
ANNUAL REPORT 2019
Research at Meiji University

明治大学 研究・知財戦略機構
Meiji University Organization for the Strategic Coordination of 

Research and Intellectual Properties

明治大学の研究
明治大学 研究 年報

2019



明治大学の研究　2019  ―  目 次
ANNUAL REPORT 2019 ― Contents



組  織 
3

O r g a n i z a t i o n

研究部門 
5

R e s e a r c h  I n s t i t u t i o n s
特ผਪਐ研究ΠϯεςΟςϡʔτ
　4QFDJBM�*OTUJUVUF�GPS�3FTFBSDI�1SPNPUJPO�ʜʜʜʜʜʜʜ��
研究Ϋϥελʔ
　3FTFBSDI�$MVTUFS�� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
特ఆ՝研究Ϣχοτ
　%FTJHOBUFE�3FTFBSDI�1SPKFDUT�6OJU�� ʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
付ଐ研究ࢪઃ
　"⒏MJBUFE�3FTFBSDI�'BDJMJUJFT��ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��

外部研究費受入実績 
2 0

A m o u n t s o f E x t e r n a l R e s e a r c h F u n d s

公的研究費による研究 
2 2

R e s e a r c h e s b y P u b l i c F u n d s
จ෦Պ学ল΄か
　.JOJTUSZ�PG�&EVDBUJPO�$VMUVSF�4QPSUT�
　4DJFODF�BOE�5FDIOPMPHZ�FUD��� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
研究ॿ成
　3FTFBSDIFT�(SBOUFE�CZ�'PVOEBUJPOT��ʜʜʜʜʜʜʜʜ ��
Պ学研究අॿ成ࣄ業
　(SBOUT�JO�"JE�GPS�4DJFOUJpD�3FTFBSDI�ʢ,",&/)*ʣ��ʜʜ ��

学内の研究振興事業 
3 3

R e s e a r c h P r o m o t i o n  P r o j e c t s  b y  U n i v e r s i t y

研究成果の発信・活用と 
研究教育拠点の形成 

3 7
E x t e n s i o n  o f  R e s e a r c h  R e s u l t s a n d E v e n t s

情報発信 
4 2

I n f o r m a t i o n  o n  P u b l i c a t i o n s

研究者データ 
4 5

R e s e a r c h e r D a t a

˞�����݄��ࡏݱのใをࡌܝしています。



組　織 Organization

●研究・知財戦略機構
研究ɾࡒઓུߏػʢҎԼ「ߏػ」とい͏。ʣは、ੈքのτοϓϢχόʔγ

ςΟをࢦし、ੈքతਫ४の研究をਪਐするたΊ、ॏྖҬをఆΊて研究
Խをਪਐするとともに、ͦの研究成果をࡍࠃのҭ成をਤΓ、研究のڌ
ࣾ͘会にؐݩすることをతとして、����にઃཱされました。
を୲͏研究ߦըɾཱҊから࣮اのࡦ長とし、研究ߏػは、学長をߏػ　
成されߏ本෦からࡒ༺׆ಈをਪਐする研究׆ܞ学連࢈ըਪਐ本෦とا
ています。この�ͭの本෦͕྆ཌྷとͳΓ、明治大学に͓͚る研究とͦの成
果として生まれたత࢈ࡒのҰମԽをਤるとともに、ઓུతに研究ڥの
ॏతඋの՝にऔΓΜでいます。
、としてઌཧՊ学ΠϯεςΟςϡʔτʢ.*.4ؔػには、付ଐ研究ߏػ　
�ทࢀরʣ、όΠΦϦιʔε研究ࡍࠃΠϯεςΟςϡʔτʢ.6**#3、�ทࢀ
রʣ、ࡍࠃثҠస࢙研究ΠϯεςΟςϡʔτʢ3*)("5、�ทࢀরʣ、生໋
生Մ࠶ͼٴরʣࢀΠϯεςΟςϡʔτʢ.6**.-'、�ทࡍࠃϚςϦΞϧػ
ΤωϧΪʵ研究ΠϯεςΟςϡʔτʢ.3&-、��ทࢀরʣ͕ ઃஔされてい
ます。����は、.*.4をࢀը৫としたਃ՝ཱ͕ࢲ大学研究ϒ
ϥϯσΟϯάࣄ業にબఆされましたʢ�ทࢀরʣ。また、付ଐ研究ࢪઃとして
ࢀ基൫ٕ術研究ηϯλʔʢ��ทরʣ、২ࢀ༾ੴ研究ηϯλʔʢ��ทࠇ
রʣٴͼҬ࢈学連ܞ研究ηϯλʔʢ��ทࢀরʣ͕ ઃஔされて͓Γ、本学の
特৭ある研究ڌとしてΞτϦʔν׆ಈもల։しています。
　Ұํ、จՊলΨΠυϥΠϯを౿ま͑て、本学のݱঢ়に基ͮ 「͖明治大学ެ
తࢿ金ෆਖ਼ܭࢭը」を����に੍ఆしました。このܭըのண࣮ͳਪਐ
を௨͡て、ެతࢿ金のదਖ਼ͳӡӦɾཧٴͼࠪମ੍のඋにສશをظ
しています。また、研究ྙཧΦϑΟεをઃஔし、研究ྙཧڭҭٴͼίϯϓ
ϥΠΞϯεڭҭをܧଓతに࣮ࢪしています。
　このΑ͏にߏػは、これからも本学の研究を୲͏த৺として、研究׆ಈ
のੑ׆ԽをਤΓ、研究成果のࣾ会ؐݩをਐΊてい͖ます。

●研究企画推進本部
研究اըਪਐ本෦は、本学に͓͚る研究をઓུతにਪਐし、研究ڥの

ॏతඋを͏ߦことをओͳとしています。
Ίられているதٻ͘ڧ学術研究をਪਐするたΊのઓུのཱ͕֬、ࡏݱ　
で、ߏػは人ࡐɾ৫ઓུ、研究ࢿ金ઓུ、研究基൫ઓུをཱ֬し、本学
͕研究໘に͓いて「֎෦ධՁに͑͏る大学」としてൃలしてい͘ことを
。していますࢦ
　このํのԼに、研究اըਪਐ本෦では、�研究ॴʢࣾ会Պ学ɾ人จՊ
学ɾՊ学ٕ術ʣを基൫研究෦としてҐஔ付͚、さらに、大学として研究を
ઓུతにਪਐし、研究ڥのॏతඋを͏ߦたΊに࣍のΑ͏ͳ研究৫
ମ੍をߏஙしています。

˔ Organization for the Strategic Coordination of
　Research and Intellectual Properties
   Organization for the Strategic Coordination of Research and Intellectual Properties 
(hereinafter referred to as “the Organization”) was established in 2005 to aim at 
becoming the top university in the world, develop research bases in areas of focus to 
promote international-standard research, and promote globalization of research and 
broadly give back research results to society.
   The head of the Organization is the President. The Organization consists of Research 
Planning and Promotion Headquarters, which is responsible for the planning/
preparation and implementation of research policy, and the Research Extension and 
Intellectual Property Headquarters, which promotes industry-government-academia 
collaboration. These two headquarters have become the pillars of the Organization, 
tackling issues such as the focused maintenance of the research environment from a 
strategic viewpoint, and the integration of our research and intellectual property as 
its achievement.
   As affiliated research institutes to this Organization, Meiji Institute for Advanced 
Study of Mathematical Sciences (MIMS, refer to page 5), Meiji University International 
Institute for Bio-Resource Research (MUIIBR, refer to page 7), Meiji Institute for the 
History of Global Arms Transfer (RIHGAT, refer to page 8), Meiji University International 
Institute for Materials with Life Functions (MUIIMLF, refer to page 9), and Meiji 
Renewable Enargy Laboratories (MREL, refer to page 10) have been established. In 
2016, an application topic with MIMS as a participating organization was selected 
as Private University Research Branding Project (refer to page 6). In addition, Center 
for Obsidian and Lithic Studies (refer to page 17), Advanced Plant Factory Research 
Center (refer to page 18), and Center for Collaborative Innovation and Incubation (refer 
to page 19) were established as affiliated research institutes, and outreach activities 
are also being developed using the university’s distinctive research bases. 
   Based on the guidelines of Ministry of Education, Sports, Science and Technology 
(MEXT), we formulated a new “Meiji University’s Plan to Prevent Improper Use of 
Public Funds” under the university’s circumstance in 2016. Through the steady 
promotion of this plan, we are making every effort to ensure the proper management 
of public funds and improve our audit system. We have also established an office 
of research ethics and are continuing to carry out education on research ethics and 
compliance. 
   As described above, the Organization will continue to work towards the activation 
of research activities at its core which is responsible for research at the university, and 
continue to return its research achievements back to society.

˔ Research Planning and Promotion Headquarters
   The main mission of Research Planning and Promotion Headquarters is to 
strategically promote research in the University and to carry out focused maintenance 
of the research environment.
   Due to the strong demand for the establishment of strategies to promote academic 
research recently, the Organization has established a human resource / organization 
strategy, research fund strategy and research foundation strategy, and from a research 
aspect, develop a “university that can bear external evaluation.”
   Under this policy, Research Planning and Promotion Headquarters has established 
three research institutes (In Social Sciences, Humanities, and Sciences and 
Technology) as Research Institutes. Furthermore, the following research organizations 
have been established to strategically promote research in the University and carry 
out focused maintenance of the research environment.

(1) Designated Research Projects Unit
A bottoms-up research organization with a set limited time to promote joint

research on designated research projects among researchers within and outside the 
University.

(2) Research Cluster
 A research organization with a set limited time that is selected from the Designated 

Research Projects Units as a focused area project with anticipation for future 
developments and fulfills one of the following conditions : 1. Research particularly 
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significant in globalization, such as the University concluding a research agreement 
with overseas research institutes, 2. Research particularly significant for social 
coordination, such as the University concluding an agreement related with research 
with local governments / companies, etc. and, 3. Those receiving substantial external 
funds, etc.

(3) Special Institute for Research Promotion
   A research organization selected from among the Research Clusters as a research 
institute attached to the Organization, promoting international-standard academic 
research or applied research unique to the University.

˔ Research Extension and Intellectual Property
　Headquarters
   To fulfill the social responsibilities of the University such as returning the advanced 
research results (intellectual property) produced by the study activities to private 
companies and the local community and to aim for a peaceful and prosperous 
society, the University established Research Extension and Intellectual Property 
Headquarters (hereinafter referred as “the Intellectual Property Headquarters”) to 
contribute to “Research”, “Education” and “Social Contribution”.
   The Intellectual Property Headquarters consists of Intellectual Properties Center, 
which is Technology Licensing Organization (approved TLO) approved by MEXT and 
METI, and Research Extension Center, which provides support for University staff and 
faculty to utilize their research results. 
   Intellectual Properties Center is a Technology Licensing Organization that supports  
the discovery to application of intellectual property within the University. Research 
Extension Center has been established to support application of research results 
obtained by the university and 7 rooms are located in the Global Front at the 
Surugadai Campus. It offers support for industry-government-academia collaboration 
such as contracted research and collaborative research and support for start-ups 
utilizing intellectual property that originate from research results obtained by the 
university. Several companies have already started up from this facility.
   The Intellectual Property Headquarters aims to not only stimulate activities within 
the University, industrial sector and local community, but also to contribute to the 
development of society overall as a coordinator to bring together the industrial sector 
and local community, by deepening exchanges between the University and other 
organizations.

（1）特定課題研究ユニット
　本学と学֎の研究ऀ͕特ఆの研究՝にؔΘるڞಉ研究をਪਐす
るたΊのݶظ付͖のϘτϜΞοϓܕの研究৫。

（2）研究クラスター
　特ఆ՝研究ϢχοτͳͲの͏ͪ、ᶃ研究にؔ連して本学とւ֎の研究
ஶͳもの、ᶄ研究にؔݦԽ͕特にࡍࠃͳͲ研究の͏ߦఆక݁をڠとでؔػ
連して本学とࣗ治ମɾا業とでڠఆక݁を͏ߦͳͲ研究のࣾ会連͕ܞ特
にݦஶͳもの、ᶅ学֎研究ࢿ金のडೖれ͕ଟいもの、Ҏ上いͣれかの݅
をຬたすもののதから、ޙࠓのൃల͕ظされるものとしてબఆされたॏ
ྖҬϓϩδΣΫτをਪਐするݶظ付͖研究৫。

（3）特別推進研究インスティテュート
として、研究ΫϥελʔͳͲの͏ͪ、本学の特৭をؔػの付ଐ研究ߏػ　
生かしたੈքతਫ४の学術研究ٴͼԠ༻研究をਪਐする研究৫。

●研究活用知財本部
　本学は、研究׆ಈにΑͬて生まれるߴでઌతͳ研究成果͓Αͼత
、し、ฏで๛かͳࣾ会をするたΊݩ業Ҭࣾ会にؐاをຽؒ࢈ࡒ
「研究」と「ڭҭ」とともに「ࣾ会ݙߩ」に寄与することをతとして研究׆༻
ࡒ本෦ʢҎԼ「ࡒ本෦」とい͏。ʣをઃஔしています。
　ࡒ本෦は、จ෦Պ学লɾ経済࢈業লのঝೝをಘたٕ術Ҡసػ ʢؔঝೝ
5-0ʣであるత࢈ࢿηϯλʔと本学のڭ৬һにΑる研究成果を׆༻す
るたΊのࢧԉを͏ߦ研究成果׆༻ଅਐηϯλʔからߏ成されています。
　త࢈ࢿηϯλʔは、ٕ術Ҡసؔػとして学のత࢈ࡒのൃ۷から׆
༻までをߦͳͬています。研究成果׆༻ଅਐηϯλʔは、本学の研究成果
のࢧ༺׆ԉをతとしてઃஔされて͓Γ、ࡏݱ、駿Տ台Ωϟϯύεのά
ϩʔόϧϑϩϯτに�ࣨをઃஔして、डୗ研究、ڞಉ研究の࢈学連ܞ
のࢧԉ、本学の研究成果のత࢈ࡒを׆༻したϕϯνϟʔا業のࢧԉ
をߦͳͬて͓Γ、このࢪઃから、これまでに͕ࣾى業しています。
　ࡒ本෦は、࢈業քҬࣾ会と大学とを݁ͿίʔσΟωʔλʔとし
て、本学と学֎ॾؔػとのަྲྀをਂΊてい͘ことにΑΓ、本学、࢈業ք、
Ҭࣾ会の׆ಈをੑ׆Խする͚ͩでͳ͘、ࣾ͘会のൃలに寄与するこ
とをࢦしています。

研究企画推進本部会議研究企画推進本部会議

等

先端数理科学インスティテュート （MIMS）

バイオリソース研究国際インスティテュート（MUIIBR）

国際武器移転史研究インスティテュート（RIHGAT）

生命機能マテリアル国際インスティテュート（MUIIMLF）

再生可能エネルギー研究インスティテュート（MREL）

ガスハイドレート研究クラスター

国際日本古代学研究クラスター

知的財産研究クラスター

資源利用史研究クラスター

��������
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研究部門 Research Institutions

●先端数理科学インスティテュートの役割
　.*.4は、ࣾ会͓Αͼࣗવにݱれるさま͟まͳݱのղ明にΉ͚たཧՊ学のൃలとීٴをਤること
を໋としています。研究成果のࣾ会のؐݩ、एख研究ऀのҭ成にもྗをいで͓Γ、こ͏した׆
ಈを௨して、ઌཧՊ学に͓͚るܼग़したࡍࠃ研究ڌのܗ成をΊ͟しています。
　.*.4には�ͭの研究෦ɿ（1）基盤数理部門ʢ基൫とͳるཧཧの研究ʣ（2）現象数理部門ʢσʔλ
ղੳɾγϛϡϨʔγϣϯղੳɾཧղੳʣ（3）教育数理部門ʢཧϦςϥγʔͳͲڭҭにؔ連するཧશ
ൠの研究ʣ（4）文理融合研究部門（5）現象数理・ライフサイエンス融合部門（6）先端数理部門ʢ特৭ある
ઌਐతϓϩδΣΫτ研究のਪਐʣ͕ ஔかれています。これら�ͭの෦͕༗ػతに݁ͼͭいて、֤छ研究
ઐ৬業人のཆ成、本学͓ΑͼҬࣾ会からのχʔζにߴಈのਪਐ、ཧՊ学の研究ऀ͓Αͼ׆
基ͮ͘研究ࢧԉとڭൃܒҭ、ࠃ֎の研究ؔػとの連ࣄܞ業ͳͲにऔΓΜでいます。

   The mission of MIMS is to develop mathematical sciences for the purpose of deepening our 
understanding of a wide variety of phenomena in society and nature. We are also focusing on returning 
our research results to society and on fostering young researchers through various programs. With 
these activities, we aim at forming a leading international research center.
   MIMS has six research divisions: (1) Fundamental Mathematics Division; (2) Mathematical Modeling 
and Analysis Division; (3) Mathematical Education Division; (4) Art-and-Science Integration Division; 
(5) Integrated Division of Mathematical Modeling and Life Sciences; (6) Advanced Mathematical 
Science Division. These divisions are closely collaborating to promote research activities, to nurture 
researchers and highly-skilled experts, to provide research support and training based on community 
needs, and to promote collaboration with domestic and overseas research institutions.

2019年度事業
ԋ会ߨ೦هଜ賞授賞͓ࣜΑͼࡾཧ学ݱ˗
˗  International Conference onʠSpatio-temporal patterns on various levels of the hierarchy of 

lifeʡ「生໋のॾ֊にݱれるۭؒ࣌ύλʔϯ」ʢϒϥϯσΟϯάࣄ業࠵ڞʣ
˗学ɾཧՊ学4研究ڌ合ಉࢢຽߨԋ会「学ɾཧՊ学の͕Γ」ᴷMath Everywhereᴷ
˗ୈ40ճݱཧ学ίϩΩΞϜ「ήϊϜฤ集ٕ術のҩ学Ԡ༻」
˗ୈ41ճݱཧ学ίϩΩΞϜ「ΧϒτϜγはۭᠳͿਫ਼ີػցͩ」
˗ୈ42ճݱཧ学ίϩΩΞϜ「εϚʔτࡐྉの」
˗ ୈ43ճݱཧ学ίϩΩΞϜʠThe dynamics and propagation of riotsʡ「集ஂಈのμΠφϛ
Ϋεとにؔするཧతߟ」ʢ合ಉ։࠵ɿୈ4ճMIMS/CMMA Mini Workshopʣ
˗ୈ44ճݱཧ学ίϩΩΞϜ「ੑసとܾੑڥఆɿଟ༷ͳੑのあΓํをཧϞσϧでཧղする」
˗ୈ45ճݱཧ学ίϩΩΞϜ「ੑײ֮ࢹをຏ͘基ૅσβΠϯڭҭとσβΠϯՊ学」
˗ୈ9ճߍߴ生にΑるMIMSݱཧ学研究ൃ表会ʢ台෩のたΊதࢭʣ
˗ ୈ25ճࣗݾ৫Խηϛφʔ「͘ݡͳいݸたͪにΑるతͳ集ஂߦಈᴷΞϦのົͳࣾ会業の
Έをߦಈ࣮ݧと ཧϞσϧでղ明するᴷ」

˗ୈ26ճࣗݾ৫Խηϛφʔ「ࢠσβΠϯにΑる生໋らしい༉ణμΠφϛΫεの༠ಋ」
˗ୈ27ճࣗݾ৫Խηϛφʔ「ίϞϦの生ιφʔから学ͿԻφϏήʔγϣϯ」
˗ୈ28ճࣗݾ৫Խηϛφʔ「Non-Steady Resonant Wave Scattering by Small Particles」
˗ୈ29ճࣗݾ৫Խηϛφʔ「ࣾ会ੑࠛの集ஂߦಈの׆ಈྔྻܥ࣌ղੳ」
˗ ୈ30ճࣗݾ৫Խηϛφʔ「Self assembly of nanoparticles: Existence of a precipitation threshold 

in the electrostatic precipitation of oppositely charged nanoparticles」
˗ୈ31ճࣗݾ৫Խηϛφʔ「ࣗવのܗඒをՊ学する　ᴷఱવपظύλʔϯのܗ成ߏػ」

共同利用・共同研究拠点（現象数理学研究拠点）　 
共同研究集会
［研究集会型］
「学のԠ༻ൃలࢴを基൫とするཧとંࢴં」 ˗
˗ 「ࣗવքのଟ༷ͳܗଶ͓Αͼύλʔϯܗ成ᴷ ͦの౷合త
ཧղに͚て」

