。 従来、 既知

と さ れ て い る こ の 現象 で は あ る が 速度 勾 配 の 小 さ い

流速分布 で の結果で あ る 。 そ こ で本研究で は速度勾配

の 大 き い 流速分布 で の 流力 弾性振 動 特性 に つ い て 調

べた。

3 次元分子動力学法 に よ る 吸着過程 に

関する研究

佐 藤 壮 市

吸着現象 は 日 常生活、 工学、 医学、 農 学 に 至 る 様 々

な分野で応用 さ れて い る 。 し か し 吸着現象 に つ い て エ

ネ ル ギ ー 、 吸着熱、 分子 レベル の 状況 な ど基本的 な 問

題 は ほ と ん ど未解決で あ り 、 界 面 の粒子や吸着粒子 は

特殊 な 状態 に あ る た め に 定性的 な 理解 が 必 要 で、 あ る 。

そ こ で 、 こ の 複雑 な 吸着現象 も 統ー し た 見方 が で き 、

定性的 な理解が 出 来 る と 考 え 、 分子動 力 学法 を 用 い て

吸 着 現 象 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し 分子 的構造 の 解 明 を

試み る 。

Mg- A I- Z n 系合金切削 チ ッ プの

熱闘押出性の改善 と リ サイ ク ル

佐 藤 寿

マ グ ネ シ ウ ム 合金 は さ ま ざ ま な 分 野 で利 用 量 が 増

加 し て い る 。 こ れ ら を よ り 有効 に 再利 用 す る こ と を 目

的 と し て 、 そ の切 削 チ ッ プ を 熱 間 押 出 し加 工 に よ り 形

材 を 作製 し た 、 そ し て 、 機械的性質や表面性状お よ び

内部組織 に つ い て調査 し た。 研究の結果 と し て 、 ダイ

ス 形状 に よ っ て 表 面性状 を 改 善す る こ と が で き る 事

が わ か っ た。 ま た 、 表面粗 さ 、 室温機械的性質 に 及 ぼ

す押 出 し 温度 お よ び押 出 し 速度 の影響 も 調査 し た 。
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矩形中空押出 し 形材の高精度化 と

非定常 プ ロ セ スへの シ ミ ュ レ ー シ ョ ンの適用

正 保 順
本研究 は 、 ① ア ル ミ ニ ウ ム 合金押 出 し加 工 の 高速化 に よ る

生産性 向 上 を 図 る べ く 、 押 出 し圧 力 の 低減 を 対象 と し た ダイ

ス 設計 の適正化。 ②ダイ ス 設計 の効率化お よ び メ タ ル流動 メ

カ ニ ズム に 対 し 理論的 に解 明 すべ く 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン技術

の適用 。 の 2 点 を 目 的 と し て い る 。 そ こ で 、 新た な ダイ ス

構造 と し て テ ーパ ポー ト (周 テ ーパ ポー ト 、 径テ ーパ ポー ト )

を提案 し 、 押 出 し圧 力 の低減 を 図 る と と も に そ れ ら 現象 を メ

タ ル進行状況お よ び メ タ ル フ ロ ー か ら 推測 を 立 て説 明 し た。

ま た 、 非定常 シ ミ ュ レー シ ョ ン技術の適用 に あ た り 、 種々 解

析 ノ ウ ハ ウ を盛 り 込 ん だ解析モ デル を 用 い る こ と で 、 押 出 し

圧 力 チ ャ ー ト お よ び メ タ ル フ ロ ー 挙動 で 実験結果 と ほ ぼ整

合性 を 取 る こ と が で き 、 さ ら に メ タ ルひずみ速度 が 押 出 し圧

力低減 に影響す る こ と を理論的 に 明 ら か に し た。

双輪駆動全方向移動 ロ ボ ッ 卜 の間欠走行制御

柴 田 幸 治

本研究で は狭い廊 下 で も 難 な く 通れ、 向 き (姿勢) を

変 え ず に あ ら ゆ る 方 向 へ移動 で き る 屋 内 用 移動 ロ ボ

ッ ト を 開発 し た。 本報 で は製作 し た試作機 を 用 い 、 す

べ り に よ り 出 た 誤差 を セ ン サ で 検 出 し 修 正 す る 方法

に つ い て 述べ る 。 現在工場で使 われて い る 自 動搬送車

は 、 走行 ラ イ ン 上 を な ぞ る よ う に移動す る が 、 本報 の

ロ ボ ッ ト は よ り 簡 単な制御で、 要所に配置 さ れた V 宇

マ ー カ を 用 い て誤差修正 を行い 、 美観 を 損 な う こ と な

く 、 低 コ ス ト で命令通 り の 走行 を行 う 。

YBa2CU307_x 粉末の焼結条件が

高温圧縮加工性 と 超伝導特性 に 及ぼす影響

高 昌 宏 行

Tc が 94K と 高 く 磁気浮上への応用 が期待 さ れて い る 、

酸化物超伝導体 YBa2Cu3Û7-x に つ い て 、 3 種類の 焼結条

件 を様 々 な ひずみ速度 で高温圧縮試験 を 行 っ た。 そ の

後 、 酸素気流 中 で の熱処理 を 行 い 、 SQUID に よ る 超伝

導体積率 を 測 定 し 、 焼結条件 が 高 温圧縮加 工性 と 超伝

導特性 に及 ぼす影響に つ い て 検討 し た。 さ ら に最適焼

結条件 の超伝導特性 の 改 善 を 行い 、 内部結晶粒 と 超伝

導体積率 の 関係 に つ い て検討 し た。

200 1 年度修士 ・ 博士論文概要一覧

G A に よ る 未知凹凸路面推測型移動

マニ ピ ュ レ ー タ の走行制御

塚 田 茂 和

本研究 の 目 的 は 、 外部セ ン サ を 用 いず に移動マ ニ ピ

ユ レ ー タ の 手先 に 正確 な 作業 を 行 わせ る こ と で あ る 。

移動マ ニ ピ ュ レー タ は 、 走行す る 路面 の影響 を 受 け る

た め 、 幾何学的/動力 学 的補償 を 同 時 に行 う 必要 が あ る 。

そ の た め 、 GA (遺伝 的 ア ル ゴ、 リ ズ ム ) と 移動 マ ニ ピ

ュ レ ー タ の 逆動 力 学モ デ、ル を 利 用 し た コ ン ト ロ ー ラ

を提案 し 、 路面形状 を推定 し 、 動 力 学補償 を行 う こ と

に よ り 凹 凸 路 面 走行 時 で も 水 平路 面 走 行 時程度 ま で

誤差 を減少 さ せ る こ と が で き る こ と を示す。

加熱転が り 接触を受 け る 被覆材の

複数表面 き裂干渉効果 と 疲労寿命の推定

塚 田 安 喜

被覆材 の 表 面 に 複 数 の 垂 直 き 裂 を 有す る 被覆 半 無

限弾性体 が 、 加 熱 を 伴 う 転が り すべ り 接触 を 受 け る 場

合 、 き 裂先 端 で の 応 力 拡大係 数 を 解析 し 、 ア ル ミ ナ 、

超硬合金 、 窒化珪素被覆材 中 の一対の き 裂の場合 に つ

い て そ の 定量的評価 と 相 互干渉 を検討 し た。 ま た 、 こ

の解析結果 と 超硬合金、 窒化珪素 の疲 労試験結果 を 用

い て 、 繰 り 返 し転が り 接触 に よ る 疲労 き 裂進展 シ ミ ュ

レー シ ョ ン行 い 、 転が り 疲 労寿命 の推定 を 行 っ た。

μ ー シ ンセ シ スを用 いた衝撃加工機械の

ロ バス ト 動作制御

出 村 和 也

衝撃 を 用 い る 加 工機械で は 、 衝撃 に よ る 摩擦や変形

が衝突後 の 動 作 を 乱 し 、 制御 を 不 安定 に さ せ て い た。

本研究 で は 、 外乱や変化 な ど に 対 し て 安 定性 が 強 く 、

そ う し た 変 動 要 素 を 同 時 に 複 数個 設 定す る こ と が 可

能 な 、 ロ バ ス ト 制御法の先端理論 μ 設計法 を 用 い 、 衝

撃加 工機械 を 基本的 な機械振動 系 、 構造化変動 を含む

系 と し て モ デル化 し 、 パ ラ メ ー タ 変 動 を 設計段階か ら

考慮す る こ と に よ り 、 系 の安定化 を 図 っ た。 ま た 、 作

成 し た コ ン ト ロ ー ラ を 用 い 、 衝撃 に よ る 非線形運動 に

対 し て 、 定 常 的 な連続加 工 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。
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ア ル ミ ニ ウ ム合金の穴あ け に お け る