˗ 「AIを༻いたҩྍը૾ղੳのݱঢ়と՝」
˗ 「Advancing Interaction among Mathematical Concepts 

and Methods towards Practical Problems 2019」
˗ 「ํ成をࢦしたࣗಈӡసٴͼࣾ会γεςϜにؔΘる
ཧのݱঢ়と՝」

˗ 「ΞΫςΟϒϚλʔ研究会2020」
ϫʔΫγϣο֮ࡨཧのղ明とͦのԠ༻ʢୈ14ճݪࢹࡨ」 ˗
ϓʣ」ʢະ։࠵ʣ

［共同研究型］
˗ 「৽ੴ࣌ثのङྌ࠾集ຽからߞຽのҠߦのϞσ
ϧとղੳからのߟ」

˗ 「経済ཧ学とͦのपลɿData-driven Mathematical 
science」

 ̠「生໋ৼಈݱのཧղをਂΊるϞσϦϯάとωοτϫʔΫղੳ」
学తܳ術తΞのߏϓϦϯλʔɾઔࣜࢴɾંߏࢴં」 ˗
ϓϩʔν」

明治大学
【組織図】

研究・知財戦略機構

先端数理科学インスティテュート（MIMS）

MIMS運営委員会

共同利用・共同研究拠点「現象数理学研究拠点」

所長　俣野 博
副所長：
二宮広和・萩原一郎・山口智彦

所員24名
（内部20名、外部4名） 現象数理学研究拠点推進委員会

基盤数理部門

現象数理部門

教育数理部門

文理融合研究部門

現象数理・ライフ
サイエンス融合部門

先端数理部門

共同利用・共同研究拠点運営委員会
運営委員長：俣野博、内部委員4名、外部委員15名

計測技術と数理の
融合研究プロジェクト

生物と数理の
融合研究プロジェクト

人とデジタル製造と数理の
融合研究プロジェクト

折紙工学の産業化プロジェクト

のϞσϦϯάとύλʔϯݱ

●文部科学省による拠点認定
　����に.*.4͕ӡӦする「ݱཧ学研究ڌ」͕ 、จ෦Պ学লの「ڞಉར༻ɾ
ೝఆをड͚ているのはڌ」のҰͭにೝఆされました。ཧՊ学でڌಉ研究ڞ
શࠃでڌ�で、この͏ཱͪࢲ大学は.*.4͚ͩです。このڌࣄ業のҰとして、
.*.4は研究集会͓Αͼڞಉ研究のఏҊをຖશࠃにื集して։࠵にྗڠし、ݱཧ
学のൃలと、ͦの成果のࣾ会のؐݩにݙߩしていますɽจ෦Պ学লにΑる����
のظධՁではߴ࠷の4ධՁをड͚、ڌࣄ業は����までԆ長されることと
ͳΓました。

●国際会議、国際ワークショップの開催と海外機関との連携
　.*.4は、ຖ、ࡍࠃ会ٞ、さま͟まͳࡍࠃϫʔΫγϣοϓを։࠵しています。ま
た、ϑϥϯε$/34のࣄ業との連ܞ、ଞのւ֎研究ؔػとのަྲྀをਐΊています。
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●私立大学研究ブランディング事業
　�Private University Research Branding Project

◆概要
　本ࣄ業「.BUI�&WFSZXIFSFɿཧՊ学する明治大学ᴷϞσϦϯάにΑるݱのղ明ᴷ」は、จ෦Պ学লฏ成��ཱࢲ大学研究ϒϥϯ
σΟϯάࣄ業ʢλΠϓ#ʣにબఆされました。「ཱࢲ大学研究ϒϥϯσΟϯάࣄ業」は、શ学తͳಠࣗ৭を大͖͘ଧͪग़す研究にऔΓΉࢲ
ཱ大学をจ෦Պ学ল͕બఆし、経ৗඅɾࢪઃඅɾઃඋඅをҰମとしてॏతにࢧԉするものです。����は「λΠϓ"ʢࣾ会ల։ܕʣ」
に͕ߍ��、「λΠϓ#ʢੈքల։ܕʣ」に本学をؚΉ͕ߍ��બఆされました͕、学ɾཧՊ学でબఆされたのは明治大学のΈです。
本ࣄ業では学長のϦʔμʔγοϓのԼ、.*.4͕ਪਐମとͳͬて、ࣾ会にݱれるෳݱࡶにؔ連するٸۓ՝のղ明にઓしています。

   Our university’s application project, “Math Everywhere: Meiji University Carrying Mathematical Sciences – Understanding Phenomena through Modeling,” was selected 
as a 2016 Private University Research Branding Project (Type B) of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). Under Private University Research 
Branding Project, MEXT selects private universities that are involved in research which will significantly display the university’s originality and provides focused support for 
current expenses, facility expenses, and equipment costs as a package.   Meiji University was the only university selected in the mathematics and mathematical science 
field in 2016 among 17 universities selected as “Type A” (Social Development Type) and 23 universities selected as “Type B” (Global Expansion Type). Under the leadership 
of the President, MIMS will take on the challenge of urgent issues related to complex phenomena that appear in society. 

◆研究課題
�ͭの研究՝をఆΊ、研究にऔΓΜでいます。
ᶃ�生、ࣾ会γεςϜのܗ成とഁݱのϞσϧからのղ明
ᶄݱ֮ࡨ�のղ明とར༻のϞσϧからのۙ
ᶅ�金༥ػةのղ明に͚たϞσϧからのۙ
ᶆ࢈�業ΠϊϕʔγϣϯをもたらすંΓࢴ๏のزԿ学Ϟσϧからのݙߩ
ᶇػ�ց学शに基ͮ͘ੑײϞσϧにΑるշదհۭؒޢのߏங

Through this project, the university is undertaking research in the following five areas:
(1) Elucidation from models on the phenomena of the formation and collapse of biological and social systems
(2) Approaches from models to elucidate and utilize illusionary phenomena
(3) Statistical modeling approach to mechanism elucidation of financial crises
(4) Contributions from geometric models of origami forming leading to industrial innovation
(5) Creation of comfortable care spaces using sensitivity models based on machine learning.

◆2019年度事業（ハイライト）
ᶃ�ཻࣗܥࢠのӡಈを表すෳࡶͳཧϞσϧをॖし、୯७ͳৗඍํఔࣜでهड़することに成ޭしました。
ᶄ��ฏ໘にෑ͖٧Ίること͕で͖る݅とڸのதでมで͖る݅をΈ合Θͤて、มするλΠϦϯάを࡞Γま
した。

ᶅ�தখا業では、औҾۜߦとの͕ؔऑいとΑΓଟ͘のอݥをඞཁとする͕あること͕ݟग़されました。
ᶆ�ંࢴ学に基͖ͮ։ൃされൢചされたͪΌΜ͓ΉͭはάουσβΠϯ賞にً͖ました。
ᶇ�対ܕਐԽࢉܭにΑΓࣗのإը૾をཧԽするཧإγεςϜを։ൃしا業とࣾ会࣮しました。

(1)  A complicated mathematical model for the collective motion of self-propelled particles was successfully reduced into simple ODEs. 

(2)  Ambiguous object illusion was applied to construct ambiguous tiling patterns.

(3)  It was analyzed that small and medium enterprises with relatively weak relationships with their main banks tend to demand more insurance.

(4) The baby diaper based on Origami engineering won the Good Design Award.

(5)  Ideal face image system with interactive evolutionary computing was developed and put into practical use with a company.

มλΠϦϯά「ऀ಄ۊとखཪ」ʢਿ٢ްݪʣ
Ambiguous Tiling "Ninja Hood and Shuriken (SUGIHARA Kokichi)

ୈ4ճެ։γϯϙδϜϙελʔ
The 4th symposium for citizens

ࣗのإը૾をཧԽするཧإγεςϜʢߥ܆ʣ
Ideal face image system with interactive evolutionary computing (ARAKAWA Kaoru)
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●概 要
　όΠΦϦιʔε研究ࡍࠃΠϯεςΟςϡʔτは、明治大学をத৺として、ࠃ֎

の大学ɾ研究ػ ɾؔا業の༗ػతωοτϫʔΫにΑͬてߏஙされたࡍࠃ研究৫

であΓ、学、特に"OJNBM�#JPUFDIOPMPHZを基൫として、ੈ࣍のҩྍٕ術։

ൃにݙߩする生ݯࢿのग़ɾҡ࣋ɾ׆༻を͏ߦことをతとしています。

　පͳͲのපଶϞσϧϒλをར༻した৽ن治ྍ๏の։ൃɾূݕ、Ҩࢠ学ٕ

術とൃ生学ٕ術をۦしたϒλମࡉ๔ΫϩʔχϯάにΑるҠ২༻ଁثɾ৫の࠶

生࡞ग़、ޫܬϚʔΧʔҨࢠΈࠐΈϒλを༻いたࠎɾೈ࠶ࠎ生のධՁɾղੳ、

৽ن生৩ҩྍٕ術の։ൃূݕͳͲ、人ྨの݈߁に݁するॏཁ՝にऔΓΈま

す。ώτとの༷ʑͳྨੑࣅをͬ࣋たϒλをϓϥοτϑΥʔϜとしたτϥϯεϨʔ

γϣφϧϦαʔνにΑΓ、ະདྷのҩྍを࣮ݱԽする研究։ൃをਪਐします。

˔ Project Summary
   MUIIBR is an international research Institute that is an organic network of 

domestic and international universities, research institutions and business 

corporations with Meiji University at its hub. Our purpose is to create, maintain 

and make use of biological resources based in agricultural science, in particular 

animal biotechnology, that will contribute to the development of next-

generation medical technology.

   MUIIBR tackles important issues directly related to human health: developing and verifying new treatment methods for illnesses such as diabetes 

using pigs as disease models; regenerating or producing organs and tissues through the cloning and genetic engineering of pigs; assessing and 

analyzing bone and cartilage regeneration processes using genetically modified pigs carrying fluorescent marker genes; and developing and 

examining new assisted reproductive technologies (ART). MUIIBR engages in research and development that will make the medicine of the future a 

reality through translational research using as a platform pigs that have a number of similarities with humans.

●学内外の連携体制によるプロジェクト
発生工学・動物資源分野／ Developmental Engineering & Animal 
Resources Group
-VEXJH�.BYJNJMJBOT�6OJWFSTJUZ�.VOJDIʢυΠπʣ、/BUJPOBM�4XJOF�3FTPVSDF�

BOE�3FTFBSDI�$FOUFSʢΞϝϦΧʣଞ

整形外科分野／ Orthopedics Group
౦ւ大学、ܚጯٛक़大学ଞ

臓器再生・移植分野／ Organ Regeneration and Transplantation Group
౦ܙ࣊ژ会ҩՊ大学、大ࡕ大学、౦ژ大学ҩՊ学研究ॴ、౦大学ଞ

●2019年度事業
˗�本ҩྍ研究։ൃߏػɿֵ৽తઌ研究։ൃࢧԉࣄ業ΠϯΩϡϕʔτλΠϓʢ-&"1ʣ「ൃ生ݪཧに基ͮ͘ػతཱମଁ࠶ث生ٕ術の։ൃ」

　ʢάϧʔϓϦʔμʔɿ学෦　長ౢൺ࿊ࢤʣ

˗�本学術ৼڵ会　Պ学研究අॿ成ࣄ業　基൫研究ʢ$ʣ�「ώτܕපϒλϞσϧの࡞ग़とΨϥεԽౚ݁อଘᢄౡࡉ๔γʔτのҠ২ޙのূݕ」�ʢ表ऀɿ研究ɾ

ࡒઓུߏػ　長ণथʣ

˗�౦ܙ࣊ژ会ҩՊ大学、大本ॅ༑ༀࣜג会ࣾ、ࣜג会ࣾϙϧɾϝυɾςοΫଞと、本学ൃの͓ࡒΑͼٕ術を׆༻したਛଁ࠶生ҩྍの࢈学ڞಉ研究を։࢝し

ました。
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●2019年度事業
◆ ������݄�ɿࡍࠃηϛφʔ「ಠཱલΠϯυ࢈ػۭߤ業の生とࡍࠃωο
τϫʔΫ」を։࠵

◆ ������݄��ɿh ߦץ߸�ʱୈ࢙Ҡసثࡍࠃ
◆ ������݄��ɿࡍࠃثҠస࢙研究ॴ研究ॻ��ӿ本चྑฤʰسېのฌ
ේ学ᴷܥᴷύʔϦΞɾΣϙϯのث ʢɦ本経済ධࣾʣߦץ

◆ ������݄��ɿࡍࠃثҠస࢙研究ॴ研究ॻ֜ాߴ��ཬฤʰۭߤの��
ɾੈք大ઓɾྫྷઓᴷۭߤᴷلੈ ʢɦ本経済ධࣾʣߦץ

˔ Events in 2019
˗04/06/2019ɿ International Seminar entitledʠInternational networks and 

aircraft manufacture in late-colonial Indiaʡwas held.

˗23/01/2020ɿ The Journal of Research Institute for the History of Global Arms 
Transfer, no.9 was published.

˗20/02/2020ɿ RIHGAT Research Book no.4ɿTamara Enomoto(ed.), Weapon 
Taboos: Genealogies of Pariah Weapons was published.

˗10/03/2020ɿ RIHGAT Research Book no.5ɿKaori Takada(ed.), The Century 
of Aviation: Airmindedness, World Wars, and the Cold War was 
published.

ಛผਪਐڀݚΠϯεςΟςϡʔτࡍࠃ��ثҠసڀݚ࢙ΠϯεςΟςϡʔτ
Research Institute for the History of Global Arms Transfer（RIHGAT） http://www.kisc.meiji.ac.jp/˜transfer/

˔ Project Summary
   For four years from 2013 to 2016, our research project entitled 
“Historical Studies of Disarmament and Arms Transfer in the Global 
Perspective” had been supported as Grants-in-Aid for Scientific 
Research (A) by Japanese Ministry of Education. In 2015, our research 
project  was selected as an international and domestic research 
center on the history of the disarmament and arms transfer by Private 
Universities Foundation for the Development of Fundamental 
Research Strategies. In 2018, our project was promoted to one of the 
Special Institute for Research Promotion.
   Through comprehensive historical studies, our research institute aims 
to clarify the essential structure of the modern world that prevents 
disarmament and arms control. 
   This Institute puts forward the following three research themes :
■Theme 1： ‘Studies on the global influence of Arms Transfer ’, 
focuses on the causes of the difficulty of disarmament and arms 
control and the repeated failures of these efforts. A perspective that 
grasps the ‘global influence of arms transfer’ as something dynamic is 
indispensable. 
■Theme 2：‘Studies on the developments of Disarmament and 
Arms Control’, poses the issue of demonstrating, in a comprehensive 
and world-historical structure, the main causes for the difficulties of 
disarmament.
■Theme 3：‘International Comparison of the Industrial-Military-
Research Complexes (MIRC) and the Model of Industrialization with 
an overemphasis on the Military’, focuses on the situation of arms 
transfers and technology transfers that was progressed through 
military and technical assistance since the Cold War and on the 
new international tendencies that resulted from this situation. The 
simultaneous realization of military independence, industrialization 
and the cultivation of a high level of human resources has been 
said an important theme in considering the development of Asian 
countries today. 

●概 要
ࣄ研究ॴの研究ϓϩδΣΫτは、����にՊ学研究අॿ成࢙Ҡసثࡍࠃ　
業ɾ基൫研究ʢ"ʣʢ研究表ऀɿԣҪউ、研究՝໊「ॖ܉ɾ܉උཧのഁ
にؔする૯合తྺ࢙研究ʕઓؒظのثҠసの連ߏをத৺にʕ」ؒظɿ
����までの�ؒʣに࠾され、����にཱࢲ大学ઓུత研究基൫ܗ
成ࢧԉࣄ業に、ଓいて����には特ผਪਐ研究ΠϯεςΟςϡʔτにબఆさ
れて、ࡏݱにͬࢸて͓Γます。研究ॴϝϯόʔは��໊ʢ͏ͪ学֎ऀ��໊ʣ、ւ
֎研究3、໊��ऀྗڠ"�໊とい͏ਞ༰です。
　本研究ॴの՝は、૯合తྺ࢙研究を௨͡て、ฌثの֦ࢄࢭとॖ܉を્Ήۙ
はྫྷࢭ્ࢄの֦ثፋฌࡴをղ明することにあΓます。大ྔߏੈքの本࣭తݱ
ઓޙの҆શอো上の࠷ॏཁ՝です͕、খܕثの֦ࢄもྗฆ૪を長ظԽさͤ
て్上ࠃの։ൃࢧԉを્Ήॏ大ͳです。しかし、ॖ܉ɾ܉උཧはྫྷઓޙ
にͬݶたではܾしてあΓまͤΜ。֬かにୈೋ࣍大ઓҎ߱、ثऔҾはٸに
֦大しෳࡶԽしました͕、ͦのߏはすでにୈҰ࣍大ઓҎલにܗ成されていま
した。ͦのを明らかにするたΊに、本研究ϓϩδΣΫτではثҠసʢBSNT�
USBOTGFSʣとい͏ࣄをଟ֯తͳࢹからੳしています。
　本研究ॴでは、経済学ɾྺ࢙学ɾ治学さま͟まͳ学とྗڠし、また
ւ֎の大学ɾ研究ؔػともަྲྀをਤΓͳ͕ら、࣍の�ͭのςʔϚで研究をਐΊて
います。
　第1テーマ：「武器移転の連鎖構造の解明」では、これまで「ૹΓख」と「ड͚
ख」のೋؒࠃʢྫ͑ӳؒʣ͚ͩで݁するด͟されたࣄとしてଊ͑て͖た
ثҠసを連తͳࣄʢͭまΓثҠసの「ड͚ख」͕͕ては「ૹΓख」に
సԽɾ֦ࢄし͏る連ଓաఔʣとしてଊ͑、ͦの࣮ূੳのたΊのࢿྉௐࠪをੈք
。していますࢪで࣮ࠃ֤
　第2テーマ：「軍縮・軍備管理破綻の構造解明」は、ैདྷのࡍࠃ治࢙にภͬた
のഁॖ܉ͳ࣮ଶࠔඋཧの܉とॖ܉研究ではेにղ明し͑ͳかͬたॖ܉
ཁҼを、ฌث生͕ࠃ࢈ଟۃԽしฌث༌ೖࠃもଟԽを͛るੈք࢙తશମߏの
ͳかで࣮ূすることを՝としています。
　第3テーマ：「産官学連携・軍事主導型産業化モデルの国際比較」では、ྫྷઓ
Ҏ߱にࣄ܉ԉॿɾٕ術ԉॿを௨してਐΊられたثҠసɾٕ術Ҡసの࣮ଶとͦ
れら͕生Έग़した৽たͳࡍࠃతಈ、特にΞδΞの৽ڵॾࠃに͓͚る࢈学連ܞ
ʢ.*3$ɿ�.JMJUBSZ�*OEVTUSJBM�3FTFBSDI�$PNQMFYFTʣとࣄ܉ओಋܕ業Խに
して研究をਐΊています。

兵器産業・武器移転史
フォーラム

シンポジウム

国際ワークショップ

『国際武器移転史』

研究叢書

広報活動・HP

研究ॴの׆ಈαΠΫϧ
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超高齢社会の到来

骨疾患に苦しむ方々：
数千万人(日本)

当該インスティテュートの目標：
人工材料に生命を吹き込む！

新学際領域の創成へ

「健康寿命の延伸」

高いQOLの実現！

アクティブシルバー！

配向性制御技術による
生命機能の付与

微細構造制御による
生命機能の付与

PLLA化学組成制御による
生命機能の付与

A01: 生命機能マテ
リアルの創製

アパタイトファイバースキャフォルドの微細構造

100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm 100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm 

[アパタイト単結晶ファイバー]

A03: ハイブリッド
人工臓器の創製と

医歯学応用

A02: 生命機能検証技術
の新規構築と実践

培地+細胞

バイオリアクター

ポンプ
InOut

マグネティックスターラー

培地+細胞

バイオリアクター

ポンプ
InOut

マグネティックスターラー

培地+細胞

バイオリアクター

ポンプ
InOut

マグネティックスターラー

培地+細胞

バイオリアクター

ポンプ
InOut

マグネティックスターラー

培地+細胞

バイオリアクター

ポンプ
InOut

マグネティックスターラー

培地+細胞

バイオリアクター

ポンプ
InOut

マグネティックスターラー

ラジアルフロー型バイオリアクターによる
三次元組織の再生

ブタ脛骨にイン
プラントしたペー
スト状人工骨の
概観とそのX線
マイクロCT像・組

織像：新生骨が
硬化したセメント
と直接結合して
いる。注射器で
注入できるため、
低侵襲治療を可
能にする。

細胞分化および組
織再生を亢進する
アパタイトファイ
バーから創製され
た足場材料（生命
機能マテリアルの
モデルのひとつ）

[分化レベルで色の変わる骨芽細胞]

[臨床的に応用可能な三次元組織をつくるシステム]

● インスティテュートの 
概略図

˔ Project Summary
   Japan is promptly dashing into the super-aged society among advanced nations.  
Quality of life (QOL) will be at the top of the agenda in a future super-aged society.  
Development of the materials with life functions promises to make a major contribution 
to the field of medicine and more comfortable life for many seniors.  The “Meiji University 
International Institute for Materials with Life Functions (hereafter, MUIIMLF)” was 
established by expanding the useful results of research on the “Meiji Cluster for Materials 
with Life Functions” as one of the “Designated Research Clusters” in the Meiji University.  Up 
to now, the high-performance biomaterials and scaffolds for tissue engineering have been 
created in the present unit via the “Private Universities Foundation for the Development of 
Fundamental Research Strategies” entitled “Development of Next-generation Regenerative 
Medicine Process Using Biomaterials with Life Function on the Basis of Vertical Integration 
System”.  In the present MUIIMLF, we will promote to develop the materials with life 
functions, leading to “extending of the healthy life expectancy”, as a proposition of “How 
can we bring artificial to life?”.

● 生命機能マテリアルの定義および実施している具体的な研究課題
　本ΠϯεςΟςϡʔτでは、「生໋ػϚςϦΞϧ」とはࡐྉ͕ࣗࡉ๔生ମにੵۃతにಇ͖か͚て、৫࠶生のଅਐࡉ๔Խ、ࣗՈࠎにඖఢするܗࠎ成
、໔ӸܥのဏਐͳͲの「生໋ػ」をҾ͖ग़すੑ࣭をඋ͑たࡐྉとఆٛしています。ͦこで、ൃݱさͤる生໋ػとして、ᶃ�৫࠶生、ᶄ�ࣗՈࠎにඖఢするࠎ
。の̏ͭにணし、ҎԼのαϒςʔϚをઃఆして֤՝にऔΓΜでいますޚ成、ᶅ�生ମܗ
ᶃ�৫࠶生をଅਐする生໋ػϚςϦΞϧの։ൃとҩ学Ԡ༻
ᶄ�ࣗՈࠎにඖఢするܗࠎ成をඋ͑た生໋ػϚςϦΞϧのとͦのධՁ
ᶅ�生ମػޚをඋ͑た生໋ػϚςϦΞϧのとͦのධՁ

●概 要
　զ͕ࠃはଞのઌਐॾࠃのͳかで࠷ॳにࣾྸߴ会にಥೖしてい
ますʢ�����݄��ࡀ��、ࡏݱҎ上のׂ合͕�����ʣ。ࢲ
たͪの生׆の ʢ࣭2VBMJUZ�PG�MJGF��20-ʣをߴいϨϕϧでҡ࣋するた
Ίにはҩ学͚ͩでͳ͘生ମࡐྉࡉ๔をੵۃతにར༻したཧ学
తあるいは生学తͳΞϓϩʔνもෆՄܽͳཁૉとͳΓます。生
����、ΠϯεςΟςϡʔτʢ.6**.-'ʣはࡍࠃϚςϦΞϧػ໋
�݄に「生໋ػϚςϦΞϧ研究Ϋϥελʔ」をൃలするܗでൃ
しました。これまでに生໋ػϚςϦΞϧ研究Ϋϥελʔでは、
ͳόΠΦػߴ、業ͳͲを௨してࣄ成ܗ大学ઓུత研究基൫ཱࢲ
ϚςϦΞϧ࠶生ҩྍのたΊのࡉ๔のࡐྉをする研究を
ల։しています。֘ΠϯεςΟςϡʔτでは、ͦこでಘられた研
究成果にཱ٭し、「ࠃຽの݈߁ण໋のԆ৳」にݙߩす͘、「人ࡐ
ྉにԿに生໋をਧ͖ࠐΉかʁ」を໋として、「生໋ػϚςϦΞ
ϧ」をし、「࠶生ҩྍ」ͳͲのҩ学Ԡ༻にऔΓΜでいます。

●2019年度事業
1）講演会「次世代バイオマテリアルを考える会」の開催（公開国際シンポジウム）

日　時 講演者 所属・職格 タイトル

2019年10月11日 相澤 守 インスティテュート所長・明治大学理工学部・教授 生命機能マテリアル創製プロジェクトの概説および 
今後の展開＊）

2019年10月11日 Prof. John A. Jansen Professor Biomaterials,  Experimental  Implantology and 
Experimental Periodontology, Radboud University Medical Center From bioinert to bioregenerative biomaterials＊）

2020年  2月28日 山本玲子 国立研究開発法人物質・材料研究機構　機能性材料研究拠点・上席研
究員

生体吸収性金属の医学応用のためのin vitro評価方法
の設計＊＊）

2020年  2月28日 Dr. Lim Poon Nian JSPS Research Fellow; Meiji University International Institute for 
Materials with Life Functions, Visiting Scholar

Functionalizing apatite to mediate bacteria-cell 
competition for enhanced bone regeneration＊＊）

＊) 台風のため、計画を変更して開催；＊＊) コロナウィルス感染拡大防止のため延期

2）メンバーおよび関係研究者（大学院生含む）の活躍
ˎॴ長の૬ᖒڭ授͕ҎԼの�ͭの学会賞をμϒϧड賞しましたʂ
　ᾜ
�����本όΠΦϚςϦΞϧ学会賞ʢՊ学ʣ「݁থҟํੑ੍ޚにΑる生໋ػϚςϦΞϧの」
　ᾝ
������本ηϥϛοΫεڠ会学術賞「ҟํੑ੍ޚにΑる生໋ػηϥϛοΫεのとͦの生学తධՁ」
ˎҎԼの�݅の優लൃ表賞をࠃ֎のؔ連学会でड賞しましたʂ
　ᾜ
�த大ً、Ճʑૣݟබ、ӬҪॏಙ、૬ᖒ�क
　　�GSCϙελʔ賞 ʢୈ8ճ Japan Association for Chemical Innovation/Green and Sustainable Chemistry (JACI/

GSC) γϯϙδϜʣ
　　「໔Ӹܥにੵۃతにಇ͖か͚るόΠΦηϥϛοΫεの࡞とͦのධՁ」
　ᾝ
�上ాҁ೫、ԣాྙܒ、த明、長ণथ、長ౢൺ࿊ࢤ、૬ᖒ�क
　　एख優ल研究ൃ表賞ʢୈ��ճແػϦϯԽ学౼会ɿ本ແػϦϯԽ学会ʣ
　　「ΠϊγτʔϧϦϯࢎにΑΓܗࠎ成ΠΦϯをम০したଟ࣭ਫࢎΞύλΠτηϥϛοΫεの生ମԠ」΄か̏݅

3）採択された事業
+414ɾฏ成��ʢ����ʣୈ�

ճ࠾༻�֎ࠃ人特ผ研究һʢҰൠʣ

 人特ผ研究һɿDr. Lim Poon Nianࠃ֎

(National University of Singapore)

։ൃࠎ人ͭ࣋成をซͤܗࠎとੑە߅

のたΊの৽ײنછϞσϧのߏங

(Novel Infection Models for Development 

of Artificial Bone with Antibacterial and 

Osteogenic Efficacy)

Meiji University International Institute for Materials with Life Functions (MUIIMLF)

ੜ໋ػϚςϦΞϧࡍࠃΠϯεςΟςϡʔτ
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●2019年度事業
/&%0　「ੑߴɾߴ৴པଠཅޫൃిのൃిίετٕݮ術։ൃ」　���������
�Պ学ٕ術ৼߏػڵʢ+45ʣのઓུత研究ਪਐࣄ業「$3&45」ɿ研究ྖҬ「ೋػݩ࣍ੑࢠݪɾബບにΑるֵ৽త෦
ૉࡐσόΠεのとԠ༻ల։」　����������
�/&%0�「ૉࣾ会を࣮ݱするੈ࣍ύϫʔΤϨΫτϩχΫεϓϩδΣΫτɿϑΣʔζ�」　���������
�Պ学ٕ術ৼߏػڵʢ+45ʣのઓུత研究ਪਐࣄ業「$3&45」ɿ研究ྖҬ「ඍখΤωϧΪʔのޮߴมɾߴར༻に
ཧղ明、৽࣭ɾ৽σόΠεのݪのػするֵ৽తͳΤωϧΪʔมࢿ
の基൫ٕ術のग़」　����������

　ͦのଞ、ຽؒا業とのڞಉ͓Αͼҕୗ研究をଟߦதです。

˔ Achievement in year 2019 (�s.)
  NEDO “Research project for cost reduction for power generation by 

high performance and high reliable solar cells” 2015-2019

  JST-CREST “Development of Atomic or Molecular Two-Dimensional 

Functional Films and Creation of Fundamental Technologies for Their 

Applications” 2016-2021

  NEDO “Research project for new generation Si power device technology 

development: Phase 2” 2017-2019

  JST-CREST “[Energy Harvesting] Scientific Innovation for Energy 

Harvesting Technology” 2016-2021

   Many other research projects are promoted under the contracts of 

collaboration or commission with private companies. 

˔ Project Summary
   Meiji Renewable Energy Laboratory (MREL) has been newly established in 

2019 based on the former “Renewable Energy Cluster (est. 2014)” and “Solar Cell 

Research Unit”. To start up, “International Advisory Board” consisting of 5 famous 

scientists from 4 countries was also established. This Lab. is founded by a “bottom-

up” manner which is rare case in Meiji Univ. The research area includes the 

renewable energy creation by the photovoltaics and the other earth conscious 

techniques, and even covers more widely whole technical issues for the next 

generation renewable energy including energy storage and saving. Therefore, 

our research subjects are the energy creation, saving, and storage. We believe we 

have to keep efforts to balance them appropriately to generate a synergy. (Fig.1)

ਤ̏　本学άϩʔόϧϑϩϯτで։࠵されたলΤωϧΪʔにؔする研究会

創エネ

省エネ 畜エネ

図１ 再生可能エネルギークラスターの研究分野

一体運営に
よる相乗効果

ਤ̍　࠶生ՄΤωϧΪʔΠϯεςΟςϡʔτの研究
ਤ̎　ΠϯεςΟςϡʔτ表ʢࠨʣ͓ Αͼ学生ʢӈʣ͕ 学֎から֫ಘした授賞ྫ

ΠϯεςΟςϡʔτڀݚੜՄΤωϧΪʔ࠶େֶ࣏໌
Meiji Renewable Energy Laboratory (MREL)

●概 要
生ՄΤωϧΪʔ研究ΠϯεςΟςϡʔτは、ଠཅి研究Ϣ࠶　
χοτをൃలతにվして����にൃした、࠶生ՄΤω
ϧΪʔ研究Ϋϥελʔをϕʔεとして、さらに�Χ໊�ࠃからͳる
ʠ*OUFSOBUJPOBM�"EWJTPSZ�#PBSEʡをՃ͑て������݄にൃしま
した。ڭһのʠϘτϜΞοϓʡのൃ࿐から生まれた、本学ではগͳい
研究৫のҰͭです。4%(Tに表されるੈքతͳ՝ղܾに、ଠཅ
ిを࢝Ίとする࠶生ՄΤωϧΪʔの生に、ͦの༗ޮར༻とஷଂま
でをՃ͑て、大ہతͳཱからੈ࣍ΤωϧΪʔのٕ術՝にऔΓΉ
ことでݙߩをࢦします。すͳΘͪ、本ΠϯεςΟςϡʔτの研究対
は、「Τω」「লΤω」「சΤω」にόϥϯεΑ͘औΓΉことであΓ、
ҰମӡӦにΑる૬ޮ果をࢦします。ʢਤ�ʣ
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ΫϥελʔڀݚΫϥελʔ��ΨεϋΠυϨʔτڀݚ
Gas Hydrate Research Laboratory

●概 要
　ਂւఈのଯੵதには、ϝλϯΨεとਫ͕݁合したϝλϯϋΠυϨʔτとい͏
ʠݻମঢ়のఱવΨεʡ͕ଘࡏします。ੴ༉ݯࢿのׇރ、ೋࢎԽૉഉग़にΑるީؾ
ԹஆԽ、さらに࢈ࠃΤωϧΪʔݯࢿのしいզ͕ࠃにとͬて、ೋࢎԽૉഉग़ྔ
のগͳいϝλϯϋΠυϨʔτはັྗతͳΤωϧΪʔݯࢿです。本ւでは、ւఈ
ԼからւఈԼ��ϝʔτϧとい͏ൺֱతઙいॴに集ੵして͓Γ։ൃՄੑ
のߴいݯࢿとしてظされます。本研究Ϋϥελʔ͓Αͼͦのલの研究Ϣχο
τは、これまで�ؒにΘたΓ、本ւのϋΠυϨʔτ߭চの、ݯى、生成
をࢧする࣭݅をղ明するたΊのௐࠪ研究をଓ͚て͖ました。ͦの݁果、ੈ
քにもكͳߴೱ集の߭চをଟ֬ೝ、ͦのܗ成ൃୡにはණظʕؒණظのւ໘ม
ಈ͕ؔΘͬているͳͲݯࢿධՁにとͬてॏཁͳݟをಘました。Ұํ、ණظʕؒ
ණظมಈにԠした大ྔղは大ؾɾւ༸ܥに大ྔのϝλϯを์ग़すると༧さ
れީؾมಈのӨݒ͕ڹ೦されています。本研究ॴに͓いてもւ༸ϝλϯϋΠυ
ϨʔτのڥΠϯύΫτධՁをۓ٤ͳॏཁ՝とҐஔ͚ͮ、ௐࠪ対としてզ͕
。ることとしました͛ఆͤͣ、本ւの෦、Ԋւभԭ研究対をݶに;&&ࠃ

●2019年度事業
　����にҾ͖ଓいて、ϩγΞଠฏ༸ւ༸研究ॴ10*とのڞಉ研究とし
て、ϩγΞの研究ધ3�7�-BWSFOUZFW߸にΑる本ւのϝλϯϋΠυϨʔ
τ、ϝλϯɾϓϧʔϜௐࠪを࣮ࢪしました。�݄��ϥδΦετοΫをग़
をௐࠪし、��にαϋϦϯのϗϧϜεΫでڦαϋϦϯౡのํλλʔϧւ、ߓ
Լધしました。λλʔϧւڦのから౦のԣஅϧʔτௐࠪにΑΓ、のࣼ໘ʙ
ւຍではϝλϯ׆ಈはෆൃ׆であること͕かΓました。౦のࣼ໘ʙ୨上では
ԘίϯΫϦʔγϣϯとϝࢎଌされ、ͦのपลからは؍いϝλϯ༙ग़͕ڧΊてۃ
λϯϋΠυϨʔτ͕ଟ࠾औされました。さらにҰ෦からは、ΠΧΠτとݺれ
るرগはؚਫ߭もൃݟされました。࠾औしたΨεは、౦ࣼ໘の付ۙでは
ղݯىをࣔします͕、ͦれҎ֎ではඍ生ղݯىをࣔしました。付ۙで
はਂ෦のΨεを༌ૹする௨࿏͕で͖ているՄੑ͕ࢦఠされます。ࢎԘίϯΫ
Ϧʔγϣϯ͕ࣔすૉಉҐମ成は、पลのΨε成と合తです͕、ࢎૉಉҐ
ମ成はҰ༷ではあΓまͤΜ。ࢎԘίϯΫϦʔγϣϯ生成したւ໘Լظ࣌に
पลから୶ਫのྲྀೖ͕あͬたことをࣔࠦしています。ճऩされたίΞࢼྉにͭい
ては༗とܔ͓Αͼ��$を༻いてৄࡉͳϞσϧをಘました。༗
ԽੴにͭいてಉҐମ成ੳをߦいました。λλʔϧτϥϑઙւҬのϝλϯ༙
ग़Ҭでは、ઍલΑΓも৽しいଯੵに、ૉಉҐମൺのෛのҟৗをࣔす༗
͕ೝΊられました。これは৽ੈʙࡏݱにか͚て、ւఈからのϝλϯߴ͕څڙ
まͬたことをࣔࠦしています。
　����には、ௗऔ大学ɾௗऔݝとのڞಉఆௐࠪ、'VMM%FQUIࣾとのڞ
ಉ࣮ূ研究ͳͲ本ւ౦ԑに͓いてもௐࠪߤւを࣮ࢪしました。'VMM%FQUIࣾ
のখਂܕւ୳ࠪػʢਫதυϩʔϯʣ͕、ւఈからのϝλϯ༙ग़ւఈ生のௐ
。Ίて༗ޮであることを࣮ূしましたۃに؍ࠪ

ࣸਅ̍　ϩγΞとのڞಉௐࠪで༻した研究ધLavrentyev߸ ࣸਅ̎　 ւఈからཱͪ上͕るϝλϯΨεのப。ॎ࣠はਫਂ、ԣ࣠は࣌
ؒ。ࣼઢはؾ๐͕܈ւਫதを上ঢする༷ࢠをࣔす。

˔ Project Summary
   Methane hydrates, which are composed of methane gas and water, have 
been observed in deep-sea sediments. They are expected to become a future 
natural gas resource as an effective strategy to solve the energy supply issue 
and an increasing emission of CO2 from oil and coal. Methane hydrates in 
the Sea of Japan are concentrated in shallow subsurface from the seafloor 
to about 100 meters below sea floor. Gas hydrate Research Cluster and its 
predecessor Gas hydrate Research Unit have been conducting a series of sea-
going expeditions to investigate the distribution, occurrence and geological 
control to develop gas hydrate deposits for 8 years, and identified a large 
number of highly concentrated gas hydrate deposits in the eastern margin of 
the Sea of Japan. Geological and geochemical investigations have revealed 
that eustatic sea level change during the glacial-interglacial cycles have 
played an important role to form high accumulation of gas hydrates.  On the 
other hand, massive dissociation of gas hydrates during the glacial low stand 
periods may have caused a gigantic emission of methane to the atmosphere-
ocean system. Environmental impact of hydrates has become more important 
aspect of gas hydrate study, and we are expanding our research target to the 
assessment of hydrates as a possible environmental impact. Then the Tatar 
Trough and Strait, northern part of the Sea of Japan, have been included as 
direct target of our research project. 

˔ Events in 2019
   Following the 2018 program, we conducted a joint expedition with the 
Russian Academy Pacific Oceanographic Institute in Vladivostok to study 
hydrates and methane plumes in the northern part of the Sea of Japan. The 
expedition started on May 18, conducted gravity coring and CTD sampling to 
the west of Sakhalin. We did not identify active methane seeps and methane 
hydrates on the western part of the Tatar Strait, while a number of strong 
methane plumes have been observed on the eastern flank of the Strait. Lots 
of methane-derived carbonate concretions, hydrates, and even ikaite crystals 
were recovered from the area. Geochemical analysis has confirmed that the 
gases in the northern half of the eastern flank are of thermogenic origin while 
the other zones are of mostly microbial. Isotopic composition of carbonates 
suggests that fresh riverine water prevailed in the area during the glacial low 
stand period. Foraminiferal analysis and C-14 ages have indicated enhanced 
methane flux during the Holocene. 
   In July 2019, we went to the Oki Trough to study Quaternary environmental 
change off Tottori area. In August, experimental joint cruise with FullDepth 
Company successfully deployed ultra-small ROV (“Deep-water Drone”) to the 
hydrate area of the Joetsu basin.

ࣸਅ̏　 ਫதυϩʔϯʢ3ล50 cmʣ
ʢࠨʣとυϩʔϯ͕ࡱӨしたΦ
ΦάνϗϠʢதʣとϕχζϫΠ
Ψχʢӈʣ。
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˔ Project Summary
   This research project is entitled “Constructing an International Framework of the 

Interdisciplinary Studies of Ancient Japan with Cooperation of Regional and Local 

Communities.”  The project is a succession from a MEXT-Supported Program for 

the Strategic Research Foundation at Private Universities, entitled “Constructing an 

International Framework of the Interdisciplinary Studies of Ancient Japan toward 

Understanding the Civilizational Processes in the Japanese Archipelago” for academic 

years from 2014 to 2018.  This project continues compiling, expands, and enhances the 

database of resources related to ancient Japanese studies, held in the Meiji University 

collection.  Along with internationalization, the project emphasizes local and regional 

perspectives.  Together with graduate education at the Meiji University, we hope to 

“plow back” the results of our international and interdisciplinary researches to society.

   This project continues adopting the following tripartite framework since the previous 

MEXT-Supported Program for the Strategic Research Foundation at Private Universities:

    1) Cultural center and periphery in the Japanese archipelago (archaeology and 

literature)

    2) Political control over society and the use of writing system (history and 

archaeology)

   and 3) Tales and oral traditions (literature and history).