ド リ ル先端形状 に 関 す る 研究効果

西 日 浩 司

穴 あ け加 工 に お い て 、 切 削抵抗 は 、 穴 あ け加 工の

進行 に つ れ て 大 き く 変化す る 重要 な 要 素 の ひ と つ

で あ り 、 そ の軽減 に努 め る こ と は、 送 り を増加 さ せ

て 生産性 を 向 上 さ せ る の に 有意義 で あ る 。 こ の切 削

抵抗 の軽減 に は、 ド リ ルの先端形状 が 大 き く 関与 し 、

ス ラ ス ト はチゼ、/レ部 の形状 と 心厚 に 、 ト ル ク は切れ

刃 の形状 に よ っ て影響 を 受 け る 。 本研究 で は、 ス タ

ン ダー ド ド リ ルの チゼルや、 切れ刃 の す く い 面 を型

彫 放電加 工機 で シ ン ニ ン グ加 工 を 施す こ と に よ っ

て 、 切 削抵抗 を軽減で き る ド リ ル形状 を検討 し た。

Tト6AI-4V 合金の高温低サイ ク ル疲労 き 裂発生 ・

伝ぱ挙動 に及ぼす負荷ひずみ波形の影響

播 摩 英 敏

Ti-6Al・4V 合金が 、 高温条件 下 に お い て ひずみ保

持 を 伴 う 台形波や、 鋸波状の ひずみ波形 を受 け る 場

合、 ク リ ー プ ・ 疲 労相 互作用 に よ り 破損寿命 が低下

す る こ と が 報告 さ れて い る こ れ ら の ひずみ波形の

違い に よ っ て 、 き 裂の発生や伝 ぱ挙動 に ど の よ う な

影響を及 ぼ し て い る か を 、 三角 波お よ び台形波 の 高

温低サイ ク ル疲 労 中 断試験 を行い 、 表面 き 裂の発生

繰返 し数や伝 ぱ繰返 し数、 ま た は表面 き 裂の形態観

察 、 伝 ぱ速度 を 通 し て検討す る 。

繊維状吸着材料の水分吸 ・ 脱着を利用 し た

冷却 システ ム に関する基礎研究

前 川 浩 行
近年、 エ ネ ノレ ギ ー の 有効利用 の た め未利 用 の低温熱

源 の 再利用 が 注 目 さ れて い る 。 そ こ で、 未利 用 低温熱

エ ネ ノレ ギ ー を 有 効 に 利 用 で き る 装 置 の ー っ と し て 吸

着式冷却機が あ る が 、 吸着現象 に は 大 き な伝熱面積が

必要で あ る こ と や、 吸着時に吸着が 不十分未飽和 な 吸

着材が 存在す る な ど の 欠 点 が あ り 、 吸着式冷却機 自 体

が 大 き く な る 等 の 問題が あ る 。 そ れ ら の 問題 を解決す

る た め 、 本実験 を 通 し て新た な 吸着系 の探索 を 行 っ た。

ニ ッ ケル機超合金の大気中疲労強度特'1生 lこ

関するこ、 三の検討

前 花 英 一

近年、 自 動車エ ン ジ ン の 高 出力 化 、 高齢化 に伴いエ

ン ジ ン 内 の 点 火 プ ラ グ が 損 傷す る 現象 が 確認 さ れ て

い る 。 そ こ で 自 動車用 点火 プ ラ グ に使用 さ れて い る ニ

ッ ケル基超合金イ ン コ ネ ル 600 の 大気 中 疲 労強度特

性の把握の た め に 、 4 種類 の 異 な っ た試験片 を 用 い て

片持 ち 回転 曲 げ疲 労試験 を行い S-N 線図 を 求 め た。

こ の結果か ら 長寿命 で の 疲 労強度特性、 疲 労強度 に及

ぼす結 晶粒径 の 大 き さ 、 酸化膜の有無、 変動応力負 荷

時の影響 に つ い て 検討 し た。

形彫放電加工の加工面損傷

モニ タ リ ン グ装置の開発

孫 田 多 佳之

一 般 に 形彫放電加 工機 で は放電状態 が 悪化 し て 加

工面が劣化 し た場合、 加 工 を 止 め て加 工面 の 劣化位置

と 損傷の程度 を観察 し対策 を講ず る 。 本研究 で は ワ ー

ク 前後左右 の 電位差か ら 求 め た放電位置 と 、 放電電圧

の 高 周 波 成 分 か ら 検 出 し た 加 工 状 態 を 放 電 ご と に

CRT 上 で オ ン ラ イ ン モ ニ タ す る 装置 を 開 発 し た。 モ ニ

タ 結果 と 加 工面損傷状況 が 対応 し て お り 、 本装置 は加

工 不 安 定原 因 の 推 定 と 対策 を 行 う 上 で 有 効 で あ る こ

と が わ か っ た。

放軍被覆 に よ る押出 し ダイ スの

表面改質 と その性能評価

増 淵 竜 治

近年、 ア ル ミ ニ ウ ム の押 出 し形材 は よ り 複雑かっ精

密 な形状 が 要求 さ れ、 そ れ に 伴 い 、 押 出 し金型 の一つ

で あ る ダ イ ス の 寿命 向 上 が 極 め て 重 要 な 課題 と な っ

て い る 。

そ こ で 、 安価 な 装 置 で操作性 が よ く 、 金型 の 一 部 、

特 に 狭い場所 に 特殊 な範囲 の被覆 ・ 硬化 が 可能で あ る

放電被覆処理法 (以 下 ESD 法 と 略す。 ) に よ る ダイ ス

ベア リ ン グ表面 の 表面改質 を試み る 。 ま た 、 従 来 の 窒

化処理や、 焼入れ処理の み の ダイ ス と 比較 し 、 ESD 法

の 高 力 ア ル ミ ニ ウ ム 押 出 し 金型 へ の 適 用 の 可能性 を

検討す る 。
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ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク 補償器 に よ る

油圧サーボ機構の位置制御

宮 武 浩 一

本研究 の 目 的 は 学 習 機能 を 有 し た コ ン ト ロ ー ラ に

よ り 非線形特性 を 有す る 油 圧 シ ス テ ム の 位 置 制 御 特

性 を 改善す る こ と で あ る 。 片 ロ ッ ド型油圧 シ リ ン ダ は

ピ ス ト ン の 受圧面積が 異 な る た め 、 動特性 に 非線形性

を 有す る こ と が 知 ら れて い る 。 本研究で は学習機能 の

あ る ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク を コ ン ト ロ ー ラ に 用 い

る こ と に よ り 、 位置制御特性の改善 を試み た 実 験 を 行

い 、 外乱の有無 に 関 わ ら ず位置制御特性が 向 上す る こ

と を 示す。

超音波 ウ エー ブ レ ッ ト 解析 に よ る

材料欠陥評価法の開発 に 関 す る 研究

宮 永 浩 司

超 音 波 探 傷 法 に よ る 材料 の 欠 陥 密 度 分 布 の 評 価 法

開発 を 目 的 と し 、 周 波数解析 に ウ ェ ー ブ、 レ ッ ト 変換 を

用 い る こ と で 欠 陥 密 度 な ど の 分布 を 考慮 し た 評価 を

行 う 。 後 方散乱波 の周 波数特性 と し て 重心周 波数 と ノ

イ ズエ ネ ル ギ ー が 欠 陥 の 大 き さ や密 度 に よ っ て 変 化

す る こ と に 着 目 し 、 そ れ ら の 関係 を 求 め た。 間 関係 に

基づ く Al-Si 合金粉末焼結材の評価 に つ い て 検討 を 行

っ た。 ま た 、 微小欠 陥 を 検 出 す る た め に 、 50MHz 焦

点付探触子 を 用 い た。

P I C を用 いた レーザ光の ビームスポ ッ ト

検出装置の開発 に 関 す る 研究

宮 前 信 繭

本 研 究 で は 、 P 1 C ( Peripheral Interface 

Controller) を 用 い た ビー ム ス ポ ッ ト 検 出装置の製作

と 、 そ の 制御方法 に つ い て 検討 し た。 常 に 光強度 の 強

い位置 に ピ ン ホ ー ル を 移 動 さ せ る 制 御 を P I C で行

っ た。 そ の結果、 ビー ム ス ポ ッ ト が広 が り を 持 た な い

場合、 及び広が り を持つ場合 に で も 、 本装置 で ビー ム

ス ポ ッ ト を 検 出 す る こ と が で き た。 そ の 際、 装置内部

の パ ッ ク ラ ッ シや 光 強 度 の ノ イ ズ を 回避す る よ う な

アル ゴ リ ズム を組み 立 て た。

200 1 年度修士 ・ 博士論文概要一覧

座面追従型立上が り 介助座椅子の研究

森 全 史

近年、 日 本で は急速 な 高齢化 が進み、 足腰が 弱 っ て

立 ち座 り の 困難な人や、 半身不 随の 人 な ど 下肢 に 衰 え

の あ る 高齢者が 多 く な り つつ あ る 。 特 に 立 ち 上が り と

い う 抗重 力 動 作 は 最 も 大 き な 負 荷 を 下肢 に か け る た

め に 生活 、 介護 の 負 担 が 増 す事 も あ る 。 本研究 で は 、

在 宅 で、 の 和式生活の維持 を支援す る た め に 、 床 面 で の

座位か ら 自 然 な 立 上 が り 姿勢 を保 ち つ つ 、 立上 が り を

介助 す る よ う に 座 面 を 立 上 が り 動 作 に 円 滑 に 追 従 さ

せ な が ら 昇降 さ せ る 座椅子 を 開発 し た。 本研究 で は そ

の 基本動作につ い て 考察す る 。

フ ィ ン付伝熱管群の熱流動特性 ー フ ィ ンの

種類 と 管列数の影響 ー

山 崎 道 雄

コ ン パ イ ン ド サ イ ク ル発 電 に 用 い ら れ る 大 容 量排

熱 田 収 熱 交換器へ の 使用 を 主 目 的 と し た フ イ ン 付伝

熱管群 に 対 し 、 セ レー テ ッ ド フ ィ ン付伝熱管 と ス パイ

ラ ル フ ィ ン付伝熱管 を 用 い 、 同 ー の サイ ズ、 同 一 の 実

験 装 置 で 実 験 を 行 な う こ と に よ り 熱流 動 特性 を 明 ら

か にす る 事 を 目 的 と し て い る 。 実験 よ り 新た な 特性 を

導 き 、 特性予測式 を 作成 し た。 そ れ に よ り 、 最適設計

指針 を 提示 し 、 セ レー テ ッ ド フ ィ ン付伝熱管 の 有効性

の 有無 を 明確 に し た。

移動マニ ピ ュ レ ー タ の転倒防止 に 関 す る研究

横 井 章 泰

本研究 の 目 的 は 、 移動マ ニ ピ ュ レー タ が なぜ転倒す

る の か を 明 ら か に し 、 転倒原 因 か ら 考 え た 、 転倒 し な

い よ う に す る 方法を提案す る 事で あ る 。 転倒 防止 に は 、

重心位置が 支持多角 形 内 に 存在す る よ う に 、 転倒安定

不 安 定領 域 図 を 用 い て 車載 マ ニ ピ ュ レ ー タ を 動 作 さ

せれば よ い。 転倒 回避に は反動 フ ラ イ ホ イ ール を 用 い

て 角 運動量の制御 を行 う 。 こ の 2 つ の 手法 を移動マ ニ

ヒ。 ユ レー タ に適用 し 、 転倒 し な い効果 を シ ミ ュ レー シ

ヨ ン に よ り 確認 し た。

- 81 -



富山大学工学部紀要第54巻 2003 

焦点、 はずれ画像 に よ る 形状測定法 に関する研究

若 嶋 真 博

数枚 の 焦 点 は ずれ画像 を 使 っ て 比較 的 大 き な 物 体

形状 を 測 定す る 方法 に つ い て 、 物体移動法、 焦 点移動

法、 指標群 を 用 い る 方法 を 考案 し 、 比較検討 し た。 そ

の結果、 指標群 を 用 い る 方法 は 焦 点 を移動 さ せて 測 定

す る た め物体 を移動 さ せず に 測 定が で き 、 かっ移動 に

再現性 が な く て も 高 い 精度 で 測 定 で き る 方法 で あ る

こ と が わ か っ た。 こ の方法 に お い て 最小読み取 り 段差

と し て 1mm を 実験的 に確認す る こ と が で き た。

シルジ ン系鋼合金の被削性に 関 す る 研究

南 震 宇
本研究で は 、 Pb フ リ ー シノレ ジ ン青銅 に つ い て 旋削

実験 を 行 い 、 切 り 屑 形状、 切 削抵抗、 仕上 げ面 あ ら さ

及び工具摩耗の観点 か ら 、 Si，Zn，Sn，Al，Bi 添加量が被

削性 に 及 ぼす影響 を調べた。 Si 添加量 の 増加 に と も な

い切 削 抵抗 が 低 下 し 、 切 り 屑 も せ ん 断形 に な る 。 Zn

添加量の増加 に よ り 、 切 り 屑 は細 か く な り 、 切 削抵抗

は低下す る 。 Sn 添加 量の増加 に よ り 、 切 り 屑 は細 か

く な り 、 送 り 分力 と 背分力 は若干増加す る 。 Al 添加 量

の 増加 に よ り 、 主分力 は増加す る 。 Bi を 添加す る こ と

に よ り 、 送 り 分力 と 背分力 が増加 し 、 工具摩耗、 あ ら

低融点合金を用 いた 3 次元薄板加工技術の開発 さ も 増加す る 。 以 上 の こ と よ り 、 Si 添加量 は 4%、 Zn

渡 遺 隆 洋 添加量 は 1 5% 、 Sn 添加 量 は 0.5%、 Al と Bi は添加 し

3 次 元 薄 板 部 品 を 加 工す る 際 の 固 定力 や切 削 力 に な い 試料 が 比 較 的 高 い 被 削 性 を 持 っ て い る と 考 え ら