   To these three, this project has added the new focus, internationalization.  This allows 

us to publicize the results of our researches to the international communities as well as 

to conduct joint projects with international scholars.  We aim at the ancient Japanese 

studies open to the world.

   Day-to-day research activities are published on our home page (http://www.kisc.

meiji.ac.jp/~meikodai/index.html) and twitter.

˔ Events in 2019
◆�Expanding database of pottery with inscriptions

◆�International symposium: Ancient Japanese Studies toward Symphonic Integration, 

Pt. X (Jan12-13, t2020)

◆�Sino-Japanese international workshop: “Archaeology and History of East Asia from 

Tenth to Third Centuries, B.C.” (August 29, 2019)

◆�Tenth Annual Meiji University-Korea University international workshop: “Various 

Issues of Literature and History in Korea and Japan” (November 16, 2019)

◆�Public lectures: “Tang Chinese Codes from the Perspectives of Nittō Guhō Junrei Kōki 

[Record of a Pilgrimage to the Tang in Search of the Law. 838-847] by Priest Ennin 

(794-864)” (September 14, 2019); 4th Lecture Series on Ancient History and Culture 

“Emergence of Ancient State from the Perspective of Weapons” (December 22, 

2019); Forum in Celebration of the 100th Anniversary of the National Designation 

of Dazaifu as a Historic Site “Dazaifu and Tagajō Fort [Kyushu Representative of the 

Imperial Court and the Northeastern Japanese Defensive Fort]” (February 29, 2020). 

Other public lectures scheduled in March have been cancelled due to Corona Virus 

prevention.

◆�Exhibition: History toward the National Designation of Dazaifu as a 

Historic Site (February 25 to 29, 2020)

◆�Field research: ancient Chinese seals in the collections of the National 

Palace Museum in Beijing (August 30, 2019) and of the Neiraku 

Museum of Art, Nara (July 31 and August 1, 2019); results published 

in the Kodaigaku Kenkyūjo Kiyō, No. 29 (March, 2020)

●概 要
学研究のੈքతݹ学研究Ϋϥελʔの研究՝は「本ݹ本ࡍࠃ　
大学ઓཱུࢲです。ۙの研究ϓϩδΣΫτである「ܞ成とҬ連ܗڌ
త研究基൫ܗ成ࢧԉࣄ業ʢ大ܕ研究ʣ「本ݹ学研究のੈքతڌܗ成」
ʢ����ʙ ����ʣでਪਐした明治大学ॴଂの本ݹ学研究ࢿྉ
ঝɾܧஙにΑる成果をߏ学研究のੈքతϋϒのݹԽ、本ݯࢿのจԽ܈
ॆ࣮さͤ、「本ݹ学研究のੈքతڌ」のׂをܧଓൃలさͤるたΊ
の研究৫です。あΘͤてҬ研究ɾࢿ࢙ྉ研究のపఈもਐΊ、大学Ӄڭ
ҭとの連ܞもฒߦし、研究成果をࣾ会ؐݩするたΊのҬ連ࣄܞ業もਐΊ
ています。
　۩ମతには、大ܕ研究で࠾༻した
　�ʣ「もの」の研究ɿࢿɾٕ術ɾ経済
　�ʣ「こと」の研究ɿจࣈɾྩɾ੍ɾࢢ
　�ʣ「ここΖ」の研究ɿจܳɾ৺ੑ
とい͏�のΞϓϩʔνに
　�
Խਪਐ」ࡍࠃ「
をՃ͑ることで、ͦれͧれの研究՝のऔΓΈのࡍࠃతͳൃ৴͓Αͼ
連ܞをਪਐさͤ、ʪੈքに։かれた本ݹ学ʫのൃలをࢦしています。
　ৗతͳ研究׆ಈと成果は、)1ʢIUUQ���XXX�LJTD�NFJKJ�BD�KQ��
_NFJLPEBJ��JOEFY�IUNMʣ、5XJUUFSʢ明治大学　本ݹ学研究ॴʣでެ
։ɾެ表しています。

●2019年度の事業
˗ॻɾࠁॻࡧݕثσʔλϕʔεߋ৽
˗国際学術研究会　「ަڹするݹᶠ」ʢ�����݄��ɾ��ʣ
˗�国際学術会議　ʠެݩલلੈ��ࢸ�౦ѥ۠ݹߟྺ࢙学研究ʡத
学術ஃʢ�����݄��ʣʗୈ��ճ明治大学ɾྷߴ大学ࡍࠃߍ
学術会ٞ「ؖのจ学ɾ࢙学研究のॾ」ʢ������݄��ʣ

˗�公開研究会・講演会　「ԁਔʰೖٻ๏८ྱهߦʱにΈる๏」
ʢ�����݄��ʣʗୈ�ճݹྺ࢙จԽߨԋ会「ޠ͕るݹ
೦ϑΥʔϥه���࢙࠻Ո生」ʢ������݄��ʣʗ大ࠃ
Ϝ「大࠻とଟլ」ʢ�����݄��ʣˎʗ૯ׅใࠂ会「౦ଠฏ
༸Ԋ؛Ҭのݹࣾ会」ʢ�����݄�ʣˎʗࢢຽ͚ใࠂ会「ੴൾ
から͑ߟるࡾのྺ࢙とจԽͦのັྗ」ʢ�����݄��ʣˎ　ʢˎは
ʣࢭのたΊதࢭછ֦大ײ���%*$07

˗�パネル展示　大࠻࢙���ه೦ύωϧల「大࠻࢙のあΏΈ」
ʢ�����݄��ʙ��ʣ

˗�調査・成果報告　ٶނതӃॴଂҹのௐࠪʢதࠃʣ�����݄��
、ೡָඒ術ؗॴଂҹのௐࠪʢಸྑࢢʣ�����݄��ɾ�݄�
ʗh ཁʱୈ��߸ʢ�����݄ʣل学研究ॴݹ

Ϋϥελʔڀݚֶݹຊࡍࠃ��Ϋϥελʔڀݚ
Research Institute for Ancient Japanese Studies
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˔ Project Summary
   Research Cluster for Intellectual Property Law and Policy at Meiji 

University was founded in October 2009 as “Intellectual Property 

Law and Policy Institute”. Since 2016, scholars of constitution law 

joined us, and we are acting as one of the Research Clusters.

   We are a group of intellectual property law specialists with 

different backgrounds and specialty areas. By working hand in 

hand with various other institutions, we aim to contribute to 

developing a better information society.

   The following are the research projects we worked on in 2019.

◆ Intellectual Property and Constitutional Law
   Grant-in-Aid for Scientific Research (A) (Leader: Shigeo Takakura)

◆Agriculture and Intellectual Property
   Grant-in-Aid for Scientific Research (B) (Leader: Shigeo Takakura)

◆ Intellectual Property and Enforcement
    Empirical and Comparative Study on the amount of damages for 

copyright and trademark infringement

   Grant-in-Aid for Scientific Research (C) (Leader: Toshiya Kaneko)

˔ Activities in 2019
◆ Intellectual Property and Constitutional Law 
   We decided to publish a book (“Copyright System and 

Constitution”) as the outcome of this research project and 

prepared for publishing.

   Furthermore, Shigeo Takakura, Nobuhiro Nakayama and Toshiya 

Kaneko submitted and published a public comment about 

illegalization and criminalization of private downloading for comics 

and other works. 

◆Agriculture and Intellectual Property 
   We started this new project in this fiscal year. The purpose of the 

research is to conduct basic research and policy proposals related 

to construction of Agricultural-IP system. 

◆ Intellectual Property and Enforcement
   In this fiscal year, we focused on damages for IP infringement, 

and comparative study on trademark enforcement between Japan 

and USA.

●概 要
　明治大学త࢈ࡒ๏ࡦ研究Ϋϥελʔは、����にઃཱされた明治大学తࡒ
๏学の研究ऀ৽たͳϝϯόʔをՃ͑て�����݄ݑ、研究ॴをલとしࡦ๏࢈
にઃஔされました。
　本研究Ϋϥελʔは、明治大学の༷ʑͳઐੑɾ経ݧを༗するత࢈ࡒ๏の研究ऀ
をத৺に、ࠃ֎の研究ऀɾ࣮Ոɾ࢈業քɾ๏քɾɾؔػࡍࠃともྗڠし、
༷ʑͳ研究׆ಈɾࣄ業׆ಈをల։し、ͦの成果をܧଓతɾൃలతにൃ৴するとともに、
するこݙߩをҭ成し、もͬてࣝࣾ会のൃలにࡐの༗ҝͳ人ܕಈを௨͡てจཧ༥合׆
とをతとしています。
　����に࣮ࢪをしたओͳ研究ϓϩδΣΫτとしてҎԼのもの͕あΓます。

◆知的財産権と憲法的価値
　Պ学研究අิॿ金ʢ基൫研究"ʣʢ����ʙ����、研究表ऀɿ∁成உʣ

◆農業と知的財産
　Պ学研究අิॿ金ʢ基൫研究#ʣʢ����ʙ����、研究表ऀɿ∁成உʣ

◆知的財産権とエンフォースメントに関する総合研究
　「ஶݖ࡞ɾඪݖ৵に基ͮ͘ଛഛঈֹの࣮ূɾൺֱੳɿ511ޙに͚て」Պ学
研究අॿ成ࣄ業ʢ基൫研究$ʣʢ����ʙ ����ʣ　研究表ऀɿ金ࢠහ࠸

●2019年度の実施内容
◆知的財産権と憲法的価値
　����から։࢝した本ϓϩδΣΫτのとΓまとΊに͚たݕ౼をਐΊま
した。۩ମతͳ成果としてจ集ʢ「ஶݖ࡞๏੍とݑ๏తՁ」ʢԾʣʣをग़൛
することを༧ఆしています。
　また�����݄��に։࠵したγϯϙδϜ「h μϯϩʔυҧ๏Խの対
ൣғのݟしʱこれまでとこれから」のݕ౼༰を౿ま͑て、������
݄のจԽிஶݖ࡞՝のҙืݟ集ʢ「৵ίϯςϯπのμϯϩʔυҧ๏Խにؔ
するύϒϦοΫίϝϯτの࣮ࢪにͭいて」ʣに対して∁成உʢ研究表ऀʣ、
தࢁ৴߂、金ࢠහ࠸の連໊にΑるҙݟॻをఏग़し、ެ։するͳͲのࡦఏݴを
。いましたߦ

◆農業と知的財産
　本ϓϩδΣΫτは����に։࢝したものであΓ、「業ࡒγεςϜ」
ʢ๏੍ɾӡ༻ɾ人ࡐҭ成のଟ໘తͳଆ໘をؚΉࣾ会γεςϜʣのߏஙにる基
ૅ研究ٴͼࡦఏݴを͏ߦことをతとしています。ࠓは、ཧత表ࣔ
Ҩݯࢿのอޢにؔする研究会を։࠵しました。

◆知的財産権とエンフォースメントに関する総合研究
　����は、ଛഛঈにؔするॏతͳ研究をਐΊるとともに、本とถ
。いましたߦるΤϯϑΥʔεϝϯτのൺֱをのඪにࠃ

Ϋϥελʔڀݚ࢈ࡒΫϥελʔɹతڀݚ
Research Cluster for Intellectual Property Law and Policy at Meiji University

ʢࣸਅᶃᶄγϯϙδϜ「h μϯϩʔυҧ๏Խの対ൣғのݟし こɦれまでとこれから」ʢ20193݄։࠵ʣʣ
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●概 要
จԽ研࢙研究Ϋϥελʔは特ఆ՝研究Ϣχοτ本ઌ࢙༺རݯࢿ　
究ॴをとして����にઃཱされました。
ͦ、としてೝࣝしてݯࢿ人もؚΊてώτはपลのϞϊをݱたͪࢲ　
れを׆༻しています。しかし、ώτ͕ར༻するݯࢿはඞͣしもಉ͡で
はあΓまͤΜ。ͦこには࣌Ҭの特࣭をࣔすར༻ܗଶ͕あΓま
す。Θたしたͪはこ͏したώτのݯࢿのೝࣝのҧい͕ͲのΑ͏ͳഎܠ
にΑͬて生まれているのかとい͏をଟࢹతに研究しています。
　また、ೄจ࣌はङྌ࠾集ࣾ会であΓͳ͕らも、͘ڻ΄Ͳ長ؒظに
Θたͬてఆॅࣾ会͕͖ͭͮました。ೄจ࣌ࣾ会の࣋ଓੑ͕ͲのΑ͏
ͳΈにΑͬてܗ成されたかとい͏ことはੈքの人ྨ࢙を͑ߟる上
でॏཁです。
　本研究ॴでは࣫Ԙ、২、ಈͳͲઌ࢙࣌の人ྨ͕ར༻した
༷ʑͳݯࢿのར༻ٕ術のղ明からઌ࢙࣌ࣾ会の特࣭を研究し、人ྨ
ࣾ会のଟ༷ੑをղ明する研究をਪਐします。

●研究テーマ
　�　ೄจ࣌に͓͚る࣫のར༻ٕ術のղ明
　�　ೄจ࣌のಈɾ২ݯࢿのར༻ٕ術のղ明
　�　ೄจ人の৯ੑのղ明
　�　ೄจ࣌のԘٕ術のղ明

ઌ࢙ೄจจԽ研究の৽ࢹᶗ『縄文の繁栄と衰退』༤ֳࢁग़൛

ઌ࢙ೄจจԽ研究の৽ࢹᶘ『身を飾る縄文人』༤ֳࢁग़൛

ग़൛ֳࢁ༤『縄文文化と学際研究のいま』31学ผݹߟץق

『日本列島における製塩技術史の解明Ⅰ』ެ ։γϯϙδϜࢿྉʢඇചʣ

『日本列島における適応形態の広域比較』ެ ։γϯϙδϜࢿྉʢඇചʣ
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˔ Overview
   Cluster of Research Units for History of Resource Utilization was established 

in 2017. The cluster was originated from the Ad Hoc Research Institute 
for Japanese Prehistory.  The cluster is dedicated to multi-perspective, 
interdisciplinary study for investigations into the diverse background to 
human utilization of resources.  Specifically, we are interested in regional 
and temporal differences in resource utilization and in resources themselves.  
This cluster promotes various studies to shed light on diversity of human 
societies and nature of prehistoric societies by investigation various subjects, 
including lacquer, salt, plant, and animals.
   The time period our research is focused upon is the Jomon Period.  This 
time period is unique in the world history because, while maintaining 
hunting-gathering economy, Jomon people maintained sedentary life for 
surprisingly long period of time.  To investigate into the background of this 
unusual sustainability would be an important contribution to the world 
history.

˔ Research topics:
  Lacquer technology in the Jomon Period
  Jomon people`s use of plants and animals
  Subsistence in the Jomon Period
  Salt production in the Jomon Period

Ϋϥελʔڀݚ࢙༺རݯࢿ��Ϋϥελʔڀݚ
Research Cluster for History of Resource Utilization

研究部門　Research Institutions / 研究クラスター

●2019年度　成果公開シンポジウム・講演会
◆������݄��　本ྻౡに͓͚るԘٕ術࢙のղ明
◆������݄��　����ؒのೄจ人の৯จԽʢय़෦ڭࢢҭҕһ会࠵ڞʣ
◆������݄��　本ྻౡに͓͚るదԠܗଶのҬൺֱ�
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●概 要
　特ఆ՝研究Ϣχοτは、本学のઐڭһ͓Αͼ特ڭһと学֎の研究
ऀ͕Ұఆؒظʢ�Ҏʣに特ఆの研究՝にかかΘるڞಉ研究をਪ
ਐすることにΑΓ、本学の学術研究のൃలに寄与することをతとしていま
す。
���のϢχοτ͕ઃஔされて͓Γ、研究表ऀは学෦ɾ研究Պ、ࡏݱ　
の֞ࠜをӽ͑たڞಉ研究ऀと特ఆ՝研究Ϣχοτをܗ成し、本学の特৭
ある研究׆ಈをਪਐしています。

˔ Project Summary
   The Designated Research Projects Unit was established to contribute to 

the development of academic research at our university by promoting 

collaborative research on designated research projects between full-time/

non-termed faculty members and researchers in the university and other 

bodies for a set period of time (within five years). 

  At this time, approximately 100 units have been set up and Principal 

Investigator have formed Designated Research Projects Unit with 

collaborating researchers that go beyond the boundaries of schools and 

departments to promote the distinctive research activities of our university.

＜特定課題研究ユニット／ Designated Research Projects Unit>

˞特ఆ՝研究Ϣχοτの֓ཁ͕ࡌܝされています。
˞ઃஔਃにかかる͓らͤ、ਃ༷ࣜもμϯϩʔυで͖ます。

ˎ$POUBJOT�BO�PWFSWJFX�PG�UIF�%FTJHOBUFE�3FTFBSDI�1SPKFDUT�6OJU�
ˎ�7JTJUPST�DBO�EPXOMPBE�JOGPSNBUJPO�BCPVU�BQQMJDBUJPOT�UP�TFU�VQ�
VOJUT�BOE�BQQMJDBUJPO�GPSNT�

IUUQT���XXX�NFJKJ�BD�KQ�SFTFBSDI�QSPNPUF�TQFDJpD@TVCKFDU�IUNM

●2019年度トピック
「2020年度から研究クラスターに昇格が決定」
　ҠಈϩϘοτ研究ॴ　研究表ऀɿాࠇ༸࢘�ཧ学෦�ઐڭ授は、
人とڥをڞ༗して׆ಈするࣗܕϩϘοτγεςϜの研究։ൃをਪਐし、
人खෆのࣾ会のղܾに͚てϩϘοτのߴͳࣗԽをࢦして͖
ました。
　����ΑΓʰࣗܕϩϘοτ研究Ϋϥελʔʱにঢ֨すること͕ܾ
ఆしました。ࣗܕϩϘοτのߴԽにࢿする༷ʑͳ研究ʢ͓֮ࢹΑͼηϯ
αใ�ॲཧɼ"*ɼߏɼߏػɼ੍ޚɼૢΓɼ4-".ɼφϏήʔγϣϯɼٴ
ͼこれらのΠϯςάϨʔγϣϯٕ術ͳͲʣをߦい、ࣗϩϘοτにؔする基
ૅ研究のさらͳるൃలと、ελʔτΞοϓا業との連ܞにΑる࣮ࣾ会Ԡ༻
の྆໘にݙߩして͖ߦます。

●特定課題研究ユニット設置数

研究代表者所属学部等 設置数

法学部 11

商学部 10

政治経済学部 10

文学部 6

理工学部 18

農学部 11

経営学部 10

情報コミュニケーション学部 4

国際日本学部 2

総合数理学部 1

専門職大学院 11

研究・知財戦略機構 2

計 96
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●概 要
、のԼྗ׆、のఀੑ࢈গ͕ਐΉத、本は生ݮޱԽと人ྸߴͳܹٸ　
Ҭࣾ会のॖୀͳͲ༷ʑͳの対Ԡをഭられています。ͦのղܾのた
Ίには৽たͳٕ術͕ٻΊられています͕、ͦの۩ମతͳ͕࢟明らかにͳΓ
ͭͭあるं྆ٴͼધഫのࣗಈӡసٕ術は、ࠓࣾ会࣮をલに͑߇、
ࣗવՊ学ɾࣾ会Պ学ɾ人จՊ学の֤のઐのڄ合͕͕ٸれるঢ়گに
あΓます。
　こ͏したத、�����݄に、ܙҰ学長ʢ࣌ʣのشࢦのもと、
ଟذにΘたる՝を༗ػతに༥合さͤてऔΓΉことをతに明治大学ࣗ
ಈӡసࣾ会૯合研究ॴʢ.*"%ʣはཱͪ上͛られました。ࣗಈӡసのٕ術։
ൃはもͪΖΜのこと、๏のあΓํ、อݥのあΓํ、Ҭࣾ会のσβΠϯと
い͏؍もؚΊたจཧ༥合のࣾ会૯合త研究ڌである͘、「ٕ術」「๏
」「อݥ」「ํ生」の�෦を࣠とした研究ॴ͕ઃされました。
　「ࣗಈӡసํ生は明治大学から」をεϩʔΨϯに͛ܝ、དྷるࣗಈӡస
ࣾ会をσβΠϯするઌऀۦとͳる͘、ʑ研究をਐΊて͓Γます。研究ॴ
のৄࡉに͖ͭましては、研究ॴ)1ʢIUUQT���XXX�JTD�NFJKJ�BD�KQ�_KJEPV@
VOUFO�ʣを͝ࢀরͩ͘さい。

●2019年度事業
　����はまͣ、લに࣮ࢪした࣮ূ࣮ݧをࡐにしたγϯϙδ
Ϝ「ࣗಈӡసとαΠόʔϦεΫʙ߳ɾ܈അɾ明治の�大学連合にΑるখ
౾ౡ࣮ূ࣮ݧをもとにʙʕಓަ๏に͓͚るσʔλهのあΓํʕ」ʢ����
�݄�ʣを։࠵கしました。࣮ূ࣮ݧにΑͬてಘられたࣗಈӡసのϩ
άσʔλを基に、αΠόʔϦεΫとの؍から研究ใߦ͕ࠂいました。
����いʢߦをݧに͓いてࣗಈӡసं྆のެಓ࣮ূ࣮ࢢ対അݝに、長࡚࣍　
�݄�ɾ�ʣ、��݄のΞΧσϛοΫϑΣεに͓いて「ࣗಈӡసとࣾ会
มֵ1BSU�ɾ�」とい͏λΠτϧでใࠂをߦいましたʢ������݄��
ʣ。1BSU�に͓いては、特に、�݄に対അで࣮ࢪした明治大学ɾ対അࢢɾ
4#υϥΠϒの�ऀで࣮ࢪした࣮ূ࣮ݧのҙٛをൃ表しました。1BSU�に͓
いては、�����݄�から��の�ؒにͬて対അࢢとํ生
෦͕։ߨした「明治大学対അαϚʔεΫʔϧ」に͖ͭ、ࢀՃ学生͕「࣋
ଓՄͳ֗ͮ͘Γ」「ํ生と4%(͂」をςʔϚとした׆ಈใࠂをߦ
い、ͦのޙに、ٕ術෦の研究һにΑͬてํ生のたΊのࣗಈӡసࣾ会
をࢦすࡍに՝とͳるとしてʢ�ʣࣗಈӡస࣮のたΊのٕ術։ൃ
ʢ�ʣࣗಈӡసࣾ会࣋ଓのたΊの経済॥ʢ�ʣ݈߁ण໋૿大ͳͲ生׆Ϩϕ
ϧの上、をఏࣔし、これらに͖ͭύωϧσΟεΧογϣϯ͕ߦΘれまし
た。

˔ Project Summary
   With the rapid aging and the declining population, Japan has to deal 

with various issues such as stagnation in productivity, reduced vitality, and 

degeneration of local communities. To solve these issues, new technologies 

are required, but the autonomous driving technologies for cars and ships, 

whose concrete forms are being clarified, are now approaching social 

implementation, natural science and social science. 