よ る 板変形 を避 け る た め 、 融点 1 O O oC 以 下 の低融点 れ る 。

合金 を パ ッ ク ア ッ プ材 と し 、 接着剤 を 併用 し て加 工す

る 方法 を 提案 し た。 精度 の 高 いパ ッ ク ア ッ プ面 を 得 る

た め に鋳込法 を検討 し 、 さ ら に切 削 力 、 接着力 の 測 定

を行い加 工条件 を検討 し た。 こ れ ら の検討結果 を も と

に 黄鋼板 を約 2 0 μ m の厚 さ ま で加 工 で き た。 ま た い

く つ か の 3 次 元 形状 を 加 工 し て 本 方 法 の 有効性 を 示

し た。

SNCM439 鋼の超長寿命疲労強度特性 に

及ぼす表面処理の影響 に 関 す る研究

遅 愛 郷
本研究 で は 、 高 強度鋼 の超長疲 労寿命特性 に 及 ぼす

表面処理の影響 に つ い て 検討す る こ と を 目 的 と し て 、

研削処理 ・ 研磨処理 ・ シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ処理 を 施 し

た SNCM439 鋼 を 用 い て 、 109 固 ま で の 疲 労試験 を行

っ た。 得 ら れた結果か ら 、 基本的 な超長疲 労寿命特性

に つ い て 検討す る と 共 に 、 内 部 き 裂発生お よ び進展挙

動 に 及 ぼす シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ処理 の 影 響 に つ い て

考察 し た。 表面処理 は 内 部 き 裂発生型破壊 に た い し て 、

効果な い こ と が 明 ら か と な っ た。
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多パス温間圧延 に よ る アル ミ ニ ウ ム合金の

ミ ク ロ 組織変化

飯 代 彰

近年、 温間圧延 を Al 大型素形材の展伸加 工 に適用

し よ う と す る 試み が 盛 ん に な っ て き て い る も の の 、 ア

ノレ ミ ニ ウ ム の 組織制御や結 品 粒微 細 化 に 温 間 圧 延 を

適用 し た報告例 は少数で あ る 。 そ こ で 、 高純度 アル ミ

ニ ウ ム 合金 を 用 い て 多パ ス の 温間圧延 を行い 、 累積圧

下 率 の 増加 に 伴 う ミ ク ロ 組織 の 変 化 に つ い て 調 べ た

結果、 多パ ス の 温間圧延 で は 累積圧 下 率 の 増加 と 共 に

低角 な粒界 を も つ よ り 微細 な 亜結 晶 粒 か ら 成 る ミ ク

ロ 組織へ と 変化 し た。

Ti02 粉末を用 いた光触媒還元反応 に よ る S e(VI) 

お よ び S e(IV)を含む廃液か ら の SeO の回収

伊 藤 和 彦

本研究は 、 Se イ オ ン を含む廃液処理フ。 ロ セ ス の構築

を 目 的 に 、 Ti02 光触媒 を 用 い て Se (VI) の還元反応 を行

い 、 発生 し た H2Se と Se (N) と の酸化還元反応 に よ り

Se (VI) イ オ ンお よ び Se (N) イ オ ン を SeO と し て 回収す

る こ と の 可能性 を検討 し有効で あ る こ と を 明 ら か に し

た。 ま た 光触媒還元過程で生 じ る 正孔処理 に必要な還

元剤 に 関 し て 、 各種有機酸の利用 が Se (VI) 還元反応 の

進行過程に及 ぼす影響に つ い て 実験的検討を加 えた。

C u- c 系強制固溶体粉末の

パルス通電加圧焼結 と 焼結体の特性評価

今 尾 洋 一

優 れ た 潤 滑性 を 有す る 黒鉛 あ る い は 無 定形 酸 素 を

銅 中 に 分散 さ せ る こ と が で き れ ば快 削 性や耐摩耗性

の 向 上 を期待で き る 。 し か し 通 常銅 中 へ の 炭 素 の溶解

度 は非 常 に 少 な い。 そ の た め銅 と グ ラ フ ァ イ ト の 混合

粉末 を メ カ ニ カ ルア ロ イ ン グ (MA) す る こ と に よ っ

て Cu 中 に C を 強制 固溶 さ せ、 低温かつ短 時 間 で の 焼

結 が 可能 な パル ス 通 電加圧焼結 に よ っ て 焼結 を 行 う

そ し て 得 ら れ た 焼 結体 の 特性 を 調 べ る こ と を 目 的 と

す る 。

200 1 年度修士 ・ 博土論文概要一覧

ボ ロ ン置換 に よ る Y B a 2 ( C u l - x B x )

3 0 7 - y 系の超伝導特性

宇佐見 崇
YBa2Cu30TY に お い て Cu に B を x = 0'"'-' x = 0. 1 1  

の 範 囲 で置換 し た 時 、 ①YBa2Cu30TY 系 の 結晶構造

に変化が見 ら れ る か ど う か。 ②変化が な ければ、 そ の

YBa2(Cu1-xBx)30TY 系 の B 濃度 x に対す る 超伝導転

移温度 Tc の変化 を調べ る 。 結果①結晶構造に変化は

見 ら れ な か っ た。 ②B 置換量の増加 につれ Tc の減少

が 見 ら れた。

液相法を用 いた PZT の合成 と 薄膜作製

太 田 潤
強誘電性 を 有す る 複合酸化物 P Z T は 不 揮発性 メ

モ リ 、 コ ンデ ン サ な ど に広 く 実用 化 さ れて い る 。 本法

で は溶液 の調整 に お い て 、 加水分解 に用 い る 水 の 量 を

制御す る こ と で 、 保存性 に優れ る P Z T 前駆体溶液 を

調整 し 、 組成や膜厚 コ ン ト ロ ール さ れた薄膜 を 作製 し

た。 ま た 、 強誘電体 キ ャ パ シ タ へ の応用 基礎 と し て 、

PZT 薄膜の分極特性 を測定 し た。 残留分極 Pr、 抗電界

Ec は 、 膜厚 345nm に お い て 、 そ れぞれ、 4.4 X 104 μ 

c 1m 2 、 5 1 3 x 10 2 kV/m で、 あ っ た。

炭材内装ベ レ ッ ト を使 っ た急速還元製鉄法

奥 野 善 昭

炭材 内 装ベ レ ッ ト は粉鉱石 と 粉炭材 を 混合 し て 圧

縮成型 し た も の で あ る 。 本論文 で は炭材内装ベ レ ッ ト

を さ ら に 外装炭材で覆 っ た状態 で 1663K 以 上 の 温度

に 保 っ た 炉 の 中 に 挿 入す る こ と に よ っ て 急速還元 し

た 結果 に つ い て 報告す る 。 還元 は約 180sec で ほ ぼ終

了 し 、 そ の 後 に金属鉄へ の 浸炭 に よ っ て溶融 し 、 内部

で脈石成分 が ス ラ グ化 し て 分離す る 。 溶融 し た金属鉄

も 内部 で球状 に凝集 し 、 冷却後 に は ス ラ グ を 含 ま な い

粒鉄が 生成 さ れ る 。 原料の銘柄や、 温度条件 に よ っ て

粒鉄 の 生成時間 は変化 し 、 生成時間 と 粒鉄 中 の Si 含

有量の 関係 に つ い て 分析 し 、 本研究 に お け る 急速還元 、

溶融分離の 特徴 に つ い て述べ る 。
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二つの ス ピ ロ 環の接合に よ っ て

安定化された ア ズ レニウ ムイ オ ン の合成 と 性質

貝 沼 均
1 ，5- ジ ア セ チ ル シ ク ロ へ フ。 タ ト リ エ ン の ビ ス シ リ

ノレエ ノ ールエ ー テ ル を 出発原料 と し 、 シ ク ロ ヘ キ サ ノ

ン ジ メ チルア セ タ ール と TMSOTf を 用 い る 二重 向 山

ア ル ドール反応 、 及 び ギ酸 ・ り ん酸 を 用 い る Nazarov

環化 に よ り 標題化合物 に 必 要 な 炭 素骨格 を構築 し た。

3，5 位の カ ルボ ニノレ基 を ト シル ヒ ド ラ ゾ ンへ導い た 後 、

メ チル リ チ ウ ム を 用 い る Shapiro 反応の よ っ て オ レ フ

イ ンへ変換 し て 前駆体炭化水素 を得、 こ れ を ト リ チル

過 塩 素 酸 塩 で 処理す る こ と に よ っ て 標題化合物 の 合

成 を 完結 し た。 uv 法 に よ る p{(R+値 は 13.2 と カ チオ

ン と 同 じ値を示 し た。

パルス通電加圧法 に よ る 5056 アル ミ ニ ウ ム合金

と SUS304 ステ ン レス鋼の固相接合

加 藤 進

本研究で、 はパルス 通電加圧焼結装置 を 用 い 、 A5056

ア ル ミ ニ ウ ム 合金 と SUS304 ス テ ン レ ス 鋼 の 固 相 接

合 を 行 っ た。 接合の結果、 界面で は FeAla が 生成 さ れ

た。 反応層 の厚 さ は温度お よ び時間 の増加 に伴 っ て 増

加 し 、 反応層 の成長 は拡散律速で、 あ っ た。 ま た 、 継手

の 引 張強 さ は反応層 の 厚 さ が 増加す る と 共 に 減少 し 、

反応層 の 生成 さ れ な い 条件 で は加 圧 力 お よ び時 間 の

増加 と 共 に 引 張強 さ が 高 く な る 傾 向 が 見 ら れた。

AI 合金 に お け る 析出物の構造解析 に対す る

EFTEM の適用 に 関す る研究

酒 井 智 幸

近年 の 先 端材料 開 発 に お い て は材料特性 を 理解す

る た め に ナ ノ エ リ ア で の 構 造 と 組成 を 正確 に 知 る こ

と が 最 も 重要 で あ り 、 高 い分解能 と 分析機能 を 持 ち 合

わ せ た エ ネ ル ギ ー フ ィ ル タ 透 過 型 電 子 顕 微 鏡

(EFTEM) が 適 し て い る 。 EFTEM で は 元 素 の 分布 を 知

る こ と が で き る も の の 、 そ の濃度分析ま で は で き な か

っ た。 そ こ で EELS の理論 を も ち い て 観察条件 を 決 め 、

元 素 マ ッ ピ ン グ の 定量化 を 試 み た と こ ろ よ い 結 果 が

得 ら れた。

液体超急冷 し た Mg- A I 合金 リ ボ ンの

パルス通電加圧焼結

瀬 口 賢 一

実用 Mg 合金 よ り も 含有 Al 量 を 多 く し て さ ら な る

高 強度化 を 狙 っ た Mg- 15Almass%合金 に つ い て 、 急、

冷凝固 法 の 一 つ で、 あ る 単 ロ ール法 に よ り 、 ロ ール回転

数 を 変 え て 作製 し た 急冷 リ ボ ン を 積層 さ せ て パ ル ス

通電加圧 し 、 バル ク を 作製 し た。 焼結温度 が低い場合

に は 8 相 が微細 に析出す る た め 、 高 い硬 さ が得 ら れ る

が 、 密 度 は小 さ い。 高温での焼結 に お い て は高 い密度

が 得 ら れ る が 、 。 相 の粗大化 の た め 、 硬 さ が低下す る 。

レ ーザー表面溶融法 に よ る 過共晶 AトSi 系合金の

初晶 Si の微細化および耐摩耗性の改善

善光寺 勇 夫

本研究で は 、 過共品 Al-Si 合金鋳物 に 対 し て 、 レー

ザー を 用 い た表面溶融法 に よ り 初晶 Si の均一化、 微

細 化 を 行 い 、 Si 粒径 と 硬 さ お よ び耐摩耗性 の 関 係 に つ

い て 検討 し た。 レ ー ザー照射 に よ り 、 Si 粒子 は 40 μ

m か ら 4.4 μ m ま で微細化 さ れ、 マ ト リ ッ ク ス 中 に均

一 に分散 し た。 ま た 、 初 晶 Si 粒径 の減少 と 共 に ビ ッ

カ ー ス 硬 さ は増加す る 傾 向 を示 し た。 更 に 、 比摩耗量

は減少 し 、 耐摩耗性が 向 上す る こ と が 明 ら か と な っ た。

新規液相法 に よ る酸化チ タ ン薄膜の

作製及び複層膜への応用

袖 津 真 吾

本研 究 で は 新 た に 開 発 し た 新 規 液 相 法 を 用 い て

様 々 な金属酸化物前駆体溶液、 及びそ れ ら の金属酸化

物薄膜 を 作製 し た。 こ の 方法 に よ る 金属酸化物前駆体

溶液は ゾル溶液 に 見 ら れ る 不均ー さ が な く 、 透 明 で保

存性が 良 い と い っ た 特徴 を も っ。 ま た 、 こ れ ら の溶液

か ら 複層金属酸化物薄膜 を 作製 し 、 結 晶性 、 光 吸 収 、

表面状態 な ど を観察、 検討 し 、 そ の 結果か ら 光触媒性

能 と そ の 関連 に つ い て考察 し た。
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2 色の レーザ光 に よ る 2 層系二重拡散対流の

温度 ・ 濃度場同時計測 に 関 す る 研究

高 田 祐 治

2 種類 の レー ザ計測法 ( レ ーザ ホ ロ グ ラ フ ィ 一法(屈

折率場計測技術)お よ び LIF、 つ ま り レ ー ザ誘起蛍光法

(温度場計測技術)) を 併用 し た液相 内 濃度場計測法 の

開発 に 関す る 検討 を行 っ た。 LIF 蛍光 よ り 抽 出 さ れ る

R 輝度 が 直線的温度依存性 を 有す る こ と が示 さ れ る と

と も に 、 温度 、 濃度勾配の共存系 に対す る 両 レーザ計

測法の適用結果 よ り 、 屈 折率 と 温度 、 濃度 の 関係 か ら

系 内 濃 度 場 の 算 出 が 可能 で、 あ る こ と が 明 ら か と な っ

た。

A I- A g 合金の時効析出 に 関 す る 研究

大 長 弘 明

Al-Ag 合金 に お い て GP ゾー ン あ る い は γ ' 中 間相 に

つ い て の研究 は な さ れて い る が 、 GP ゾ ー ン か ら γ T 中

間 相 へ の 変 態機構 に つ い て は ほ と ん ど 報 告 が な さ れ

て い な い。 本研究 で は Ag 濃度 の 異 な る AI-Ag 合金 を

作製 し 、 種々 の 温度 ・ 時間 で時効処理 を 施 し 、 GP ゾ

ー ン の 形 態 お よ び構造 に つ い て 高 分解能電子 顕微鏡

を 用 い て 詳細 に調べ る と と も に GP ゾ ー ン γ ' 中 間

相 の 変 態 の メ カ ニ ズ ム に 寄 与す る と 思 わ れ る 現象 を

見 出 し た。

過共晶 AI-Si-Cu-Mg 系合金の

鋳造組織 に対する 機械撹梓の影響

土 肥 正 芳

本研究 で は 、 難加 工材 で あ る 過 共 品 Al-Si-Cu-Mg

系 合金 に 半溶融加 工 を適 用 す る た め に 、 使用 す る 素材

を機械撹枠法 に よ り 作成 し 、 実 際 に 半溶融加 工 を 行 っ

て こ の 素 材 を 評価 し た。 そ の結果、 機械撹枠法 に よ り

得 ら れ た 素材 は 適 当 な 条件 に お い て 非樹枝状組織 を

有 し 、 そ の加 工材 は未撹枠素材 を使用 し た 場合 と 比較

し て 良好 な成形能お よ び機械 的性質 を 示 し た 。 ま た 、

撹杵条件 に よ る 組織変化か ら 凝 固機構 を 検討 し た。

2001 年度修士 ・ 博土論文概要一覧

光触媒還元反応 に よ るE酸化銅の作製

中 川 和 征

本研究 は 、 光触媒還元反応 に よ る 亜酸化銅 の 作製 を

検討 し た も の で 、 混合溶液 の 液組成、 お よ びそ の他 の

因 子 な ど が反応の進行速度や生成物の組成、 形状な ど

に及 ぼす影響 に つ い て 検討 し た も の で あ る 。 ま た 、 そ

れ ら の 結 果 を も と に 工業 化 へ の 応 用 と し て 連続合成

プ ロ セ ス に つ い て も 検討 を 行 い 、 ラ ボ ス ケーノレで、 の 連

続実験反応装置 を 作製 し 、 そ の 有用性 を確立 し た。

C o・Si02 系 に お け る グラ ニ ュ ラ ー磁性薄膜の

電気的、 磁気的性質

成 田 容 久

近年、 Si02，Al 2 03， な ど の 酸化物 非磁性絶縁材料 を

マ ト リ ッ ク ス に 用 い た グ ラ ニ ュ ラ ー 薄膜が 注 目 さ れ 、

高保磁力 に 適 し た 材料で あ る と い う 報告 が さ れ て

い る 。 そ こ で今 回 Si02 と Co を 用 い て そ の グ ラ ニ ュ ラ

ー磁性薄膜 を 作製 し 、 そ の 保磁力 の 変化 を 考察す る 。

300K に お い て Co65at. %最大 の保磁力 266 0e を得 ら

れた。 ま た 、 そ れ 以 下 の濃度 の試料 に お い て 、 局在電

子 と ト ンネ ル現象 を 電気抵抗で、確認 し た。

新製造法 Ti02 薄膜を コ ー テ イ ン グ し た

アル ミ ニ ウ ム合金 に お け る 光触媒機能の発現

林 洋 彰

新製造法で あ る ア ドバ ン ス ド ・ ゾルー ゲ、ル法 に よ り 、

高純度お よ び工業用 純 ア ノレ ミ ニ ウ ム 板材上 に Ti02 薄

膜 を コ ーテ ィ ン グ し た と こ ろ 優れた 光触媒機能 を示

す焼成条件 が 存在 し た。 同方法 を 実用 ア ル ミ ニ ウ ム 合

金 に 適用 し た と こ ろ 、 そ の 光触媒機能 は溶質元 素 の 影

響 を 受 け る こ と が わ か っ た。 Ti02 薄膜は適切 な コ ー テ

イ ン グ 条 件 お よ び焼成 条 件 で 作製す る こ と に よ り 優

れた 光触媒機能 を示 し た。
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機械的撹枠 に よ る A I- C u 系合金 ピ レ ッ ト の

製造 と 組織評価

日 原 樹 史

機械的撹持法 と 連続鋳造法 を 組み合 わせ た 方 法 を

用 い て優れた 半溶融押 出成形能 を 有す る 2014 ア ル ミ

ニ ウ ム 合金 ビ レ ッ ト が製造で き た。 ま た 、 同様の方法

で製造 し た粒状組織 を 有す る Al・5%Cu 合金 ピ レ ッ ト

を SEM お よ び TEM を 用 い て ミ ク ロ 組織観察 し た 結

果、 相 対方位差が 大 き い粒界 が比較的多 く 、 粒界 に は

化学量論組成 に近い 共 品 化合物 が 生成 し 、 粒 内 は溶質

濃度 が ほ ぼ均一 で、 あ る こ と が 明 ら か と な っ た。

溶接構造用 アル ミ ニ ウ ム合金の

時効析出 に 関 す る 研究

藤 井 良
近年環境問題な ど か ら 、 電気 自 動 車やハイ ブ リ ッ ト

カ 一等 の 高燃費 自 動 車が各 自 動車 メ ー カ ー で 開 発 、 発

売 さ れて お り 、 自 動 車の燃費 向 上が 重 要 な 課題 と な っ

て い る 。 そ れ に伴 い 自 動車 の ボデ、 イ の軽量化が燃 費 向

上 に つ な が る こ と か ら 、 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 構造用材

料 と し て の使用 が 注 目 さ れて い る 。 そ こ で今 回 、 構造

用 と し て 開発 さ れた 6082 ア ル ミ ニ ウ ム合金の 時効析

出過程 に つ い て 明 ら か に し た。

2 成分溶液を含む砂層の乾燥機構解析 と

数値シ ミ ュ レー シ ョ ン

藤 本 正 人

2 成 分溶液 を 含 む砂層 の 乾燥 に お け る 層 内 の 物 質

移動モ デル を 提案 し た。 モ デ、ルで、 は毛管水移動係数 と

重力効果の液組成依存性、 お よ び液相 拡散 の影響 を 考

慮 し た。 ま た 、 1 種 の 単成分溶媒 に つ い て砂層 の 毛 管

吸 引 力 を 測 定すれば、 任意 の溶媒お よ び混合溶液 に対

し て 毛 管 水 移動係数 と 重 力 効 果 が 予 測 で き る こ と を

明 ら か に し た。 こ の モ デ、ル に基づい た シ ミ ュ レ ー シ ョ

ン 結 果 は 含 水 率 お よ び組成分布 の 実験結果 と 良 好 に

一致 し た。

P r - 0 系酸化物の高温 に お け る 熱分析

古 川 晴 彦

pr 系酸化物は Prn02n_2(n=4，7，9， 10， 11， 12，∞)で、示 される

7 つの相 と 二つの広い領域を持っ た σ 相(PrOx，1 .6<xく1.7)