   Under these circumstances, Meiji University’s Institute of Autonomous 

Driving(MIAD)was established in April 2018 under the leadership of former 

President Keiichiro Tsuchiya, with the aim of organically fusing a wide range 

of issues, in order to be a comprehensive research center. Our institute was 

established with four departments (Technology, Law, Insurance, Regional 

revitalization) as the core.  

   Under the slogan “Autonomous driving and Regional revitalization is from 

Meiji University” , we are conducting research every day to become a pioneer 

in designing the coming autonomous driving society.

˔ Events in 2019
   First, the symposium “Autonomous Driving and Cyber Risk” was held on 

June 5th 2019 on the theme of the demonstration experiment conducted 

in Shodoshima island (Kagawa Pref ) on March 2019. Based on the log data 

of the autonomous driving obtained from the demonstration experiment, 

research reports were made from the viewpoint of cyber risk.

   Second, a demonstration experiment of autonomous driving car at a public 

road was conducted in Tsushima City (Nagasaki Pref ) on August 3rd and 4th, 

and reports were made at the Academic Fest on November 23rd under the 

title of “Autonomous Driving and Social Innovation Part1 and 2”.

   In Patt1, the significance of the demonstration experiment conducted 

by Meiji University, Tsushima City and SB Drive Corp. in Tsushima was 

announced. In Part2, students report on activities on the theme of “Sustainable 

Town Development” and “Regional Revitalization and SDGs”. After that, 

researchers in the technical department held panel discussion about 

three points, (1)technology development for implementing autonomous 

driving (2)economic cycle for sustaining an autonomous driving society (3)

presentations on improving living standards such as increasing healthy life 

expectancy. 

ಛఆ՝ڀݚϢχοτɹ໌࣏େֶࣗಈӡసࣾձ૯߹ڀݚॴ
Meiji University’s Institute of Autonomous Driving(MIAD)

2019։࠵ɾ成果ใࠂ会ͳͲのϙελʔʢҰ෦ʣ
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˔ Project Summary
   Center for Obsidian and Lithic Studies (hereinafter referred as the “Center”), 

the only research institute in Japan for Obsidian and human history, was 

constructed in April 2001 in Nagawa-machi, Chiisagata-gun, Nagano 

Prefecture.

   The University has continuously carried out excavations and surveys on 

the obsidian source area, called Hoshikuso-Pass, located at an altitude of 

1500m, as well as on the surrounding prehistoric sites (Takayama sites group) 

in collaboration with Nagawa-town since 1984. Obsidian research works 

provide key data for reconstracting the life and economy of prehistoric times.

   The Center has an office room, an atrium, seminar rooms, rooms for 

archaeological practices, various analyzing instruments including a SEM and 

two X-ray fluorescence analyzers (EDX and WDX), and storage rooms. 

˔ Results in 2019
   This Center carries out multidisciplinary research on the diversity of human 

history in view of human life, resources, and environment. Since 2017, the 

center established laboratories for archaeozoology and archaeobotany 

along with one for prehistoric archaeology to enlarge the scope of the 

multidisciplinary research. Now, the Center is refining techniques for sourcing 

obsidians and analyzing pigments used on remains by using the fluorescence 

X-ray analysis. We are carrying out these researches in collaboration with local 

municipalities as in Nagano, Saitama, and Chiba Prefectures.

   We published issue No. 10 of Natural Resource Environment and Humans.

   The Center organized the following symposia to publicize the results of 

current research carried out by the center staff.

1.  “Resources and tools connecting with the Japanese archipelago and 

Korean peninsula in the Neolithic era” held at Meiji University, Jul. 28, 2019.

2.  “Sunagawa site: Past, present and future of Paleolithic studies” held at Meiji 

University, Nov. 9, 2019.

3.  “Research Meeting 2019 of COLS” held at Meiji University, Dec. 7, 2019.

   Symposium 1 focused on the interaction between Kyusyu district of the 

Japanese archipelago and southern Korean peninsula in the Neolithic era. 

Symposium 2 was discussed on the method of archaeological research and 

analysis, and framework of interpreting archaeological data in the Paleolithic 

studies. No.3 was the Research Meeting to activate the collaboration of COLS 

members.

   As a regional cooperation, the center participated in or cooperated with the 

Obsidian Festival held at Nagawa Town.

●概 要
、༾ੴ研究ηϯλʔʢ$FOUFS�GPS�0CTJEJBO�BOE�-JUIJD�4UVEJFTʣはࠇ　
�����݄に長ݝখ܊ݝ長ொʢ࣌長ொʣにઃཱされた本で།Ұ
の༵ࠇੴと人ྨ࢙にؔする研究ࢪઃです。
　本学は����Ҏདྷ、長ொとڞಉで、ඪߴ����N付ۙにあるฅಕ
とݺれる༵ࠇੴ࢈ݪと、ͦのपลのੴ࣌ثҨʢୋࢁҨ܈ʣにͭい
てܧଓతにൃ۷ௐࠪを͓こͳͬて͖ました。ઌ࢙࣌にੴثのૉࡐとしてଟ
༻されൣғにྲྀ௨した༵ࠇੴの特ੑのղ明͕、࣌の人ͼとの生ੈ׆քの
෮ݩにॏཁͳσʔλをఏڙするからです。
　本ηϯλʔにはࣄࣨ、ΞτϦϜ、会ٞࣨ、ࢿྉཧࣨ、9ޫܬઢੳ
ஔ、ిݦࢠඍڸをは͡Ί֤छཧԽ学ੳを͓こͳ͏ثػੳࣨ、ࢿྉऩଂ
ࣨͳͲをඋ͑、ࡍࠃηϛφʔதɾখنの会ٞにも対Ԡで͖るࢪઃ͕ͬ
ています。

●2019年度事業
　本ηϯλʔは人ྨɾܥڥݯࢿとい͏学ࡍతͳࢹから人ྨ࢙のଟ༷ੑを
ղ明するたΊの研究をਪਐしています。����からԐָொੳࣨではઌ
తͳ研究ࡍ学の研究ࣨをඋして学ݹߟ学、২ݹߟ学とともにಈݹߟ࢙
͕ελʔτしました。ࡏݱਪਐしているओͳ研究は9ޫܬઢੳにΑる༵ࠇ
ੴの࢈ਪఆのߴਫ਼Խ、ಉख๏をݹߟҨにར༻したإྉੳをは͡Ί
としたੳをߦいました。またこ͏した研究をਪਐするたΊ長ݝ࡛ݝۄ、
ઍ༿ݝをは͡Ίとした֤ڭҭҕһ会とҬ連ܞをਐΊています。
　またߦץとしてʰڥݯࢿと人ྨʱ/P���をߦץしました。
、し࠵ᗛੴ研究ηϯλʔの成果ެ։するたΊにҎԼのγϯϙδϜを։ࠇ　
ηϯλʔһのࠒの研究成果をൃ表しました。
　�ɽ「ւڦをͭͳ͙ݯࢿとಓ۩」�݄��ʢԙɿ明治大学ʣ
　�ɽ�「࠭Ҩ　ʕچੴ࣌ث研究のաڈɾࡏݱɾະདྷʕ」��݄�ʢԙɿ

明治大学ʣ
　�ɽ「ࠇ༾ੴ研究ηϯλʔ研究集会����」��݄�ʢԙɿ明治大学ʣ
　�は৽ੴ࣌ثのؖౡと本ྻౡؒのަྲྀにؔする࠷৽の研究成果です。
�は本のچੴ࣌ث研究のํ๏͕৽された࡛࠭ݝۄҨのௐࠪから
ੈلを経た研究のݱঢ়と՝をཧしたものです。�はࠇ༾ੴ研究ηϯ
λʔのશϝϯόʔの研究ใࠂを௨͡て、ηϯλʔの研究のੑ׆Խをૂͬたも
のです。
　また、ࠇᗛੴ研究ηϯλʔではҬ連ࣄܞ業のҰとして、ݩ長ொで
։࠵された「ࠇᗛੴの;るさとࡇΓ」ͳͲのࢀՃɾྗڠもੵۃతに͓こͳ
いました。

γϯϙδϜ「࠭Ҩᴷچੴ࣌ث研究のաڈɾࡏݱɾະདྷᴷ」 
ʢ201911݄9ʣࠇ༾ੴ研究ηϯλʔʢ20198݄21「ࠇ༾ੴの;るさとࡇΓ」ʣ

ηϯλʔۙͷ༵ࠇੴ
Obsidian near the Center

［Center for Obsidian and Lithic Studies］
3670-8 Daimon, Nagawa-machi, Chiisagata-gun, Nagano Prefecture,
386-0601IUUQT���XXX�NFJKJ�BD�KQ�DPMT�
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˔ Project Summary
   Advanced Plant Factory Research Center was established in April 2011 in 
Ikuta campus as one of the 8 sites in Japan (and the only one in a private 
university) receiving the year 2009 Grants-in-Aid for advanced plant factory 
facilities from the Ministry of Economy, Trade and Industry.
   Plant factories, especially those that use artificial light such as this center 
have the advantage of being able to produce and supply vegetables 
with consistent quality in a planned and stable manner without being 
affected by climate, season or location conditions and require virtually no 
pesticides since it is isolated from the outside world. On the other hand, 
current problems include the high cost of building, lighting and climate 
control for producing vegetables and insufficient business management 
know-how on plant factories, difficulty in setting up a business project and 
a low consumer acceptance of plant factory-grown vegetables.
   Therefore, the center’ s basic concept is to (1) ensure food safety 
and stable supply, (2) reduction of plant factory production costs and 
development of a production system that is environmentally sustainable 
and not harmful to people, (3) support of popularization of plant factories 
through nurturing of invaluable human resources, and (4) nurturing 
of plant factory related small and medium-sized enterprises through 
technical instruction and research collaborations. To conduct research 
and activities based on this basic concept, the center is collaborating 
with the School of Agriculture and School of Science and Technology for 
research and development of energy efficient, zero emission type plant 
factories. Together with the School of Commerce and School of Business 
Administration, the center is conducting research on finding business 
models for plant factories and this has become a model project for 
agriculture-commerce-industry collaborations.
   The following facilities are available to support the above research: clean 
room with stabilizable air conditioning system, lighting system using cold-
cathode tubes, analysis room for quality evaluation of produce, and rooms 
for human resource training.

˔ Events in 2019
   We carried on a collaborative research with industry based on plant 
factories we have in the center with some private companies. Furthermore, 
we hold symposium entitled “Effects and Future of Corporate Entry 
into Agriculture" with collaborative research company in October 2019 
on campus. As part of our public awareness activities, we also hold 
experienced-based events for elementary school children in August 2019 
on campus. Furthermore, 746 visitors came and toured the center.

●概 要
　২基൫ٕ術研究ηϯλʔは、����経済࢈業লઌ
ਐత২ࢪઃඋඅิॿ金をड͚、ཱࢲ大学としては།Ұ、
શڌ�ࠃの�ͭとして、�����݄に生ాΩϟϯύεに։
ઃされました。
　২、特に本ηϯλʔのΑ͏にর明を༻しԹͳͲ
ͳͲのࡊに͓͚る২ܕ༺རޫશ人したޚを੍ڥ
ഓのརは、ఱީɾقઅɾཱ݅にࠨӈされることͳ͘、
で͖ること、֎քとःஅされڅڙɾ࢈ըతɾ҆ఆతに生ܭをࡊ
ているたΊ、΄とΜͲༀͳͲをΘͳ͘てྑいことͳͲ͕あ
Γます。Ұํで、࣌ݱでのは、ݐɾઃඋͳͲΠχ
γϟϧίετ͓Αͼর明ɾۭௐͳͲの生࢈ίετ͕ߴいこと、
経Ӧϊϋ͕ෆしࣄ業Խ͕しいこと、২࢈ࡊに
対するফඅऀのड͚ೖれҙ͕ࣝまͩ͘ߴͳいことͳͲ͕あΓま
す。
　ͦこで本ηϯλʔでは、ᶃ৯の҆શ҆৺と҆ఆڅڙの֬อ、
ᶄ২の生࢈ίετのݮԽとڥɾ人ମにෛՙをか͚ͳ
い生࢈γεςϜの։ൃ、ᶅ༗༻人ࡐҭ成څڙを௨͡た২
業ҭاؔ連தখಉ研究にΑる২ڞ、ಋࢦᶆٕ術、ٴී
成を基本ίϯηϓτとして͛ܝ、「লΤωϧΪʔθϩΤϛογϣ
ϯܕ২」の研究ɾ։ൃに学෦とཧ学෦͕औΓΜで
います。また、学෦、経Ӧ学෦のྗڠのもと、২Ϗδ
ωεϞσϧの研究をਪਐして͓Γ、このΑ͏ͳ学ࡍత研究は、
連ࣄܞ業のϞσϧέʔεにもͳͬています。
　これらの研究を͏ߦたΊのࢪઃとして、ߴۭௐγεςϜを
උ͑たΫϦʔϯϧʔϜ、ྫྷӄۃにΑるর明γεςϜにՃ
͑、生࢈の࣭ධՁのたΊのੳࣨ、研म͕ࣨઃ͚られ
ています。

●2019年度事業
　研究໘では、২を׆༻し、֤ छا業とڞಉ研究を࣮ࢪし
ました。さらに、������݄にはڞಉ研究ا業と࠵ڞにて
「業のا業ࢀೖにΑるޮ果とະདྷ」としたγϯϙδϜを
։࠵しました。ී׆ٴಈのҰとしては、খ学生͚のମߨݧ
学ݟしました。また、本ηϯλʔでは࠵ʢ�����݄ʣを։࠲
もड͚付͚て͓Γ、����は���人のݟ学ऀをड͚ೖれま
した。

201910݄27に։࠵したγϯϙδϜ
A symposium held on October 27, 2019

クリーンルーム内での実験の様子
Experiment in the cleanrooms

建物外観
External view of building
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˔ Project Summary
   The Center for Collaborative Innovation and Incubation, Meiji University 
was established in June 2011. The center contributes to develop research and 
education in Meiji University, and also to return the research achievement 
to society. The facilities of the center are technology incubation rooms, test 
analysis/test model processing equipment, showrooms and meeting rooms, 
which are used to promote industry-academia collaboration and collaborative 
activities with the local community. This center was established with the 
help of the 2010 grants-in-aid for shared facilities to promote business 
development from the Ministry of Economy, Trade and Industry.

˔ Events in 2019
   The main activities in 2019 are as follows:

(1)  Lending technology incubation rooms : We accepted tenants (occupancy: 
10 rooms) so that they could start up projects of businesses based on 
advanced technology seeds / intellectual resources held by Meiji University. 
We also held business management seminar for the tenants and local small 
and medium-sized enterprises (SMEs) with a large number of participants.

(2)  Opening equipment for a fee : Test analysis / test model processing 
equipment that we have installed as the target field of the nanoelectronics, 
chemistry, biotechnology and machinery was opened for a fee to on and 
off campus users. In addition, we have concluded a corporate partnership 
agreement with Kanagawa Institute of Industrial Sciense and Technology 
(KISTEC), to respond broadly to technology needs of local SMEs.

(3)  Display : We exhibit the R & D results of the tenants, products of local SMEs 
in the showroom area, expecting PR, a market development and business 
matching, etc.

(4) Lending multi-purpose 
room / meeting room for 
events for the purpose 
of industr y-academia 
collaboration and local 
c o l l a b o r a t i o n .  O u r 
business management 
seminars were also held 
there.

●概 要
　�����݄にઃஔしたҬ࢈学連ܞ研究ηϯλʔは、

に寄与することݩҭ研究のൃల͓Αͼ研究成果のࣾ会ؐڭ

をతとして、ςΫϊϩδʔΠϯΩϡϕʔγϣϯࣨ、ݧࢼ

ੳɾ࡞ࢼՃஔ、లࣔϒʔε͓Αͼ会ٞࣨɾଟతࣨ

のઃඋを༗して͓Γ、これらのઃඋを׆༻して࢈学連׆ܞಈ

͓ΑͼҬ連׆ܞಈをల։しています。ͳ͓、本ηϯλʔ

は経済࢈業ল����Ҭا業ཱଅਐࢪ༺ڞઃඋ

අิॿࣄ業のิॿをड͚てඋされました。

●2019年度事業
ʢ�ʣςΫϊϩδʔΠϯΩϡϕʔγϣϯࣨのିしग़し

　ೖاډ業をड͚ೖれ、本学͕༗するઌతٕ術γʔζɾ

తݯࢿを༗ޮ׆༻したࣄ業Խɾى業ԽのたΊのをఏ

ɿ��ࣨʣ。まگঢ়ډೖࡏݱしましたʢ�����݄ڙ

た、ೖاډ業͓ΑͼҬதখا業ऀを対とした経Ӧࢧԉ

ηϛφʔを։࠵し、ଟのࢀՃをಘました。

ʢ�ʣݧࢼੳɾ࡞ࢼՃஔのར༻։์

　φϊΤϨΫτϩχΫεɾԽ学ɾόΠΦɾػցをར༻の対

としたஔをઃஔし、学֎ར༻ऀに༗ྉで։์し

ました。また、ਆಸ࢈ཱݝ業ٕ術૯合研究ॴとا業ࢧԉ

連ڠܞఆをక݁して͓Γ、Ҭதখا業ऀのٕ術χʔζに

。Ԡ͑るମ੍を͑ています͘

ʢ�ʣలࣔϒʔεのར༻։์

　ςΫϊϩδʔΠϯΩϡϕʔγϣϯࣨೖ͓ऀډΑͼҬの

தখا業ऀの研究։ൃ成果のలࣔをతとしてい

ます。ɾٕ術の13にࢿするとともに、ൢ࿏։ɾϏ

δωεϚονϯάのࢧԉに׆༻しています。

ʢ�ʣଟతࣨɾ会ٞࣨのିしग़し

ିしग़しましࣄ࠵をతとしたܞɾҬ連ܞ学連࢈　

た。また、本ηϯλʔ͕ओ࠵する経Ӧࢧԉηϛφʔの会

とͳΓました。

【テクノロジーインキュベーション室　入居企業一覧】（2020年3月31日時点）
部屋番号 入居企業名 事業内容 教員アドバイザー

201
307 株式会社ポル・メド・テック 研究開発用の高付加価値テーラーメイドブタの製造・供給事業 農学部　長嶋比呂志　専任教授

202 株式会社磁気デバイス研究所 磁性材料損失の測定精度向上に関する研究開発事業（受託研究、受託評価、測定、装置開
発など） 理工学部　小原学　専任准教授

203 シリコンライブラリ株式会社 高速インターフェイスLSIの設計・開発・販売 理工学部　井口幸洋　専任教授

301 アステラテック株式会社 受託成膜、太陽電池用研究部材製造販売 理工学部　小椋厚志　専任教授

302
303 株式会社アニマルステムセル 再生医療の研究・開発事業、細胞培養等のバイオ事業 農学部　長嶋比呂志　専任教授

304
305 株式会社ミートエポック ドライエージング手法による熟成肉を製造するための「熟成シート」の製造・販売 農学部　村上周一郎　専任教授

306 株式会社玉川科研 産業用機器部品システムの設計・開発 理工学部　中吉嗣　専任講師

ηϯλʔ֎؍
Appearance of Center
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外部研究費受入実績 Amounts of External Research Funds 