と α 相 (PrOx， 1 . 72くxく2.00) と し て モ デ ル化 さ れ て い

る 。 こ れ ら は酸素分圧 と 温度 に よ っ て複雑な相変化が

起 こ っ て い る 。 本研究で は 、 熱重量分析装置(TG) を 用

い て 、 重量変化 を 連続的 に調べ る 事で そ れ ら の相 の存

在領域 を P02 - t - x 線上で確認 し た。 中 間相 と し て 現

れ る Pn012 に 関 し て粉末 X 線及び高温 X 線 に よ っ て

同 定 を行っ た。

ト リ シ ク ロ [6.4. 1 . 0 3 ， 6 ] ト リ デ力・1 .3(6) ， 7，9， 1 1 ・

ベ ン タ エ ンの合成 と その性質 に 関する研究

古 田 慎 二
1 ，6- メ タ ノ [10] ア ヌ レ ン に 様 々 な置換基 を 有す る 誘

導体や縮環化合物 の 合成 と そ の 性質 に つ い て 研 究 さ

れて い る が 、 こ れ ま で、未知 で、 あ っ た 1，6・ メ タ ノ [10] ア

ヌ レ ン に 四 員 環 が 縮 環 し た 化 合 物 ト リ シ ク ロ

[6.4 . 1 .03，6] ト リ デ カ - 1 ， 3(6) ，7，9 ， 11 - ベ ン タ エ ン の 合 成

に成功 し 、 そ の熱反応及び求電子反応 を行 な い 、 さ ら

に 立体構造 に つ い て も 明 ら か に し た。

低 レイ ノ ルズ数型 1 方程式乱流モデル に よ る

半円柱乱流促進体周 り の流動解析

堀 泰 宏

流 路底 面 に 設 置 し た 乱流促進 体 に よ る 伝熱促進機

構 を解 明 す る た め 、 低 レ イ ノ ノレズ数型 1 方程式乱流モ

デル に 基 づ く 新規 な 数値計算 ア ル ゴ リ ズ ム を 提案 し

た。 圧力 項 に はペナノレテ ィ 関数法 を適用 し 、 壁面か ら

の 距離 は新垣 ら の 有効距離モ デ、ル を 用 い て 算 出 し た。

こ れ を 六節 点 三角 形 二次 要 素 を 用 い た 有 限 要 素 法 に

よ っ て解 き 、 半 円 柱乱流促進体 を 単独設置 し た流 路 の

壁面勇断応力 分布 の実測結果 と 比較 し 、 ア ル ゴ リ ズ ム

の 妥 当 性 を検証 し た。
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二重拡散対流 に お け る

界面近傍の数値的流動解析

本 国 政 樹

2 層 に濃度成層 さ せた水溶液 を左右 か ら 加熱冷却 し

た 場合 に 生 じ る 二重拡散対流 に つ い て 数値 的 研 究 を

行 っ た。 2 層 間 の物質移動 メ カ ニ ズム に 関す る 詳細検

討 よ り 、 界面の安定な期 間 で は濃度拡散 に よ る 物質移

動 が 支配的 で あ る が 、 界面が不安定 に な る につれ徐 々

に対流 に よ る 物質移動 の影響が 大 き く な る こ と 、 ま た

そ の 物 質移動 流 束 は 界 面せ ん 断応 力 お よ び系 内 浮 力

比 に依存 し て い る こ と を 明 ら か に し た。

Yl・xCaxBa2Cu307・y 系の

超伝導臨界電流密度の研究

松 下 稔

高 温超伝導 体 が 発 見 さ れ、 液体窒素温度 (77K) で の

超伝導バル ク 応用 は 、 臨界電流密度 Jc が低 い こ と が

応用 面 で大 き な 問題 と な っ て い る 。 本実験 に お い て は

本焼 き を 2 田行 っ た x=O.018 の試料で 454Ncm2 と し 、

う Jc のイ直 を 得 る こ と が で き た。 77K に お け る YBCO

の Jc が約 300Ncm2 に対 し て 、 約 1 . 5 倍 以 上 の 値 に 改

善 さ れた こ と に な る 。 ま た 、 様 々 な 作製条件 に よ っ て

Jc の変化 を調査 し た。

温度傾斜 P C P S 法 に よ る

A I/ A I 2 0 3 系傾斜機能材料の作製 と 評価

水 林 舞
本研究で は Al お よ び Al(OH)a 粉末 を 出発原料 と し 、

温度傾斜 PCPS 法 に よ っ て 49MPa の加圧 下 、 13 分 の

短時間 の 焼結で轍密 な セ ラ ミ ッ ク ス 層 、 お よ び傾斜層

7 層 か ら な る Al/Al203 系傾斜機能材料 を 作製 し た。 ビ

ッ カ ー ス 硬 さ は ア ル ミ 単層領域 で は約 25HV を示 し 、

ア ル ミ ナ単層領域で は最高硬 さ は約 1500HV に 達 し

た。 熱衝撃試験後 に発生 し た ク ラ ッ ク の位置 は 、 有 限

要 素 法 に よ る 熱応 力 解析 お よ び残 留 応 力 測 定 に お い

て 、 応力 が集 中 し て い る 位置 で あ る 。

2叩1 年度修土 ・ 博士論文概要一覧

A I-Mg- S i 合金の粒界破壊挙動 に対す る

C u 添加の影響

名 徳 康 晴

AI-Mg-S i 合金 に Cu を微量添加す る と 時効 ピー ク 時

の 強度や延性 が 改善 さ れ る こ と が 報告 さ れ て い る が 、

本 系 合 金 の 硬 さ ピ ー ク に お い て 特徴 的 な 粒界破壊挙

動 に つ い て の報告は少 な い。 そ こ で粒界破断が顕著な

過剰 S i 型 Al- 1 . O%Mg2S i 合金 を も ち い て 変 形 に と も

な う 割れの分布 を調べた結果、 基合金 で は少 な い割れ

が集 中 し て発生す る の に対 し て 、 伸 びが 改善 さ れた Cu

添加合金で は数多 く 分散 し て発生 し た。

ア ル ミ を含む廃液か ら の

アル ミ ナ回収処理 プ ロ セ スの開発

森 田 吉 成

本研 究 は ア ル ミ コ ン デ ン サ ー エ ッ チ ン グ廃 液 か ら

の 高純度 ア ル ミ ナ の 回収法の確立 を 目 的 に 、 回収 プ ロ

セ ス を想定 し た。 ア ル ミ コ ンデ、 ン サーエ ッ チ ン グ廃液

か ら の 高純度 ア ル ミ ナ の 回収法 と し て 、 HCl ガス に よ

る AIC1 3 ・ 6H20 の 晶析反応 な ら び に AIC13 ・ 6H20 の か焼 に

よ る A1203 の 生成反応 を応用 し た効率的 な湿式処理プ

ロ セ ス の 開発 の 可能'性 に つ い て 、 実験研究 を行 っ て検

討 し た。

異形粒子群の分離操作 に関する研究

山 下 理

本研究室で 開 発 さ れた形状分離装置 に よ っ て 、 粉砕

媒体用 チ タ ニ ア粒子群 を形状分離 し 、 形状 の 異 な る 4

種類の チ タ ニ ア試料粒子群 を 調製 し た 。 同試料の圧壊

特性 に 及 ぼす各種要 因 の 影響 に つ い て 振動 ミ ル を 用

い て 検討 し た。 そ の結果、 圧壊特性 は 、 主 と し て 試料

粒子群 の 3 次元形状 に依存す る (粒子表面が 滑 ら かで 、

か つ 、 球状 に 近 い粒子 ほ ど圧壊 し難し 、 ) こ と 、 ま た 、

初 期 装 填 量 お よ び粉砕媒体 の 質量 に 依 存す る こ と を

実験的 お よ び統計学的解析 に よ り 確か め た。
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Recogn it ion of Novel Amphiph i les with Many 

PendentSugar Residues by Con A 

石 野 友季子 yukiko Ishino 

Amphiphi1es which carried many pendent mannose 

residues as s ide chains were prepared by te1omerization 

of 2-methacry 10y 10xyethy 1-D-mannopyranoside (MEMan， 

α : ß = 6. 5 : 3. 5) us ing a 1 ipophi l i c  radica1 

initiator. The mannose-carrying amphiphi 1es 

(DODA-P班淵an， DP (degree of po1ymerizat ion) = 3， 8， 17) 
incorporated in 1 iposomes were recognized by a 1ect in 

from 白'navalia ensiformis (Con A) . Thermodynamic  

parameters suggest that the dri ving force of  the strong 

binding observed here can be attributed to the 

dehydrat ion of the binding si te in Con A， mannose 

residues， and gigantic  and hydrophi1 ic  1 iposome 

surface. 

流動化酸化チ タ ン粒子を用 い る 液相光触媒分解

井 上 真 計

二酸化 チ タ ン 光触媒粒子 を 液相 中 に 均一 に 分散 し 、

u v 照射粒子表面積 を 大 き く す る た め に 、 気 ・ 液 ・ 田

お よ び液 ・ 固 流動層 を 形成 し 、 モ デル物質 と し て 酸性

染 料 C.I . Acid Blue 40 及 び メ チ ノレ エ チ ル ケ ト ン

(MEK) の 光触媒分解速度 を 測 定 し た。 分解速度 に 及 ぼ

す操作条件 の影響、 反応速度則 を 明 ら か にす る (染料

に 1 次 、 MEK に 0 次) と と も に 、 反応速度 定数 の 光

触媒濃度依存性が説明 で き る 液 ・ 国 系 流動層 反応器モ

デル を構築 し た。

Staphylococcus warneri M が

産生するパク テ リ オ シ ン に関する研究

岡 崎 友吏子
Staph，χlococcus warneri M は 、 ホ タ ルイ カ 加 工食

品 か ら 分離 し た 菌 で あ る 。 こ の 菌 が 産 生す る 抗菌性ペ

プチ ド で あ る パ ク テ リ オ シ ン (warnecin M) を 精製

し 、 N 末 8 ア ミ ノ 酸配列 を決定 し た。 ま た そ の 特性 に

つ い て 検討 し 、 分子量が約 3 kDa で あ る こ と 、 熱安定

性 が 高 い こ と 、 広 い抗 菌 ス ベ ク ト ル を持つ こ と が判 明

し た 。 さ ら に 、 pH 安 定性、 分泌誘導、 増殖阻害特性

に つ い て解析 し た 。

- 88 

8ac i l l us cereus を生体触媒 と し た有機変換反応

に お け る基質溶解剤の影響 に 関 す る 研究

岡 野 貴 弘

水溶液 中 、 多環芳香族化合物 を 基質 と し 、 バ ク テ リ

ア を 用 い て 変換反応 を行 う 際 に 、 基質 は低溶解性 の た

め 析 出 を 伴 い 、 そ の 結果、 基質仕込み量は低 く 抑 え ら

れ る こ と が あ る 。 そ こ で、 有機溶解剤 を 用 い て ベ ン ジ

ノレの 不斉還元 を 行 い 、 基質の分散 を試み た。 7 種の溶

媒 の 中 で ジ メ チ ル ス ル ホ キ シ ド が 菌 体 に 対す る 毒性

が 最 も 弱 く 、 1 0 % の 添加 に よ っ て も 充分菌体が生育

し た。 基質 の 分散性 は 良好 で 2 倍 の 基質添加 で s-ベ ン

ゾ イ ン を好収率で得 る こ と が で き た。

石炭の無触媒水素化分解に 及ぼす水の添加効果

岡 村 誠

Argonne 炭 を含む 8 種類 の石炭 を 、 350"-'400 oc で

水 を 加 え て 無触媒水 素化分解反応 を 行 い 水 素化分解

反応 に 及 ぼす水 の 添加効果 を調べた。 400 0C で は 、 窒

素 下 、 水素 下 と も に 水 を加 え る と 石炭反応率が 向 上 し

た。 7.k と 水素 を組み合わせ る と 反応率 に相乗効果が認

め ら れた。 ま た 、 Pyrite 含有量が 多い石炭 に お い て 、

水 と 水素 の相乗効果 も 大 き い こ と が認 め ら れた。 こ れ

ら の 結果か ら 、 400 oC で は石炭 中 の Pyrite が水素化

分解の 触媒 と し て働 き 、 石炭反応率 に対 し て 水 と 水素

の 相 乗効果 を も た ら す原 因 と 推察 さ れた。

ホルムアルデ ヒ ド 資化細菌 に よ る

バイ オ レ メ デ ィ エ ー シ ョ ン

木 村 定 明

ホ ル ム ア ルデ ヒ ド(HCHO) の 分解除去 に 用 い る バ イ

オ レ メ デ ィ エ ー シ ョ ン技術の 開発 を 目 的 と し て 、 ホ ル

ム ア ルデ ヒ ド資化菌(Mglycogenes) を 選定 し 、 そ れ が

産生す る 酵素(GD-FDH，EC 1 .2 . 1 . 1) を 利 用 し た。 細 菌

固 定化担体で HCHO を 60ppm か ら 5ppm 以 下 に 浄

化 で き た。 ま た 、 HCHO 分解酵 素 の 大量生産 の た め

に 、 Mぷlycog，θ'nes の 染色体 DNA を E. coli・ へ シ ョ ッ ト

ガ ン ク ロ ー ニ ン グ し た結果、 10 倍以上の耐性 を 有す る

耐性菌 を獲得で き た。



卜 リ フ ェ ニルー16・サルフ ァ ンニ ト リ ル と

スルフ ェ ニル化剤及びスル フ ィ ニル化剤 と の

反応 に よ る ナイ ト レ ン種の発生

上 坂 多恵子

硫黄 を 中 心 と し た 有機硫黄化合物 の な か で も 硫 黄

一 窒 素 三 重結合 を 有す る サ ノレ フ ァ ン ニ ト リ ル類 は反

応性 の 多様 さ か ら 大変 注 目 さ れて い る 。 本研究 はサル

フ ァ ン ニ ト リ ル類 の 一 つ で、 あ る ト リ フ ェ ル 1 6 サ ル

フ ァ ン ニ ト リ ノレ と 種 々 の親電子剤 と の反応 に よ る S-N

結合開 裂反応 を 検討 し 、 ス ル フ ェ ニルナイ ト レ ン及び

ス ル フ イ ニ ル ナ イ ト レ ン の 発 生 及 び そ の 捕捉 に 成 功

し た。 さ ら に 、 反応機構 に つ い て Ab in i  t i o 計算 に よ

る 考 察 を 行 っ た。

タ ンパ ク 質ハイ ブ リ ッ ド を利用 し た

新規バイ オ プロ セ スの開発

幸 本 和 明

近年、 バ イ オテ ク ノ ロ ジー の 急激な進歩に伴い新 し

いバイ オ ツ ール の 開 発 が 急務 と な っ て き た。 本研究で

は 、 バ イ オプ ロ ダ ク ト 、 バ イ オセバ レー シ ョ ン 、 お よ

び バ イ オ ア ッ セ イ に 適 応 で き る 新規 な タ ン パ ク 質ハ

イ ブ リ ッ ド を 開発 し 、 そ れ ら を 用 い た数種 の バ イ オプ

ロ セ ス の 構 築 を 試 み た 。 一 例 と し て は 、 α

-glucos i dase を 疎水 性 高 分 子 に 固 定化 し た タ ン パ ク

質ハ イ ブ リ ッ ド を 調製 し 、 ク、、ル コ ー ス と エ タ ノ ールの

転移お よ び縮合反応 を行い 、 食 品 添加物や保湿剤 と し

て 有益 なEthy1 α D-g1uco s i de を極 め て 高 い 生産性 で

製造で き る こ と な ど を 実証 し た。

ア ミ ノ ピ リ ジル配位子固定化ポ リ スチ レ ン

に よ る Au { l l l )の選択的分離

古 田 島 大 悟

ポ リ マ ー 状 の ア ミ ノ ピ リ ジ ン を ポ リ ス チ レ ン に 固

定化 さ せた Poly- l は 、 塩酸酸性条件下 で Cu(II) ， Co(II)，

Ni(II) を ほ と ん ど 吸着せず Au(III) ， Pt(IV) ， Pd(II) を 高

回収率で吸着 し 、 特 に pH2 に お い て Au(III) を 選択的

に 吸 着す る 。 吸着 し た 貴金属 イ オ ン は塩酸酸性 チ オ尿

素溶液で溶 出 で き 、 Pt(IV)お よ び Pd(II) を含む水溶液

中 か ら Au(III) を選択的 に 分離す る こ と が で き た。
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高電庄パルス に よ る 分裂酵母細胞内か ら の

選択的蛋白質の放出

後 藤 充 美

分裂酵母細胞 に 直流 高 電圧 パ ル ス を 印加 す る こ と

に よ っ て 細胞膜 を破壊 し 、 従来の機械 的 な細胞破砕で

は 困 難 で あ っ た 細胞 内 に 局在 す る 有用 蛋 白 質 を 選択

的 に細胞外へ放 出 さ せ る こ と を 可能 と し た。 こ れ は非

電解質 の 浸透圧調整剤 で あ る sorbitol で高浸透圧状態

に し 、 生理的温度条件で、パルス を 印加す る こ と で 、 そ

の 後 の 静置保温時間 と 共 に 放 出 量 も 増加 さ せた。 さ ら

に 、 高 い 酵素活性 を維持 し た状態で回収可能な こ と を

示 し た。

Preparation of E lectro-Biosensing Device 

Using a Self-Assembled Monolayer 

粛 藤 利 貴 Saito Toshitaka 

A d i su1f ide ， whi ch carr ied  two L-pheny1a1any1 

prnitroani 1 ide at both ends， formed a se1f-assemb1ed 

mono1ayer (SAM) on a go l d  e 1 ectrode as  proven by 

cyc 1 i c  vo 1tammetry. lncubat i on of α chymotryps in  

induced both a decrease in  peak current (-，1]) and an 

increase in  potent ia 1  d i fference (，1ι) in the 

cyc 1 i c  vo1 tammogram. The 1 inear re1at ionship 

between the in i  t i a1  rate of increase in  the amount 

of enzyme bound to the SAM and both ，11 and AEP va1ues 

was confirmed by quartz crysta1  mi croba1ance 

method. The resu1 ts obtained in  thi s  s tudy wi 11 be 

h i gh1y  usefu1  to  deve 10p e 1 ectro b iosensors to 

detect  enzymes in  solut i on us ing a rate as say. 
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制ガ ン性白金錯体 シ ス プ ラ チ ン と DNA の

相互作用 に 関 す る コ ン ビ ュ ー タ に よ る解析

坂 爪 大 輔

制 ガ ン剤 シ ス プ ラ チ ン と DNA 聞 の 電気的相互作用 を 、

GAUSSIAN98 等 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 用 い て 、 解析 し た。

そ の 結果、 DNA は負 の値の 分布 を 示 し た が 、 リ ン酸近傍だ

け で局在化 し て い る わ け で は な い。 従 っ て 、 正 の 電荷 を も っ

因 子 は DNA の 周 囲 に集積す る 傾 向 を示す こ と に な る 。 一方 、

グ、
ア ニ ン塩基 と ア デニ ン塩基の N7 位 は特 に 強い負 の 値 を

示 し 、 正電荷 の 局在 し て い る シ ス プ ラ チ ン の H と 結合す る

こ と を 示唆 し 、 実際 の 実験結果 を 説 明 す る こ と に な る 。

フ ァ ー ジ φ g 1 e の リ プ レ ッ サー

蛋 白 質の構造 と 機能

坂 手 利 栄

乳酸菌 Lactobacillus plantarum G 1e が保有す る

フ ァ ー ジ φ gle の転写制御蛋 白 質 Cng の 精製 を 行 い 、

転写制御領域 (6 個 の GATAC box) へ の 結合能 を ln

vitro で、解析 し た。 そ の 結果、 2 分子 の Cng が 各 GATAC

box へ特異 的 に 結合す る 事等 を 明 ら か に し た。 本研究

に よ り 、 ゆ gle の溶菌化 は 、 Cng が GATAC box に選

択的 に結合 し 2 つ の転写開始 (1l 及 び 品) の う ち A

の 活性 を 選択す る 事 に よ っ て 生ず る と 示唆 さ れた。

イ ミ ノ スルホニ ウ ムイ リ ド と フルオ ロ _ 16 ー

サル フ ァ ンニ ト リ ル と の反応 に 関 す る 研究

佐 藤 高 志

イ ミ ノ ス ル ホ ニ ウ ム 塩 よ り 誘導 さ れ る イ ミ ノ ス ルホ

ニ ウ ムイ リ ドは、 求核能を有 し、 フノレオ ロ ジ フ ェ ニル

16 サルフ ァ ンニ ト リ ル と の反応 を検討 し た結果、 大変

珍 しい S (N) -C-S (皿) 結合を有する [Ph2 (MeN= ) S=CH-SPh2J + 

カ チ オ ン が 得 ら れた。 こ の化合物 は 、 硫黄原子 間 が 不

飽和炭素原子 に よ り 架橋 さ れて お り 、 そ の構造は大変

興味深い。 X 線構造解析 の結果、 2 つ の硫黄 一 炭素 間

結合 は 、 イ リ ド構造 を 形成 し て い る こ と が 分 か つ た。

Preparation and Characterization of  Novel 

L ipopolypept ides with Many Pendent Sugar 

Residues 

住 祐 輔 Yusuke Sumi 

Lipo-po1ypept ide was obtained by the ring-opening 

po1ymerizat ion of N- E -Z-L-1ysine fIιcarboxyanhydride 

(NCA) us ing 3-aminopropy 1 dioc tadecylamine as  

i n i t i ator， and subsequent deprotec t i on. Ma1 tose 

l actone was coupled  w i th the l ipo-pol ypept i de to 

give novel  amphiph i l es whi ch carry many glucose 

res i dues as  pendent groups . The sugar 

group-carry ing amphiphi l e s  i ncorporated in  

ポ リ チオ ア ミ ド を用 いた含重金属有機溶液 phospho l i p i d  l iposomes were recogni zed by a 1ect in  