①科学研究費助成事業 ②受託研究 ③共同研究
件　数 受入研究費 (円 )

（直接＋間接経費） 件　数 受入研究費（円） 件　数 受入研究費（円）

合　計 344 742,610,000 97 507,166,897 143 220,508,574

内
　
　
　
訳

法学部 15 44,590,000 0 0 0 0
商学部 30 63,400,000 2 2,479,459 1 108,000

政治経済学部 26 30,675,000 4 7,900,000 1 522,720
文学部 37 63,960,000 0 0 0 0
理工学部 66 148,535,000 35 172,587,678 73 136,539,257
農学部 32 106,200,000 29 190,360,160 40 33,206,599
経営学部 17 32,120,000 0 0 0 0

情報コミュニケーション学部 19 31,690,000 2 1,003,000 2 2,221,000
国際日本学部 11 17,860,000 0 0 0 0
総合数理学部 16 53,710,000 14 108,899,600 15 18,646,187
大学院 2 1,560,000 0 0 0 0

専門職大学院 10 27,930,000 5 16,147,000 1 15,000,000
研究・知財戦略機構 60 114,530,000 5 2,915,000 9 12,752,811
国際連携機構 2 2,600,000 0 0 0 0
農場 1 3,250,000 1 4,875,000 1 1,512,000

④学術研究奨励寄付 ⑤研究助成
件　数 受入研究費（円） 件　数 受入研究費（円）

合　計 41 74,016,728 31 47,181,000

内
　
　
　
訳

法学部 1 500,000 5 5,270,000
商学部 2 1,500,000 3 1,700,000

政治経済学部 2 3,600,000 0 0
文学部 1 300,000 1 1,980,000
理工学部 21 49,156,400 5 5,200,000
農学部 4 8,000,000 8 18,724,000
経営学部 4 5,500,000 2 1,600,000

情報コミュニケーション学部 0 0 1 1,177,000
国際日本学部 0 0 0 0
総合数理学部 3 960,328 4 10,130,000
大学院 0 0 1 400,000

専門職大学院 2 1,500,000 1 1,000,000
研究・知財戦略機構 1 3,000,000 0 0

国際連携機構 0 0 0 0

農場 0 0 0 0
※大学管理分のみ

582件

629件 631件

656件

1,584,024千円 1,591,483千円
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2019年度　外部研究資金受入総額   ¥1,591,483,199  ʢ˞৽نडೖれとܧଓの合ࢉ。ؒ 経අɾҰൠཧඅをؚΈます。ʣ

ᶃՊ学研究අॿ成ࣄ業
ᶄडୗ研究
ᶅڞಉ研究
ᶆ学術研究奨励寄付
ᶇ研究ॿ成
डೖ૯݅ʢӈ࣠ʣ

件数

2015  2016  2017  2018  2019 
0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000
金額（千円）

7,695,515千円

1,637,691千円
1,417,203千円

574件

②受託研究

¥507,166,897
32%

①科学研究費助成事業

¥742,610,000
47%

③共同研究

¥220,508,574
14%

⑤研究助成
¥47,181,000

3%

④学術研究奨励寄付
¥74,016,728

4%
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●受託研究・共同研究受入実績詳細
【受託研究】

教員の所属学部等
研
究
者
数

相手方区分
受入研究費
（円）民間企業（※1）

国 国立研究開発法人・ 
独立行政法人 地方公共団体 その他

小規模企業（※2）中小企業（※2） 大企業（※2）

法学部 0
商学部 2 日本学術振興会 1件 1件 2,479,459
政治経済学部 1 3件 1件 7,900,000
文学部 0

理工学部 26
業種3
業種4
業種6

1件
1件
1件

業種4
業種6
業種7
業種10

3件
1件
1件
1件

業種3
業種4
業種5
業種10

2件
6件
5件
1件

科学技術振興機構 3件

一般社団法人環境パー
トナーシップ会議 1件

その他　1件
172,587,678

情報通信研究機構 1件
新エネルギー・産業技術総
合開発機構 3件

防災科学技術研究所 1件
［国立研究開発法人］ 2件

農学部 18
業種1
業種4

1件
1件

業種4 2件
業種4
業種10

3件
1件

農林水産省 1件

科学技術振興機構 4件

4件 5件 190,360,160

国立成育医療研究センター 1件
新エネルギー・産業技術総
合開発機構 2件

日本医療研究開発機構 3件
農業・食品産業技術総合研究
機構　生物系特定産業技術研
究支援センタ－

1件

経営学部 0

情報コミュニケーション学部 2
科学技術振興機構 1件

1,003,000
［国立研究開発法人］ 1件

国際日本学部 0

総合数理学部 10
業種4 3件

科学技術振興機構 7件業種6 1件 2件 108,899,600
業種8 1件

大学院 0

専門職大学院 2 業種6 1件
科学技術振興機構 1件

2件 16,147,000新エネルギー・産業技術総合
開発機構 1件

研究・知財戦略機構 2 業種4 1件 業種3 2件 科学技術振興機構 1件 1件 2,915,000
国際連携機構 0

農場 1
農業・食品産業技術総合研究
機構　生物系特定産業技術研
究支援センタ－

1件 4,875,000

合計 64 5件 10件 25件 1件 35件 7件 14件 507,166,897

【共同研究】

教員の所属学部等
研
究
者
数

相手方区分
受入研究費
（円）民間企業（※1）

国 国立研究開発法人・ 
独立行政法人 地方公共団体 その他

小規模企業（※2）中小企業（※2） 大企業（※2）

法学部 0
商学部 1 業種10 1件 108,000
政治経済学部 1 1件 522,720
文学部 0

理工学部 35 業種4 5件
業種3
業種4
業種6

3件
5件
1件

業種3
業種4
業種5
業種6
業種9

5件
40件
1件
1件
1件

国土交通省 1件
科学技術振興機構
新エネルギー・産業技術総合
開発機構

1件

5件 4件 136,539,257

農学部 22 業種4 3件

業種1
業種3
業種4
業種6

2件
2件
7件
1件

業種3
業種4
業種5

3件
6件
1件

宇宙航空研究開発機構 1件

2件 6件 33,206,599
新エネルギー・産業技術総
合開発機構 2件

［国立研究開発法人］ 3件
環境再生保全機構 1件

経営学部 0
情報コミュニケーション学部 1 業種6 2件 2,221,000
国際日本学部 0

総合数理学部 9
業種4 8件 新エネルギー・産業技術総合

開発機構 1件 1件 1件 18,646,187
業種6 4件

大学院 0
専門職大学院 1 1件 15,000,000
研究・知財戦略機構 1 業種4 1件 業種4 3件 業種4 5件 12,752,811
国際連携機構 0
農場 1 業種3 1件 1,512,000
合計 72 9件 24件 79件 1件 14件 4件 12件 220,508,574

˞1ɿຽؒا業に͓͚る業छのྨは、Լ表にࣔすと͓Γです。

業छ1ʗਫ࢈ɾྛ業
業छ2ʗ߭業
業छ3ʗݐઃ業
業छ4ʗ業
業छ5ʗిؾɾΨεɾਫಓ業

業छ6ʗӡ༌ɾใ௨৴業
業छ7ʗԷചΓɾখച業
業छ8ʗ金༥ɾอݥ業
業छ9ʗҩྍ、ࢱαʔϏε業
業छ10ʗͦのଞ

˞2ɿຽؒا業に͓͚るا業のྨは、Լ表にࣔすと͓Γです。
தখا業のఆٛ
業ͦのଞɿࢿ本金のֹຢはग़ࢿの૯ֹ͕3ԯԁҎԼの会ࣾຢはৗ࣌༻するै業һの͕300人ҎԼの会ࣾٴͼݸ人
Էച業　　　ɿࢿ本金のֹຢはग़ࢿの૯ֹ͕1ԯԁҎԼの会ࣾຢはৗ࣌༻するै業һの͕100人ҎԼの会ࣾٴͼݸ人
খച業　　　ɿࢿ本金のֹຢはग़ࢿの૯ֹ͕5ઍສԁҎԼの会ࣾຢはৗ࣌༻するै業һの͕50人ҎԼの会ࣾٴͼݸ人
αʔϏε業　ɿࢿ本金のֹຢはग़ࢿの૯ֹ͕5ઍສԁҎԼの会ࣾຢはৗ࣌༻するै業һの͕100人ҎԼの会ࣾٴͼݸ人
খنا業のఆٛ
業ͦのଞ　　ɿै業һ20人ҎԼ
業ɾαʔϏε業ɿै業һ 5人ҎԼ
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公的研究費による研究 Researches by Public Funds 

【文部科学省】

研　究　課　題　名 研究組織名
研究代表者 研究期間

（年度）所　属 職　格 氏　名
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業　研究拠点を形成する研究

軍縮・軍備管理と武器移転・技術移転に関する総合的歴史研究 国際武器移転史研究所 商学部 専任教授 横井 勝彦 2015～ 2019

私立大学研究ブランディング事業　タイプB【世界展開型】

Math Everywehere：
数理科学する明治大学─モデリングによる現象の解明─

先端数理科学 
インスティテュート

研究・知財 
戦略機構 特任教授 山口 智彦 2016～ 2019

【農林水産省】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

農林水産政策科学研究委託事業

日本農業の生産性向上、イノベーション推進に向けた農業 ICTの社会実装
と農地集積の市場デザインに関する実証的研究
―日本型持続可能な開発目標（SDGs）の構築を目指して―

農学部 専任講師 中嶋 晋作 2018/12/13 2021/03/31

林野庁・林業成長産業化地域創出モデル事業

鳥取県日南町不在村地主等山林集約化業務 農学部 専任准教授 片野 洋平 2019/06/11 2020/03/13

【国土交通省】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

道路政策の質の向上に資する技術研究開発

交通流理論とAI学習による非日常の発見とアラート発信 理工学部 専任准教授 横山 大作 2018/08/28 2020/03/13

【（独）環境再生保全機構（ERCA）】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

環境研究総合推進費

非定常状態における健康リスク評価手法の基礎的検討 農学部 専任准教授 川口 真以子 2018/04/01 2023/03/31

【（国研）日本医療研究開発機構（AMED）】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

革新的先端研究開発支援事業インキュベーションタイプ（LEAP）

発生原理に基づく機能的立体臓器再生技術の開発 農学部 専任教授 長嶋 比呂志 2015/12/01 2020/03/31

革新的先端研究開発支援事業ユニットタイプ

腱・靭帯をモデルとした細胞内・外メカノ・シグナルの解明とその応用に
よるバイオ靭帯の創出 農学部 専任講師 乾 雅史 2017/04/01 2022/03/31

成育疾患克服等総合研究事業

最適なART（生殖補助技術）選択に寄与する精子の質検査法確立と、精子
の質を保全する技術の開発に関する研究 農学部 専任准教授 河野 菜摘子 2017/04/01 2020/03/31

ナショナルバイオリソースプロジェクト

トマトバイオリソース中核研究拠点整備（トマトDNAリソースおよびデー
タベースの情報管理および高付加価値化） 農学部 専任教授 矢野 健太郎 2017/04/01 2022/03/31

【（国研）国立成育医療研究センター】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

成育医療研究開発事業

抗生剤モデルによるD─アミノ酸の機能解析と投与法の検討 農学部 専任准教授 河野 菜摘子 2019/04/01 2022/03/31
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【（国研）宇宙航空研究開発機構（JAXA）】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

低重力下における土耕栽培用地中点滴灌漑技術開発 農学部 専任教授 登尾 浩助 2019/11/01 2020/02/29

【（国研）情報通信研究機構（NICT）】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

未来を創る新たなネットワーク基盤技術に関する研究開発

高密度、高モビリティおよび超多数ノードを収容できるワイヤレスネット
ワーキング法の研究開発 理工学部 専任講師 宮本 龍介 2016/07/22 2021/03/31

【（国研）科学技術振興機構（JST）】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

研究成果展開事業（センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム）

感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会
創造拠点 総合数理学部 専任教授 荒川 薫 2013/11/01 2021/03/31

戦略的創造研究推進事業・個人型研究（さきがけ）

手芸・工芸のための対話的な形状デザイン手法 総合数理学部 専任准教授 五十嵐 悠紀 2016/12/01 2020/03/31

寄生線虫性転換を誘導する環境 /植物シグナルの解明 農学部 専任講師 新屋 良治 2017/10/01 2021/03/31

データ同化モデリングの自動化原理開発によるハイレベル予測発見手法の
構築 総合数理学部 専任教授 中村 和幸 2017/10/01 2021/03/31

Human-in-the-loop型歌唱デザインの開発 総合数理学部 専任准教授 森勢 将雅 2019/04/01 2021/03/31

戦略的創造研究推進事業・チーム型研究（CREST）

二次元TMDC相補型MISFETsのLSIプロセスによる性能向上と応用 理工学部 専任教授 小椋 厚志 2016/10/01 2022/03/31

スケラーブルな光学的量子計算に向けた超低損失ナノファイバー共振器
QED系の開発 理工学部 専任准教授 金本 理奈 2017/10/01 2021/03/31

結晶構造シミュレーターの開発 研究・知財戦略機構 特任准教授 秋山 正和 2019/10/01 2021/03/31

戦略的創造研究推進事業（先端的低炭素化技術開発（ALCA））

ラン藻の発酵代謝工学─光合成を基盤としたコハク酸・乳酸生産 農学部 専任准教授 小山内 崇 2013/10/01 2022/03/31

AMR蓄熱再生器の最適構造についての検討およびその評価 理工学部 専任教授 川南 剛 2017/04/01 2020/03/31

戦略的創造研究推進事業（ACCEL）

鑑賞・創作の数理科学的理解とその音楽応用技術に関する研究開発 総合数理学部 専任教授 中村 聡史 2016/08/08 2021/03/31

戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発（RISTEX））

人と情報のエコシステム研究開発領域／パーソナルデータエコシステムの
社会受容性に関する研究 グローバル・ビジネス研究科 専任教授 戸谷 圭子 2018/10/01 2021/03/31

人と情報のエコシステム研究開発領域／都市における感情認識AI～日英発
倫理的生活設計に関する異文化比較研究 情報コミュニケーション学部 専任准教授 田中 洋美 2020/01/01 2021/03/31

プログラム・マネージャー（PM）の育成・活躍推進プログラム

次世代タンパク食：研究開発と社会的認知に向けた活動 農学部 専任教授 大鐘 潤 2017/10/01 2019/09/30

【（国研）防災科学技術研究所（NIED）】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

建築物に適用する浮揚免震システムの地震応答性能評価に関する研究 理工学部 専任講師 富澤 徹弥 2019/09/09 2020/03/31

【（国研）農業・食品産業技術総合研究機構　生物系特定産業技術研究支援センター（NARO）】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業（知の集積と活用の場による研究開発モデル事業）

アミノ酸の代謝制御シグナルを利用した高品質食肉の研究開発とそのグ
ローバル展開 農学部 専任教授 竹中 麻子 2017/02/15 2021/03/31

革新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロジェクト）

パイプハウスで高収益を実現する ICT利用型養液土耕制御システムの汎用
化とその実証 農　場 特任教授 小沢 聖 2017/04/03 2020/03/31
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【（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発

ソーラー水素等製造プロセス技術開発（革新的光触媒） 理工学部 専任教授 渡邉 友亮 2014/04/01 2020/03/31

低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト

新世代Siパワーデバイス技術開発／新世代Si-IGBTと応用基本技術の研究
開発 理工学部 専任教授 小椋 厚志 2014/08/28 2020/02/28

高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発

太陽電池セル、モジュールの共通基盤技術開発／先端複合技術シリコン太
陽電池プロセス共通基盤に関する研究開発 理工学部 専任教授 小椋 厚志 2015/05/22 2020/02/29

次世代人工知能・ロボット中核技術開発

革新的ロボット要素技術分野／知識の構造化によるロボットの知的行動の
発現研究開発 理工学部 専任教授 黒田 洋司 2015/07/22 2020/02/29

植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発

植物の生産性制御に係る共通基盤技術開発／進化工学的および分子動力学
的手法による新規ゲノム編集システムの創出 農学部 専任教授 矢野 健太郎 2016/06/23 2021/02/28

スマートセル関連技術の社会実装推進に向けて解決すべき新規課題の検討／
新規植物遺伝資源の創出と高度利用化を加速化する植物ゲノム技術基盤開発 農学部 専任教授 矢野 健太郎 2018/07/25 2020/02/28

人工知能技術適用によるスマート社会の実現

健康、医療・介護分野／ IoT・AI支援型健康・介護サービスシステムの開
発と社会実装研究 グローバル・ビジネス研究科 専任教授 戸谷 圭子 2018/08/06 2020/02/29

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第2期／フィジカル空間デジタルデータ処理基盤

CPS構築のためのセンサリッチ柔軟エンドエフェクタシステム開発と実用
化 理工学部 専任教授 小澤 隆太 2018/11/21 2023/03/31

課題設定型産業技術開発費助成金：戦略的省エネルギー技術革新プログラム

磁気冷凍技術を活用した省エネルギー型ヒートポンプ機器の開発 理工学部 専任教授 川南 剛 2018/05/23 2020/02/29

課題設定型産業技術開発費助成金：Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業

ホワイト物流を実現する業界横断型共同輸送マッチングサービス 総合数理学部 専任教授 乾 孝治 2019/11/08 2022/02/28

【（独）日本学術振興会（JSPS）】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

二国間交流事業

持続可能性と倫理の実現に資する情報通信技術の開発と利用に関する日瑞
比較研究 商学部 専任教授 村田 潔 2018/04/01 2021/03/31

【（一社）環境パートナーシップ会議　※経済産業省補助金の補助事業者】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

次世代自動車等の開発加速化に係るシミュレーション基盤構築事業費補助金

次世代自動車等の開発加速化に係るシミュレーション基盤構築に関連した
現象解明研究（自動車用内燃機関技術研究組合との共同研究）

理工学部 専任教授 中別府 修 2019/05/27 2020/02/29

理工学部 専任准教授 相澤 哲哉 2019/05/27 2020/02/29

【（国研）国立国際医療研究センター】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

国際医療研究開発事業

フィリピンにおける持続可能な開発目標（SDGs）の実施における都市の
保健衛生と居住の関係性に関する研究 情報コミュニケーション学部 専任講師 髙橋 華生子 2019/04/01 2020/03/31

【（国研）海上・港湾・航空技術研究所】

研　究　課　題　名
研究者

研究開始日 研究満了日
所　属 職　格 氏　名

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第2期／スマート物流サービス

プロトタイプのデータ基盤構築及び概念実証「日用消費財」 グローバル・ビジネス研究科 専任教授 橋本 雅隆 2020/01/06 2020/08/31

プロトタイプのデータ基盤構築及び概念実証「ドラッグストア・コンビニ等」 グローバル・ビジネス研究科 専任教授 橋本 雅隆 2020/01/06 2020/08/31
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助成事業名 研究課題名
研究担当者 研究期間

所　属 職　格 氏　名 研究開始日 研究満了日

（一財）杉山報公会

2019年度一般財団法人杉山報公会研究助成 カーラクトン酸メチルを模倣した新規ストリゴラク
トン機能制御剤の創出 農学部 専任講師 瀬戸 義哉 2019/04/01 2020/03/31

（一財）司法協会

2019年度研究助成 刑事司法をめぐる立法過程に関するドイツ語圏諸国
との比較法的研究 法学部 専任教授 黒澤 睦 2019/08/01 2021/07/31

（一財）WNI気象文化創造センター

第九回気象文化大賞 携帯式気圧計を用いたモンゴル遊牧民の気象情報リ
テラシー向上に関する研究 商学部 専任教授 森永 由紀 2019/06/08 2020/06/07

（一財）キヤノン財団

研究助成プログラム「理想の追求」 健康な食事を化学物質なしで満足な美味しさに変え
る電気味覚技術 総合数理学部 専任教授 宮下 芳明 2019/04/01 2022/03/31