か ら の金属回収 from 白na valia ensiformis (Con A) ， whi ch was proven 

佐 藤 恵 美 by the i ncrease in  turb id i  ty of the 1 iposome 

DMF 等 に 可溶で メ タ ノ ール等 に は難溶で、 あ る 数種 suspens i on after mix ing w i th the l ec t i n. The 

の ポ リ チ オ ア ミ ド を合成 し 、 こ れ を 用 い て 有機廃液か recogn i t ion was l arge 1y  affected by the degree of 

ら の 金属 の 回収 を試みた。 高分子重金属捕集剤 と し て po lymer i zat i on of 1ys ine res i dues ， the degree of 

ポ リ チ オア ミ ド を DMF に溶解 し 、 こ の溶液 を含重金 mod if i cat i on of lys ine res i dues w i th sugars ， and 

属有機廃液 に滴 下 し て 沈殿 を 生成 さ せた と こ ろ 、 い く the surface dens i ty  of the amph iph i l e  in  the 

つ か の モ デル廃液 か ら Au(III) ， Pt(IV) 等 の 金属 を 回収 l iposomes .  

す る こ と が で き た。 ま た粉末の ま ま 添加 し た 吸着剤 と

し て も 利 用 可能 で、 あ っ た。
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Molecu lar  Recogn it ion of Endocrine 

Disrupters bv Self-Assembled Monolaver of 

Cvclodextrin 

平 佳 子 yoshiko Taira 

Comp l exat ion of b i sphenol s  (BPs) by a 

s e lf-as sembled  monolayer (SAM) of α 一cyc l odextr in

(CD) with  di fferent spacers on  a gol d  e l ectrode was 

examined by cyc l i c  voltammetry (CV) us ing 

hydroquinone (HQ) as a probe . From inh i b i  tory 

effect of the BPs on the inc lus ion of HQ by the 

surface-confined CD， the as soc iat ion constants 

(ιs;) of the BPs wi th the surface-confined CD were 

est imated. For compar i son， the assoc iat i on of BPs 

w ith free CD was examined spectrophotometrica l l y  

us ing methyl orange (MO) a s  probe . 

硫化モ リ ブデ ン分散触媒を用 いた

石炭の水素化分解 に及ぼす水の添加効果

田 中 和 彰

Wyodak 炭 に ア ン モ ニ ウ ム テ ト ラ チ オモ リ ブデイ ト

[ (阻4) 2MoS4， ATTMJ を含浸 さ せ て 接触水素化分解反応

を行 う 際、 少量の水 を 添加す る と 著 し く 反応率が 高 く

な る こ と が知 ら れて い る 。 こ の ATTM を用 い る 石炭 の

水 素 化 分解 に お け る 水 の 添加 効果 に つ い て 調 べ る た

め 、 石炭数種 に ATTM を含浸 さ せ、 水 を 添加 し て水 素

化分解 し た 結果、 I l l ino i s 揃 炭 で の み Wyodak 炭 の 結

果 に類似 し た。

電界 に よ り 形成 し た pH 傾斜プ レ ー ト に

対する ブ ド ウ 酵母の特性

土 肥 千 尋
直流電界 の 印加 に よ り 、 酵母培養用 寒天培地で作成

し た pH 傾斜プ レー ト を用 い て 、 葡萄果実 に付着 し て

い る 低 pH 耐性の 野生酵母の ス ク リ ー ニ ン グ を試みた。

単離 し た酵母 は いずれ も pH3 程度か ら 生育可能 で あ

り 、 高 い ア ル コ ー/レ耐性能力 を も っ傾 向 を示 し た。 ま

た 、 葡萄果汁 を用 い た発酵試験 で は 、 こ れ ら の酵母は

高 いエ タ ノ ール生成能力 を も ち 、 そ の 内 の 1 株の発酵

液は特 に優れた芳香 を示 し た。
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Studies on the Svntheses.Structures and 

React io ns of Severa l .  "Cvc l i zed" Thianthrene 

Derivatives 

中 島 敏 文

こ れま で研究の 結果チ ア ン ト レ ン の peri-位 の 置換

基が Fl ip-Flap 反転に影響 を 与 え る こ と が示唆 さ れ、

こ の 反 転 を 制御 す る こ と に よ り 機能性分子 と し て の

応用 も 期待 さ れ る 。 そ こ で今 回 、 4， 6一位 を 直接、 ま た

は、 硫黄を介 し た メ チ レ ン鎖で結合 し た 分子 内 環状チ

ア ン ト レ ンモ ノ オ キ シ ド誘導体の合成 を行 っ た。 さ ら

に モ ノ オ キ シ ド誘導体 を 還元 す る こ と に よ り 相 当 す

る 環状治安 と レ ン誘導体 を得、 それ ら の化合物 に つ い

て X 線結品構造解析 を 行 っ た。 ま た、 二 つ の チ ア ン ト

レ ン の 4， 6一位 を硫黄 を 有す る メ チ レ ン鎖で結合 さ せ

た 分子 間 環 状 チ ア ン ト レ ン モ ノ オ キ シ ド誘 導 体 の 合

成 に成功 し た。

新静止型混合器 に よ る 低粘度液体の乳化特性

中 谷 博 史

分散器 と し て 2 種類 の 次 世代新静止型 混合器 を 用

い て ケ ロ シ ン-水系 お よ ひ。軽油 -71<系 W/O エ マ ル シ ョ

ン を連続的 に作成 し 、 乳化特性 を解析 し た。 滴径は従

来 の 静止型混合器で生成 さ れ る 滴径 よ り ほ ぼ 1 オー ダ

ー小 さ く 、 滴径分布 は滴径 を体面積平均滴径で規格化

す る こ と に よ り 設計及 び操作条件 に か か わ ら ず最 大

滴 径 を 上 限 と す る ほ ぼ 同 ー の 対数正規分布 で表 さ れ

る 。 ユ ニ ッ ト 数 3 以 上 の 混合器で は 、 液滴生成挙動 は

等方性乱流理論 か ら の 予測 に近い。

非侵襲血糖測定器を用 いた

糖尿病支援 システ ムの開発

福 士 タ紀子

糖尿病支援 シ ス テ ム の構築 を 目 的 と し て 、 歯 肉 溝液

(GCF) を用 い た 非侵襲血糖測定手法 と 糖尿病支援アル

ゴ リ ズム の 開発 を行 っ た。 GCF 量が わずか 0.2μL で、

生体安全性 に優れた GCF 採取器具 を試作 し た。 ま た 、

健常者 と 糖尿病患者の糖負 荷試験 に お い て 、 血糖値 と

GCF 糖値の 聞 に 0.90 を越 え る 良好な相 闘 が確認 さ れ

た。 最後 に 、 Data Mining 手法 を 用 い 、 血糖値のみで

な く 食 事 量 と 運動 量 も 入力 変数 と す る こ と で解析精

度 士 12%の モ デ、ノレ を 作成で、 き た。
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サルフ ァ ーイ ミ ノ ーλえサルフ ァ ンニ ト リ ル類

及びその誘導体の合成 と 構造 に 関 す る 研究

藤 森 照 徳

本研究では、 Ph2FS=N と F未置換ジ フ ェ ニルス ル フ

ィ ミ ド と を種々 の モル比 で、反応 さ せ る こ と に よ り 、 母

体骨格 が硫黄一窒素結合 の み で構成 さ れて い る サル フ

ァ ー イ ミ ノ λ6ーサル フ ァ ン ニ ト リ ル類 (Ph2SNPh2S言N、

Ph2 (HN=) SNPh2S=N、 (Ph2 (N=) SN) 2SPh2) の合成 に成功 し 、

そ の 分子構造 を X 線構造解析 に よ り 明 ら か に し た。 さ

ら に 、 (Ph2 (N三) SN) 2SPh2 と 様 々 な試薬 を反応 さ せ る こ

と で硫黄ー窒素結合の拡張 に成功 し た。

白色腐朽菌の不織表面培養法を

用 いた環境汚染物質含有廃水の浄化

柾 麻 美

現在、 環境 中 に 分散 し た各種環境汚染物質に よ る 生

態系 の破壊 が 問題 と な り 、 そ の対策技術の 開発が急が

れて い る 。 本研究で は 、 白 色腐朽菌 が有す る リ グ ニ ン

資化能力 を有効に利用 し 、 水環境 中 に広 く 存在 し て い

る 内分泌撹乱物質 を分解 ・ 資化す る 目 的 で、 白 色腐朽

菌 を 自 然環境 に 近 い 状 態 で培養 で き る 不織布表面培

養法 を 開発 し た。 本培養法 を高濃度 に 内 分泌擾乱物質

で あ る Bi spheno l AやNonylpheno l を含む廃水 中 に適応

さ せた と き 、 それ ら 汚染物質 を分解除去 で き 、 さ ら に 、

Stud ies o n  the Syntheses and the Reactions of 廃水 の 急性 お よ び遺伝毒性 を 軽減 で き る こ と を 実証