（一財）新技術振興渡辺記念会
科学技術調査研究助成（平成31年度（2019
年度）上期）

人工知能の軍事技術への導入に関する調査：市民社
会と科学技術政策からの分析 法学部 専任教授 勝田 忠弘 2019/04/01 2020/03/31

（一社）日本内部監査協会

2018年度研究助成 企業内部の意思決定と監視・監査の研究：行動ファ
イナンスの枠組みを用いて 商学部 専任講師 朝岡 大輔 2018/10/01 2021/03/31

（公財）KDDI財団
著書出版助成 『書籍市場の経済分析』の書籍出版 政治経済学部 専任教授 浅井 澄子 2019/02/12 2020/03/31

（公財）人工知能研究振興財団
平成30年度研究助成金 傾聴型カウンセリングAIの研究 総合数理学部 専任准教授 櫻井 義尚 2018/12/03 2021/03/15

（公財）住友財団

2018年度基礎科学研究助成 乳酸応答転写因子による新規ゲノム転写制御ネット
ワークの解明 農学部 専任講師 島田 友裕 2018/11/15 2019/11/30

（公財）セコム科学技術振興財団

平成30年度挑戦的研究助成 生命原理の解明に向けた階層構造を持つモデル実験
系の構築 総合数理学部 専任准教授 末松 信彦 2019/04/01 2020/03/31

（公財）全国解体工事業団体連合会
平成30年度解体工事に係る研究助成金 廃プラスチック類の再資源化に関する研究 理工学部 専任教授 小山 明男 2018/07/01 2019/06/30

（公財）津川モーター研究財団

平成30年度助成金 誘導モータのステータに発生する電磁振動を高精度
かつ効率良く数値解析する技術に関する研究 理工学部 専任講師 齋藤 彰 2019/01/01 2019/12/31

（公財）東急財団
2019年度多摩川およびその流域の環境浄化
に関する基礎研究、応用研究、環境改善計
画のための研究・活動研究助成金

多摩川流域のアブラナ科アブラナ属の地域在来野菜
における遺伝的由来と品種および栽培特性に関わる
研究

農学部 専任准教授 元木 悟 2018/04/01 2020/03/31

（公財）内藤記念科学振興財団

2018年度内藤記念科学奨励金・研究助成 タンパク質翻訳後修飾を標的とした運動機能低下メ
カニズムの解明 農学部 専任講師 乾 雅史 2018/09/01 2020/03/31

（公財）日本証券奨学財団

2018年度研究調査助成 高齢化社会における産業間の労働移動・失業と女性
労働の数値解析的動学一般均衡分析

ガバナンス研
究科 専任教授 加藤 竜太 2018/10/01 2019/09/30

（公財）三菱財団

第49回（平成30年度）三菱財団自然科学
助成

陸上植物の進化の謎に迫る─陸上進出を後押しした
AM菌との共生成立におけるKL信号伝達経路の役割
の解明

農学部 専任講師 瀬戸 義哉 2018/10/01 2019/09/30

第50回（2019年度）三菱財団自然科学研
究助成

ストリゴラクトン受容体の機能改変による植物枝分
かれのテーラーメイド化 農学部 専任講師 瀬戸 義哉 2019/10/01 2020/09/30

第48回（2019年度）三菱財団人文科学研
究助成（大型連携研究助成） ヒトのこころの性の多様性とその修飾因子の解明 文学部 専任准教授 佐々木 掌子 2019/10/01 2020/09/30

ॿڀݚ
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（公財）高橋産業経済研究財団

平成31年度助成 脳卒中患者の在宅ニューロリハビリテーション支援
システムの開発 理工学部 専任教授 小野 弓絵 2019/04/01 2020/03/31

平成31年度助成 折紙の数理を用いたコア構造の剛性と自己展開性能
に関する研究 理工学部 専任准教授 石田 祥子 2019/04/01 2020/03/31

（公財）飯島藤十郎記念食品科学振興財団

2018年度学術研究助成 NX型トリコテセン類の生産に寄与するトリコテセン
水酸化酵素TRI1の機能とかび毒生合成に関する研究 農学部 助教 前田 一行 2019/04/01 2020/03/31

（公財）市村清新技術財団

地球環境研究助成 インドネシアにおけるCCS実施法の社会実装に関す
る研究 法学部 専任教授 柳 憲一郎 2019/04/01 2021/03/31

（公財）科学技術融合振興財団

調査研究 スピーチや話芸を対象としたVRロールプレイング
システムの教育応用の研究 総合数理学部 専任教授 福地 健太郎 2019/12/17 2022/03/31

（公財）加藤記念バイオサイエンス振興財団

第30回加藤記念研究助成 根寄生植物による超高感度ストリゴラクトン認識メ
カニズムの解明 農学部 専任講師 瀬戸 義哉 2019/04/01 2021/03/31

（公財）里見奨学会
里見賞表彰 組織再生における細胞間相互作用 理工学部 専任准教授 本田 みちよ 2019/09/01 2020/08/31

（公財）生命保険文化センター

生命保険文化センター学術振興事業 インデックスの導入が保険市場に与える影響の理論
的考察─新しい保険料算出原理の提案─ 商学部 専任准教授 藤井 陽一朗 2019/04/01 2020/03/31

（公財）損害保険事業総合研究所
損害保険研究費助成 損害保険における保険事故招致 法学部 専任講師 陳 亮 2019/11/01 2020/10/31

損害保険研究費助成 消費者の保険知識の水準と決定要因 商学部 専任准教授 浅井 義裕 2019/11/01 2020/10/31

（公財）武田科学振興財団

2019年度ライフサイエンス研究助成 植物成長制御物質ストリゴラクトンを認識する加水
分解酵素型受容体の機能改変 農学部 専任講師 瀬戸 義哉 2019/10/01 2022/03/31

（公財）電気通信普及財団

研究調査助成 オンライン上におけるゲーム実験環境の開発（延長） 情報コミュニ
ケーション学部 専任講師 後藤 晶 2019/04/01 2020/03/31

（公財）日立財団

2019年度（第51回）倉田奨励金 高度科学技術社会における「安全と権利自由の両立」
─治安機関に対する民主的統制制度の研究

ガバナンス研
究科 特任教授 小林 良樹 2020/03/18 2021/03/31

（公財）山田科学振興財団
2019年度（公財）山田科学振興財団研究援
助金

加水分解酵素型受容体HTL経路で働く新規植物ホル
モンに関する研究 農学部 専任講師 瀬戸 義哉 2019/10/01 2021/03/31

（公財）ロッテ財団
2019年度奨励研究助成 シグナル分子としての乳酸の新規な役割 農学部 専任講師 島田 友裕 2019/04/01 2020/03/31

（公財）中山隼雄科学技術文化財団

助成研究B 柴野拓美関係文書の調査による日本SFコミュニ
ティ形成過程の研究 総合数理学部 専任教授 福地 健太郎 2020/03/01 2021/02/28

（公社）全国解体工事業団体連合会

解体工事に係る研究助成金 建材の廃棄物処理およびその環境影響評価に関する
調査研究 理工学部 専任教授 小山 明男 2019/07/01 2020/06/30

（公財）フジクラ財団

研究助成 蓄熱機能を有する熱輸送媒体の伝熱機構に関する研
究 理工学部 専任教授 川南 剛 2019/04/01 2021/03/31

日本私立学校振興・共済事業団

2019年度若手・女性研究者奨励金 資本コストをベンチマークとした利益マネジメント
─趨勢変動する資本コストを用いた実証分析─ 経営学部 専任講師 平屋 伸洋 2019/04/01 2020/03/31
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　Պ学研究අॿ成ࣄ業ʢ学術研究ॿ成基金ॿ成金ʗՊ学研究අิॿ金ʣ
は、人จɾࣾ会Պ学からࣗવՊ学までશてのにΘたΓ、基ૅからԠ
༻までのあらΏる「学術研究」ʢ研究ऀのࣗ༝ͳൃに基ͮ͘研究ʣを֨
ஈにൃలさͤることをతとする「ڝ૪త研究ࢿ金」であΓ、ϐΞɾϨ
ϏϡʔにΑる৹ࠪを経て、ಠతɾઌۦతͳ研究に対するॿ成を͏ߦも
のです。

   Grants-in-Aid for Scientific Research are competitive funds that are 

intended to significantly develop all scientific research (research based 

on the free ideas of the researcher), from basic to applied research in all 

fields, ranging from the humanities and the social sciences to the natural 

sciences. The grants provide financial support for creative and pioneering 

research projects that will become the foundation of social development. 

The research projects are selected using a peer-review screening process 

(screening by multiple researchers whose field of specialization is close to 

that of the applicant).

【2019年度　科学研究費助成事業採択者一覧】

事業名 氏　名 所　属 職　格 交付決定額 
（単位：千円） 研　究　課　題　名

総件数：344 総　計 742,610

新学術領域研究（研究領域提案型）　件数：6 合　計 63,720

新学術領域研究（研究領
域提案型）（計画研究） 秋山 正和 研究・知財戦略機構 特任准教授 11,050 3次元形態を表現する数学的基盤の構築

新学術領域研究（研究領
域提案型）（計画研究） 若野 友一郎 総合数理学部 専任教授 25,370 人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の現象数理学的モデル構築

新学術領域研究（研究領
域提案型）（公募研究） 新名 良介 理工学部 専任准教授 5,200 高速2次元測温法から探る核マントル物質の融解現象

新学術領域研究（研究領
域提案型）（公募研究） 田原 一邦 理工学部 専任准教授 1,950 固液界面における分子の自己集合による高次構造形成と機能

新学術領域研究（研究領
域提案型）（公募研究） 矢野 健太郎 農学部 専任教授 4,290 植物オミックス・知識情報の統合解析による新種誕生の機構解明とデータベース構築

新学術領域研究（研究領
域提案型）（計画研究） 吉本 光希 農学部 専任准教授 15,860 様々なタイプのオートファジーによる植物の高次機能発現

基盤研究（A）　件数：9 合　計 66,950

基盤研究（A） 髙倉 成男 法務研究科 専任教授 7,150 知的財産権と憲法的価値

基盤研究（A） 石井 知章 商学部 専任教授 4,680 中国における習近平時代の労働社会――労働運動をめぐる法・政治・経済体制のゆくえ

基盤研究（A） 俣野 博 研究・知財戦略機構 特任教授 5,070 非線形偏微分方程式の定性的理論と特異性の研究

基盤研究（A） 吉村 武彦 文学部 名誉教授 9,490 日本墨書土器データベースの全国的達成

基盤研究（A） 村山 眞維 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,560 法専門職の階層分化と弁護士イメージの変容

基盤研究（A） 太田 勝造 法学部 専任教授 10,660 法的判断の構造とモデル化の探求：AIはリーガル・マインドを持てるか？

基盤研究（A） 江島 晶子 法学部 専任教授 7,800 憲法および人権条約を接合する多元的・非階層的・循環的人権システム理論の可能性

基盤研究（A） 菊池 浩明 総合数理学部 専任教授 8,320 オープンな評価コンテストによる匿名加工アルゴリズムとリスク評価の研究

基盤研究（A） 阿部 芳郎 文学部 専任教授 12,220 日本列島における製塩技術史の解明

基盤研究（B）　件数：49 合　計 242,830

基盤研究（B） 福満 正博 経営学部 専任教授 1,690 中国伝統演劇・芸能文化の域内・域外における、成立と伝播・変容に関する総合的研究

基盤研究（B） 青井 哲人 理工学部 専任教授 2,600 台湾都市史の再構築のための基盤的研究：都市の移植・土着化・産業化の視座から

基盤研究（B） 田中 ひかる 法学部 専任教授 3,250 近現代社会運動の国境を越えた相互作用に関する思想史的研究

基盤研究（B） 陶安 あんど 法学部 専任教授 3,380 最新史料に見る秦・漢法制の変革と帝制中国の成立

基盤研究（B） 水野 博子 文学部 専任教授 3,560 青いウィーンにみる「最底辺」社会層の生活史―「下」からのグローバルヒストリー研究

基盤研究（B） 佐々木 憲一 文学部 専任教授 650 風土記と古墳からみた常陸7世紀史の研究

基盤研究（B） 中西 晶 経営学部 専任教授 2,470 日本企業の高信頼性組織化：組織的視点からの安全とセキュリティの追求

基盤研究（B） 野村 新一 理工学部 専任准教授 1,950 高温超電導線材の機械的ひずみ効果の評価法とコイル化技術に関する基礎研究

基盤研究（B） 田中 博和 農学部 専任准教授 2,990 植物のクチクラ形成の空間的制御機構の研究

基盤研究（B） 横山 大作 理工学部 専任准教授 4,290 複数の評価手法を利用可能な大規模分散モンテカルロ木探索

基盤研究（B） 石川 幹人 情報コミュニケーション学部 専任教授 3,510 疑似科学に関する議論を媒介にした科学リテラシー教育のプラットフォーム構築の研究

基盤研究（B） 須田 努 情報コミュニケーション学部 専任教授 3,510 社会変容と民衆暴力

基盤研究（B） 荒又 美陽 文学部 専任教授 3,380 ポスト成長期のオリンピックに関する地理学的研究―メガイベントを通じた都市変容分析
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事業名 氏　名 所　属 職　格 交付決定額 
（単位：千円） 研　究　課　題　名

基盤研究（B） 松村 良之 研究・知財戦略機構 研究推進員 8,320 裁判員裁判と法の素朴理論

基盤研究（B） 国友 直人 政治経済学部 特任教授 2,990 新しい時系列計量分析の理論と応用：点過程アプローチ

基盤研究（B） 富野 貴弘 商学部 専任教授 5,590 グローバル市場に適応するためのエンジニアリングおよびサプライチェーンに関する研究

基盤研究（B） 竹村 正明 商学部 専任教授 6,110 エコノミックガーデニングを用いた中小企業振興政策の方法論的転換に関する実証研究

基盤研究（B） 井上 崇通 商学部 専任教授 2,860 顧客エンゲージメントによる価値共創モデルの解明

基盤研究（B） 山本 俊哉 理工学部 専任教授 4,550 被災者の主体性と専門家の関与に着目した東日本大震災の復興事業のプロセスの検証

基盤研究（B） 藤栄 剛 農学部 専任准教授 5,070 わが国農業・農村のダイナミズムと政策評価：ミクロデータによる実証研究

基盤研究（B） 倉本 宣 農学部 専任教授 5,200 ポテンシャルに対応した多摩川河川敷の目標とする自然の変化と合意形成

基盤研究（B） 柳 憲一郎 法学部 専任教授 3,900 アジア太平洋地域における地域・特性に適したCCS包括的法規制の構築に関する研究

基盤研究（B） 中川 秀一 商学部 専任教授 2,300 集団的林野経営の地域的機能分析と地域振興政策への応用可能性に関する研究

基盤研究（B） 岡部 卓 ガバナンス研究科 専任教授 4,270 生活保護・生活困窮者自立支援・関連施策による「包摂型社会」構築に向けた研究

基盤研究（B） 賀来 華江 農学部 専任教授 3,380 CERK1共受容体を介する植物防御と共生応答機構の解明

基盤研究（B） 北川 源四郎 研究・知財戦略機構 研究推進員 3,640 多変量季節調整法の研究・開発

基盤研究（B） 加藤 和夫 理工学部 専任教授 7,410 無侵襲温度計測機能を有する非接触型立体共振器アプリケータの開発

基盤研究（B） 島田 和高 研究・知財戦略機構 専任職員 12,870 最終氷期における中部高地の景観変遷と黒曜石資源開発をめぐる人間―環境相互作用

基盤研究（B） 佐久間 寛 政治経済学部 専任講師 4,290 負債の動態をめぐる比較民族誌的研究：アジア・アフリカ・オセアニア農村社会を中心に

基盤研究（B） 李 英美 商学部 専任教授 5,070 東アジア近代法学・関連諸科学ネットワークと人材育成

基盤研究（B） 鈴木 賢 法学部 専任教授 4,680 中国の権威主義体制下における法の役割と限界についての比較研究

基盤研究（B） 出見世 信之 商学部 専任教授 2,860 企業不祥事防止のマネジメント―風通しの良い組織風土の解明―

基盤研究（B） 寺田 良一 文学部 専任教授 2,990 環境リスクの認知と問題構築における環境正義・公正性の社会学的な国際比較研究

基盤研究（B） 上野 佳奈子 理工学部 専任教授 5,200 発達障害児童・生徒の感覚特性の理解に基づく教室の音環境整備に向けた研究

基盤研究（B） 矢崎 成俊 理工学部 専任教授 3,900 燃焼前線および火災旋風の動く曲線を用いた追跡法の確立

基盤研究（B） 鈴木 秀彦 理工学部 専任准教授 8,190 衛星―航空機―気球―地上連携観測による中緯度帯における夜光雲発生メカニズムの解明

基盤研究（B） 新名 良介 理工学部 専任准教授 12,090 高圧実験と地球化学の複合アプローチから地球深部酸化還元状態進化を探る

基盤研究（B） 田村 誠邦 研究・知財戦略機構 特任教授 4,160 縮小社会における総合的・中長期的な空き家対策に向けた実証的研究

基盤研究（B） 岩瀬 顕秀 理工学部 専任准教授 5,200 高効率な人工光合成を目指した半導体光触媒および光触媒系の設計

基盤研究（B） 石丸 喜朗 農学部 専任准教授 9,490 2型自然免疫における小腸刷子細胞受容体の機能解明と食品への応用展開

基盤研究（B） 竹中 麻子 農学部 専任教授 4,680 リポタンパク質取り込みによる新たな脂肪肝生成機構

基盤研究（B） 小田切 徳美 農学部 専任教授 7,020 「田園回帰」の社会経済的総合分析

基盤研究（B） 服部 俊宏 農学部 専任准教授 4,290 大規模災害へのレジリエンスを考慮した臨海農業集落の存続可能性評価軸の創成

基盤研究（B） 小野 弓絵 理工学部 専任教授 8,580 重度手指麻痺患者の機能回復を促すマルチモーダル・ニューロリハビリテーションの創生

基盤研究（B） 一之瀬 真志 経営学部 専任教授 9,360 運動開始時の迅速な活動筋血流反応とトレーニング効果の解明：拡散相関分光法を用いて

基盤研究（B） 小澤 隆太 理工学部 専任教授 7,150 筋電位の時空間情報に基づく運動推定法の開発とその応用

基盤研究（B） 横田 貴之 情報コミュニケーション学部 専任准教授 5,070 現代中東における政治と宗教―「アラブの春」以降のムスリム同胞団を事例に

基盤研究（B） 藤本 由香里 国際日本学部 専任教授 4,680 BL等の表現の国際的な広がりと、各国での現実のLGBTとの社会的関係の国際比較

基盤研究（B）特設分野 髙倉 成男 法務研究科 専任教授 8,190 農業と知的財産

若手研究（A）　件数：2 合　計 4,810

若手研究（A） 森勢 将雅 総合数理学部 専任准教授 1,950 音声処理技術を活用した好感度を改善する発話訓練支援システムの研究

若手研究（A） 田原 一邦 理工学部 専任准教授 2,860 グラフェンの周期的化学修飾と機能開拓

研究活動スタート支援　件数：5 合　計 6,760

研究活動スタート支援 藤川 真由 大学院 特任講師 1,040 天正少年使節と慶長遣欧使節の関連性とニュースとしての版画制作

研究活動スタート支援 水野 真紀子 理工学部 専任講師 1,430 日本語の文字使用における創造性に関する認知記号論的研究

研究活動スタート支援 水倉 亮 国際連携機構 特任講師 1,430 日本人英語教員のトランスリンガルアイデンティティの確立過程と教育的意義について

研究活動スタート支援 鎌田 慎 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,430 マイクロ流路熱センサによる微小液滴のリアルタイムモニタリングに関する研究

研究活動スタート支援 浴野 泰甫 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,430 マツノザイセンチュウにおける寄生性関連形質の進化プロセスとそのメカニズムの解明