the ß -Hydroxy Heteroaromatic Su lfur し た。

Derivatives 

水 落 正 慶

著者 は ス ル フ ィ ド の 日 位 に 水 酸基 を 有す る 化合物

に 注 目 し 、 様 々 な 条件 下 で そ の 熱分解反応 を試みた。

2 ー ベ ン ゾ チ ア ゾ オ リ ル 』 ー ヒ ド ロ キ シ フ ェ ネ チ

ル ス ル フ ィ ド の 熱分解反応 に お い て は相 当 す る ヒ

ド ロ キ シノレ基 が 置換 し た 複 素 環化合物 と オ レ フ ィ ン

を 良 い収率で与 え た。 さ ら に溶媒 と し て 重 ク ロ ロ ホル

ム を 用 い o. 5 、 1 . 0 、 1 . 5 、 3 . 0 、 4. 5 時間 に お け る NM

R 測 定 を 行 っ た。 こ れ に よ り 、 こ の反応 は 中 間 体 と し

て エ ピ ス ル フ ィ ド を 経 由 し て 進行す る こ と を 見 い 出

し た。 ま たベ ン ジチ ア ゾーノレ と は異な る 複素環 と し て

テ ト ラ ゾール、 ト リ ア ゾール、 ベ ン ズイ ミ ダ ゾール を

用 い て 同様の反応 を検 出 し た。

荷電表面近傍 に お け る

荷電高分子電解質の濃度分布

望 月 滋
コ ロ イ ド分散液 中 で 、 同符号粒子 一 平面 聞 に静電引

力 が 作用 し て 、 粒子 が濃縮 さ れ る 現象 が報告 さ れた。

高分子電解質 に つ い て も 、 同様の 現象が発現 さ れ る 可

能性が あ る こ と か ら 、 荷電表面近傍 にお け る 高分子電

解質の濃度分布測 定 を試みた。 そ の結果、 高分子電解

質の ク ラ ス タ ー が脱塩状態 で、 同符号荷電表面か ら 約

20 μm ま で の領域で 、 濃縮 さ れ る こ と が確認 さ れた。

酸化チ タ ン を 用 い る 気相光触媒分解 に

及ぼす触媒担体の影響

Mohd. Nazir Bin Ishak 

酸化チ タ ン の触媒担体 と し て被反応物 に対 し て 吸

着能の あ る 活性炭 と アル ミ ナお よ び光透過性に優れ

た 多孔性ガ ラ ス ビー ズ を 用 い た酸化チ タ ン触媒 の 充

て ん薄層反応器 に よ り 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン(TCE) と

ア ン モ ニ ア の 気 相 光触媒分解 を 循 環反応 法 で研究 し

た。 活性は 、 活性炭 > ガ ラ ス ビー ズ > ア ル ミ ナ で あ っ

た。 反応 は 見 か け 上 TCE、 ア ンモ ニ ア に 1 次で あ る こ

と が判 明 し た。 光強度 の減衰 に Lambert-Beer 則 を 考

慮 し た反応器モ デ、ノレ を構築 し た。
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A Chi ld  Verb Learn ing Model Based on 

Syntactic Bootstrapping 

徐 天 員 Tiansheng XU 

Th i s  paper pre sents a chi l d  verb l earn i ng mode l 

model automat ical ly learns 4-5-year-oldchi ldren' s 

l i ngu i s  ma i n l y  basedon syntac t i c  boo t s trapp ing.  

The t i c  knowl edge of verb s ，  inc luding 

subcategor i zat i on frame sand themat i c  ro l e s ，  

using a text i n  dialogue format. Subcategorizat ion 

frame acqu i s i t i on of verb s  i s  gu i ded by the 

as sump t i on of the ex i s tence of n i ne verb 

prototype s .  Thes e  verb prototypes are extrac ted 

based on  syntac t i c  boo t s trapp ing and some 

psycho l ingu i s t i c  stud i e s .  Themat i c  ro l e s  are 

a s s i gned by syntac t i c  boo t s trapp ing and other 

psychol ingu i s t i c  hypothe s e s .  The exper iments  

are  performed on the  data  from the  CHILDES 

database .  The resu l t s  show that the l earning 

mode l suc c e s s fu l l y  acquires  l i ngu i s t i c  

knowl edge o f  verb s and a l so suggest  that 

psycho l ingu i s t i c  stud i e s  of chi l d  verb l earn ing 

may prov i de important hints for l i ngu i s t i c  

knowl edge acqui s i t i on in  natura l l anguage 

proc e s s i ng (NLP) . 
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T 細胞受容体遺伝子座異常 と 候補

T 細胞白血病原因遺伝子の単離

斉 藤 益 満

T 細胞受容体 (TCR) 遺伝子座 で は 、 T 細胞 白 血病 あ る

い は リ ンパ腫に お け る 染色体転座が 高頻度 に観察 さ

れ る 。 成人 T 細胞 白 血病 (ATL) にお い て も TCR 遺伝子

座が存在す る 14 番染色体 q l l 領域に染色体異常が認

め ら れ る 。 そ こ で 、 ATL 1 症例 に つ い て TCR 遺伝子座

内 に お け る 転座切断点の解析 を 行 っ た結果、 TCR ・ 遺

伝子座 に お い て ハ イ ブ リ ッ ド結合 と 呼ばれ る 特殊な

遺伝子再配列 を 見 出 し た。 さ ら に τ 細胞性前 リ ンパ性

白 血病 にお い て TCR ・ 遺伝子座 と の染色体転座や、 染

色体逆位が好発す る 14 番染色体 q32 . 1 領域か ら 新規

候補 T 細胞原因遺伝子 を 単離 し 、 TCL6 と 命名 し た。

MBE G rowth of S io. 75GeO. 25 A l loy Layers on 

S i (OOl )  Substrate Using (Sim/Gen)N 

Superlatt ice Buffers 

RAH乱1AN MOHA乱1MAD MIZANUR 

In the present study compositional1y uniform 

Sio_75Geo_25 al10y layers have been grown on Si(OO l) 

substrates using short.period (SimIGen)N superlattices 

(SSLs) of various steps.  A dramatic reduction in surface 

roughness of the al10y layers is observed， when SSLs 

layers are used as buffer layers . Particularly， the sample 

with one.step (Sir4/Gelho SSL buffer showed decreasing 

trend in residual strain with decreasing of the growth 

temperature of the buffer layers and reached a lower 

value of about -0.08% at 300oC. It has been observed that 

the strain in the SSL layers is capable to produce a 

relaxed and smooth SiGe al10y layers，which can be used 

in high mobility devices as a virtual substrate 

QU
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Structural  Evolution During Mechanica l  

Al loying i n  AI-Fe B inary and AI-Fe-TM 

(TM=Cr， N i ，  Cu， Zr) Ternary Systems プラ ズマ フ ォ ー 力 ス装置 に お ける 粒子 ビー ム

Yong Zou 鄭 勇 発生特性 に 関 す る 研究

In the present research， structural evolution in Al- Fe ( Characteristics of the part ic le  beams 

binary and Al-Fe引ば (TMニ transition rnetal) ternary produced i n  a p lasma focus device ) 

systerns were investigated by X-ray diffraction， TEM， 高 尾 和 人

HRTEM， DSC technique during rnechanical alloying プ ラ ズマ フ ォ ー カ ス 装置 か ら 発 生す る 高 エ ネ ル ギ

progress. Two different pathways of arnorphous ー イ オ ン ビー ム の発生機構の解明 、 高純度ノミノレ ス 重イ

forrnation are found that depends on different rnilling オ ン ビー ム 源 と し て の適用 、 半導体材料へのパルス イ

intensity during rnilling Al-Fe binary powder. By オ ン ビ ー ム 照射 に よ る ア ニ ー リ ン グ効 果 の 検 証 に つ

adjusting rnilling technical pararneters， large arnount of い て行 われた。 本研究 よ り 、 高エネルギーイ オ ン ピ-

arnorphous phase is obtained in a shorter tirne during ム の発生源 と 軌道 が 明 ら か と さ れた。 純度 90 %以上

rnechanical alloying o f  Al-F e  elernental powders using a の 大 電流パル ス 窒素イ オ ン ビー ム の 発 生 に成功 し た。

high-energy ball rnilling. パル ス イ オ ン ビ ー ム 照射 に よ る ア ニ ー リ ン グ効 果 が

The addition of Cr or Ni into Al-Fe rnixtures has the 確認 さ れた。

tendency t o  increase the stability o f  the interrnetallic 

cornpounds and to retard the forrnation of arnorphous 

phase. During rnechanical alloying of Al-Fe-(Cu， Zr) 

ternary systerns，alrnost fully cornplete arnorphous phase 

was obtained in Al70Fe25Cu5 systern，but a rnixture 

consisting of large arnount of arnorphous phase and srnall 

arnount of nanocrystalline Zr were obtained in 

Al70Fe25Zr5 systern. With the addition of TM elernents， 

the crystallization ternperatures of the Al-Fe-TM (TM=Cr， 

Cu， Ni， Zr) arnorphous phases shift to the higher 

ternperature in the order of Cu<Ni<Zr<Cr addition. It is 

explained by analyzing the total structure factors of these 

arnorphous alloys. 
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バ ク テ リ ア Bac i l l us cereus に よ る 多環芳香族

化合物の変換 に 関 す る 研究

丸 山 励 治

水溶媒 中 、 室温付近 の 温和 な 条件 下 で 、 土壌バ ク テ

リ ア の一種 B. cereus' を 用 い て ピ フ ェ ニノレカ ル ボ ン

酸及びそ の 誘 導 体 を 好収 率 で ア ミ ド 体 に 変換す る こ

と を 見 出 し 、 反応機構 を解明 し た。 さ ら に 、 こ の 菌 は

ジ フ ェ ニ ルエ ー テ ル類 の 芳香環 へ の 水 酸化 と ベ ン ジ

ノレか ら ベ ン ゾ イ ンへ の 不斉還元 も 行 っ た。 そ こ で 、 s

体 を 与 え る 酵素 を 遺伝子 工 学 的 手 法 に よ っ て 増 幅 し

て 分離 し 、 本酵素 が 高 い相 向性で生物種 に 広 く 存在す

る こ と を 明 ら か に し た。

Study on Biosynthesis and Biodegradation of 

Polyhydroxya lkanoate(PHA) 

宋 存 江
生分解性プ ラ ス チ ッ ク P出 合成バ ク テ リ ア と し て

Ra l stonia  sp . ]C-64 を 土壌 中 か ら 分離 し 、 綿 実油 と

吉草酸か ら 二段発酵で共縮合樹脂 PHB-PHV を 生合成

し て加 工 に 適 し た低融点 の樹脂 を得た。 さ ら に 、 こ の

樹脂 の 環境 中 で の 分解性 を 実験 室 的 に 評価す る 指標

と し て MPN (最確) 法 を フ ィ ルム試料 に適用 し 、 分解

菌数 を 統計学的 に 求 め た。 ま た 、 栄養分添加 が 菌体数

の増殖に及 ぼす効果及び PHB の 分解性 を経時的 に定量

し た。
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