学術図書　件数：1 合　計 1,400

学術図書 小林 秀行 情報コミュニケーション学部 専任講師 1,400 初動期大規模災害復興の実証的研究――緊急コミュニティの創設と復興合意形成

特別研究員奨励費　件数：20 合　計 16,320

特別研究員奨励費 横川 凌 理工学研究科 特別研究員（DC1） 100 ラマン分光オペランド測定による極微細熱電発電Siナノワイヤデバイスの熱伝導率評価

特別研究員奨励費 菱沼 和弘 理工学研究科 特別研究員（DC1） 900 難解複雑な制約を伴う非平滑準凸最適化への高効率高速算法《不動点理論に基づく解決》

特別研究員奨励費 戸田 安香 研究・知財戦略機構 特別研究員（PD） 1,300 新規小腸栄養素センサー候補分子の機能解明

特別研究員奨励費 木村 美紀 文学研究科 特別研究員（DC2） 900 文芸研究に対する計量文体論の手法を用いた定量的研究

特別研究員奨励費 丹治 寛樹 理工学研究科 特別研究員（DC2） 700 実環境の音声信号に適した統計モデリングおよび最適化アルゴリズムの開発

特別研究員奨励費 田中 里奈 国際日本学研究科 特別研究員（DC2） 700 〈ヴィーン・ミュージカル〉の国際的展開―オーストリアと日本の関係を例に―

特別研究員奨励費 日浅 優 経営学研究科 特別研究員（DC2） 1,000 目標の相互依存性の理解が従業員同士の信頼をとおして財務業績に与える影響

特別研究員奨励費 日比野 祐介 理工学研究科 特別研究員（DC1） 700 有機気相成長法による単結晶遷移金属ダイカルコゲナイド混晶作製および電子構造の解明

特別研究員奨励費 女屋 崇 理工学研究科 特別研究員（DC1） 700 原子層堆積法による新規超薄膜HfxZr1-xO2強誘電体の3次元構造デバイス応用

特別研究員奨励費 豊崎 仁美 経営学研究科 特別研究員（DC1） 900 固定収益会計による財務業績改善メカニズム

特別研究員奨励費 松井 久 研究・知財戦略機構 特別研究員（PD） 1,040 十九世紀前半のフランス生命科学における環境概念

特別研究員奨励費 藤原 誠 研究・知財戦略機構 特別研究員（PD） 1,430 形式論理による構成的推論の特徴付け

特別研究員奨励費 村上 庸人 農学研究科 特別研究員（DC2） 900 コラーゲン架橋構造ピリジノリンの受容体RAGEを介した新たな生理作用に関する研究

特別研究員奨励費 中野 由宇稀 理工学研究科 特別研究員（DC2） 500 LED光源を用いた考古遺物に含まれる顔料・染料の定性方法の開発

特別研究員奨励費 牧 杏奈 政治経済学研究科 特別研究員（DC2） 1,100 「インド民主主義」における包摂と排除―インド政治学とサバルタンの視座の比較―

特別研究員奨励費 高波 紳太郎 文学研究科 特別研究員（DC1） 500 日本列島における溶結凝灰岩台地の侵食史の復元

特別研究員奨励費 大木 美南 文学研究科 特別研究員（DC1） 500 縄文時代における植物資源利用の地域性と資源管理に関する研究

特別研究員奨励費 児玉 麻衣子 経営学研究科 特別研究員（DC1） 1,100 ホスピタリティ産業における管理会計―顧客志向の融合型管理会計―
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事業名 氏　名 所　属 職　格 交付決定額 
（単位：千円） 研　究　課　題　名

特別研究員奨励費 宮田 佳奈 農学部 特別研究員（RPD） 650 植物の防御応答と共生応答を選択的に起動するメカニズムの探索

特別研究員奨励費（外国人） 相澤 守 理工学部 専任教授 700 抗菌性と骨形成能を併せ持つ人工骨開発のための新規感染モデルの構築

基盤研究（C）　件数：190 合　計 231,790

基盤研究（C） 佐野 正博 経営学部 専任教授 780 原子力の社会的利用をめぐる推進論と批判論の歴史的展開

基盤研究（C） 高馬 京子 情報コミュニケーション学部 専任准教授 780 フランスとリトアニアにおける社会規範としての女性性形成の比較研究

基盤研究（C） 岡本 和子 文学部 専任教授 650 近代ドイツ文学における都市ベルリンの記述可能性

基盤研究（C） 田島 優 法学部 専任教授 780 発想法による挨拶表現の歴史的変遷と地理的分布の総合的研究

基盤研究（C） 松崎 武志 政治経済学部 特任准教授 455 外国語指導でFormulaic Sequencesを暗唱させる学習効果の研究

基盤研究（C） 服部 一隆 研究・知財戦略機構 研究推進員 650 大宝令の独自性からみた慣習法の研究

基盤研究（C） 鈴木 研一 経営学部 専任教授 910 固定収益会計による利益安定性メカニズムの解明―導入前と導入後の時系列分析―

基盤研究（C） 林 幸克 文学部 専任教授 650 高等学校と警察が連携して行うボランティア活動の効果に関する実証的研究

基盤研究（C） 後藤 四郎 研究・知財戦略機構 研究推進員 910 イデアルと加群のRees代数のalmost Gorenstein性解析

基盤研究（C） 鈴木 正明 総合数理学部 専任教授 780 結び目群間の全射準同型の存在決定と幾何的解釈に関する研究

基盤研究（C） 熊野 照久 理工学部 専任教授 260 2020年代の我が国を想定した統合型需給運用・制御ルールの提案

基盤研究（C） 笹尾 勤 理工学部 専任教授 325 インデックス生成関数の分解に関する研究

基盤研究（C） 佐々木 由香 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,170 日韓新石器時代における鱗茎利用の時空間的変遷の解明

基盤研究（C） 駒見 和夫 文学部 専任教授 1,170 博物館による特別支援学校と連携したインクルーシブ教育システム構築の実践的研究

基盤研究（C） 井上 全人 理工学部 専任准教授 1,430 MOTTAINAIを具現化する製品ライフサイクル設計支援システム

基盤研究（C） 本田 みちよ 理工学部 専任准教授 1,170 新規融合プロセスを用いた血管ネットワークを有する三次元硬組織の構築

基盤研究（C） 富永 孝紀 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,170 脳卒中患者に対するVR技術を用いたトレッドミル歩行の効果と回復メカニズムの解明

基盤研究（C） 波照間 永子 情報コミュニケーション学部 専任准教授 1,040 東アジアにおける舞踊の再創造と伝承 －琉球・韓国・中国・台湾の舞踊技法－

基盤研究（C） 越門 勝彦 法学部 専任准教授 780 20世紀哲学における〈欲望〉概念の解明とその実践的意義についての考察

基盤研究（C） 合田 正人 文学部 専任教授 650 死せる哲学者シャルル・ルヌヴィエからのフランス近現代哲学史再編

基盤研究（C） 南後 由和 情報コミュニケーション学部 専任准教授 1,040 アンリ・ルフェーヴルとシチュアシオニストを軸とした建築の無名性に関する研究

基盤研究（C） 金 任仲 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,170 奈良仏教を中心とした東アジア文化交流に関する研究―渡来僧の活動と実態解明―

基盤研究（C） 牧野 淳司 文学部 専任教授 1,300 中世唱導資料の多角的研究

基盤研究（C） 松原 陽子 商学部 専任准教授 910 プルーストのテクストにおける引用

基盤研究（C） 福間 具子 文学部 専任教授 1,300 ＜第二世代＞のホロコースト文学研究－1980年以降のドイツ・オーストリアを中心に

基盤研究（C） 大矢 政徳 国際日本学部 専任准教授 260 日英語対訳コーパスからの統語的不一致情報抽出とその活用

基盤研究（C） 石黒 太郎 商学部 専任教授 650 古英語韻文の不変化詞の相関用法：時を表す不変化詞を中心として

基盤研究（C） 河野 円 総合数理学部 専任教授 780 EAP教育の開発とその評価―バイリンガリズム理論におけるCALP発達の観点から

基盤研究（C） 廣森 友人 国際日本学部 専任教授 1,170 自律した英語学習者の統合的理解に基づいた学習支援とその有効性検証

基盤研究（C） 佐良木 昌 研究・知財戦略機構 研究推進員 910 高度翻訳知識に基づく高品質言語サービスの研究

基盤研究（C） 中井 真木 大学院 特任講師 520 12･13世紀の装束書の特質と後世におけるその受容

基盤研究（C） 鈴木 直美 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,300 中国古代における 家族と「移動」の多角的研究─静態的家族観からの脱却をめざして─

基盤研究（C） 石黒 ひさ子 研究・知財戦略機構 研究推進員 780 東アジア出墨書陶磁器の総合的分類と分析

基盤研究（C） 豊川 浩一 文学部 専任教授 1,430 近世ロシア帝国に生きた民族の軌跡と記憶についての研究

基盤研究（C） 青谷 秀紀 文学部 専任准教授 1,560 中世後期ヨーロッパ世界と贖罪・規律・権力

基盤研究（C） 須賀 博子 研究・知財戦略機構 研究推進員 910 縄文時代後半期の適応形態の複合的変化とその小地域的展開の研究

基盤研究（C） 堤 隆 研究・知財戦略機構 研究推進員 650 神子柴系石器群の生成とその性格をめぐる研究

基盤研究（C） 中澤 高志 経営学部 専任教授 910 横浜スカーフ産地における女性労働の地誌学―地場産業研究の新展開をめざして

基盤研究（C） 碇 陽子 政治経済学部 専任講師 1,300 人類学における不確実性をめぐる理論的視座の再構築

基盤研究（C） 今村 哲也 情報コミュニケーション学部 専任教授 1,170 ICT活用教育におけるコンテンツ利用をめぐる法的課題に関する総合的研究

基盤研究（C） 西出 順郎 ガバナンス研究科 専任教授 2,080 応援職員の研究

基盤研究（C） 島田 剛 情報コミュニケーション学部 専任准教授 1,300 国際協力によるカイゼン支援の社会的なインパクトに関する研究

基盤研究（C） 川嶋 周一 政治経済学部 専任教授 1,300 二〇世紀最初期における、欧州統合を用意した世界認識・国際秩序観・世界連邦論の解明

基盤研究（C） 平口 良司 政治経済学部 専任教授 520 保有資産に異質性がある社会における最適金融政策の研究

基盤研究（C） 山田 知明 商学部 専任教授 780 動学的一般均衡モデルを用いた経済格差と財政・金融政策に関する定量分析

基盤研究（C） 藤井 陽一朗 商学部 専任准教授 1,560 多属性後悔理論の構築と実験による妥当性の研究 

基盤研究（C） 山内 勇 情報コミュニケーション学部 専任准教授 650 特許制度と実用新案制度のイノベーション促進効果：制度間の補完・代替関係

基盤研究（C） 浅井 義裕 商学部 専任准教授 1,170 中小企業金融における生命保険の役割―ファイナンス理論に基づく実証的検証―

基盤研究（C） 風間 信隆 商学部 専任教授 650 利害多元的企業統治モデルと労使関係

基盤研究（C） 西 剛広 商学部 専任准教授 1,040 The e�ect of corporate governance on R&D projects and innovation

基盤研究（C） 奥山 雅之 政治経済学部 専任准教授 130 中小企業によるグローカルビジネスのマネジメント手法に関する実証研究

基盤研究（C） 原 頼利 商学部 専任教授 1,040 流通チャネルにおける企業間適応に関する包括的分析モデルの構築と実証分析

基盤研究（C） 福田 康典 商学部 専任教授 780 価値共創の文脈で行われるマーケティング・リサーチの倫理的問題に関する研究

基盤研究（C） 山本 昌弘 商学部 専任教授 780 企業の組織的財務意思決定プロセスとしての資本投資とM&Aの統合研究

基盤研究（C） 山口 不二夫 グローバル・ビジネス研究科 専任教授 650 英東インド会社の没落とジャーディンマテソン商会勃興の会計史と財務分析からの研究

基盤研究（C） 伊藤 貴昭 文学部 専任准教授 390 説明者の理解モニタリングの正確性が説明内容に及ぼす影響

基盤研究（C） 伊藤 直樹 文学部 専任教授 390 東アジアにおける学生相談と学生相談カウンセラーの専門性養成に関する研究

基盤研究（C） 大高 研道 政治経済学部 専任教授 1,170 協同労働概念の再検討を基盤としたインクルージョン学習の理論的･実証的研究

基盤研究（C） 藤井 剛 文学部 特任教授 1,430 現職教員と連携した「主権者教育」教材作成プログラム

基盤研究（C） 上田 修 研究・知財戦略機構　 客員教授 1,430 近赤外光励起THz波送受信素子向け低温成長GaAs系混晶半導体の欠陥の評価と制御

基盤研究（C） 長友 康行 理工学部 専任教授 1,560 ゲージ理論による調和写像の研究

基盤研究（C） 今野 宏 理工学部 専任教授 650 ラグランジュ平均曲率流とシンプレクティック幾何

基盤研究（C） 小川 知之 総合数理学部 専任教授 1,690 多重安定振動系の制御と数理
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基盤研究（C） 立川 真樹 理工学部 専任教授 650 誘電体微粒子の単色熱放射

基盤研究（C） Snyder Glen 研究・知財戦略機構 研究推進員 910 Do microcrystalline dolomite inclusions provide fossil evidence for the onset of gas hydrate forma-
tion?: Isotopic and biogeochemical investigations of methane hydrate in Joetsu Basin, Sea of Japan.

基盤研究（C） 舘野 寿丈 理工学部 専任教授 520 積層造形に向けた高精度・高強度なセルロースナノファイバー構造物の設計製作法

基盤研究（C） 中別府 修 理工学部 専任教授 1,560 単一個体の活動性を調べるナノワットバイオカロリメータの開発

基盤研究（C） 小林 正人 理工学部 専任教授 910 長周期地震動に対する免震建物の構造計算法―応答スペクトル法の再構築―

基盤研究（C） 長田 恭一 農学部 専任教授 1,170 外因性コレステロール酸化物の生体内移行特異性、代謝及び炎症作用とその予防策の追究

基盤研究（C） 市田 知子 農学部 専任教授 260 環境保全型農業の社会的要因と普及方法の解明

基盤研究（C） 早川 佐知子 経営学部 専任講師 650 多様な雇用形態の看護師の活用に関する分析―専門化とモジュール化を焦点に 

基盤研究（C） 長屋 昌樹 研究・知財戦略機構 特任教授 910 ヒト型糖尿病ブタモデルの作出とガラス化凍結保存膵島細胞シートの移植後の検証

基盤研究（C） 中野 正昭 文学部 兼任講師 910 近代演劇としての商業演劇の機能と展開に関する研究―軽演劇とその興行を中心に―

基盤研究（C） 虎岩 直子 政治経済学部 専任教授 910 「共生」を目指して伸長する文化表象間の「借用」「反復」のネットワーク

基盤研究（C） 狩野 晃一 農学部 専任講師 780 『ロバート・グロスターの年代記』現存写本研究：よりよい原典批判のために

基盤研究（C） 石井 透 文学部 専任教授 1,040 生成文法における局所性条件に関するパラメータの理論的および実証的研究

基盤研究（C） 尾関 直子 国際日本学部 専任教授 650 スピーキング力発達に寄与する外的・内的要因の研究

基盤研究（C） 江川 式部 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,170 祭祀儀礼からみた唐代の藩鎮と地方社会の研究

基盤研究（C） 小松原 ゆり 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,300 19世紀における清・チベット・ネパールの政治的関係の研究

基盤研究（C） 兼子 歩 政治経済学部 専任講師 1,430 環太平洋地域マイノリティ史から問い直すアメリカ史

基盤研究（C） 中村 由克 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,040 高精度の石材鑑定に基づく後期旧石器時代前半期における人類移動についての研究

基盤研究（C） 高橋 満 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,430 霞ヶ浦沿岸における縄文時代土器製塩史復元のための基礎的研究

基盤研究（C） 眞島 英壽 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,300 先史人類動態解明の鍵としての黒曜石分析

基盤研究（C） 飯嶋 曜子 政治経済学部 専任准教授 1,040 ヨーロッパにおけるボトムアップ型農村開発の領域性とガバナンスに関する地理学的研究

基盤研究（C） 辻 雄一郎 法学部 専任准教授 1,430 トランプ政権下の気候変動対策とカリフォルニア州の動向

基盤研究（C） 大野 雅人 グローバル・ビジネス研究科 専任教授 650 租税回避対抗策の国際的な進展と納税者の権利保護に関する研究

基盤研究（C） 松原 有里 商学部 専任教授 1,560 移転価格税制の今後―無形資産とリスクの評価―

基盤研究（C） 佐藤 智恵 法学部 専任准教授 1,430 既存の海洋法秩序への挑戦―国家管轄権外区域における海洋環境の保護

基盤研究（C） 西川 伸一 政治経済学部 専任教授 1,430 戦前期日本の軍法務をめぐる実証研究─陸軍法務官・堀木常助を中心として

基盤研究（C） 宮杉 浩泰 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,430 軍部優位下における昭和戦前・戦中期日本外交の再検討

基盤研究（C） 伊藤 剛 政治経済学部 専任教授 910 「自由主義」・「保護主義」逆転時代の米中関係－米中戦略経済対話に焦点を当てて

基盤研究（C） 山村 能郎 グローバル・ビジネス研究科 専任教授 1,300 不動産市場のビジネスサイクルに関する研究

基盤研究（C） 海老名 剛 商学部 専任准教授 1,170 将来の経済状況を考慮した企業の合併・イノベーション戦略と競争政策

基盤研究（C） 伊藤 隆康 商学部 専任教授 1,430 マイナス金利政策が日本の市場金利に与えた影響に関する実証分析

基盤研究（C） 歌代 豊 経営学部 専任教授 1,040 IoT－ビッグデータ－AI時代の企業戦略―組織能力～戦略～企業間関係の統合分析―

基盤研究（C） 萩原 統宏 商学部 専任教授 1,300 ダイバーシティ経営と企業業績との因果関係の再考察を通じたより有効な経営政策の提言

基盤研究（C） 諸上 茂登 商学部 専任教授 1,300 多国籍企業における国際マーケティング・ケイパビリティの理論的・実証的研究

基盤研究（C） 遠藤 公嗣 経営学部 専任教授 1,690 同一価値労働同一賃金に特有な職務評価の発展と普及の研究

基盤研究（C） 高橋 正泰 経営学部 専任教授 1,170 「ブラック企業」問題とこれからの企業経営―新たな日本的経営の模索―

基盤研究（C） 鍾 家新 政治経済学部 専任教授 1,040 ＜老年期の中国残留孤児＞の孤独の実態と原因に関する研究

基盤研究（C） 中島 満大 政治経済学部 専任講師 1,170 忘れられた地域性データの二次分析 ―人口・家族・村落に関するフレームワークの構築

基盤研究（C） 加藤 尚子 文学部 専任教授 520 トラウマインフォームドケアの観点による養育者チームと組織の形成方法に関する研究

基盤研究（C） 濱田 祥子 文学部 専任准教授 1,430 青少年のSNS依存の心理的メカニズムの解明と心理社会的影響の検討

基盤研究（C） 藏野 和彦 理工学部 専任教授 1,430 モノミアル曲線の定義イデアルのシンボリックリース環の有限生成性について

基盤研究（C） 松岡 直之 理工学部 専任准教授 1,430 概Gorenstein環論の形成と発展

基盤研究（C） 篠田 淳一 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,820 実物モデルのコンパクトな保存を可能とする折紙式プリンターの開発

基盤研究（C） 小谷 斉之 理工学部 助教 1,430 CMG荷重移動装置を利用した無人二輪ロボットのハイモビリティ制御

基盤研究（C） 福山 良和 総合数理学部 専任教授 2,080 自動調整型Correntropyによる電力負荷予測手法の再構築

基盤研究（C） 岩堀 豊 理工学部 専任教授 1,430 CFRP積層板の組継接着接合に関する研究

基盤研究（C） 永井 一清 理工学部 専任教授 1,430 弦鳴楽器ハープ形状革新的水素分子ふるい分離膜の創製と新規分離機構の解明

基盤研究（C） 吉村 英恭 理工学部 専任教授 1,170 タンパク質に内包された単結晶酸化物ナノ粒子の物性と応用研究

基盤研究（C） 廣政 幸生 農学部 専任教授 1,430 農村におけるwell-beingと農業効率化の関連性に関する実証分析

基盤研究（C） 元木 悟 農学部 専任准教授 1,560 機能性成分や生育阻害活性の網羅的分析によるアスパラガス未利用部位の利用価値の創出

基盤研究（C） 紀藤 圭治 農学部 専任准教授 1,560 細胞老化におけるタンパク質不均等分配の網羅的解析とその役割の解明

基盤研究（C） 長尾 進 国際日本学部 専任教授 1,430 術語「budo」の示す意味内容・概念の研究：武道研究国際化における再定義と発信

基盤研究（C） 玉木 久夫 理工学部 専任教授 1,430 固定パラメータ容易な前処理を用いた組み合わせ列挙

基盤研究（C） 飯塚 秀明 理工学部 専任教授 1,040 確率的不動点最適化アルゴリズムとアンサンブル学習への応用

基盤研究（C） 齋藤 孝道 理工学部 専任教授 1,560 モバイルにおけるブラウザ追跡技術の実用化に関する研究

基盤研究（C） 小林 稔 総合数理学部 専任教授 1,040 非対称な参加環境によるテレコミュニケーションの円滑化方法の研究

基盤研究（C） 林 陽一 理工学部 専任教授 1,560 ディープラーニングから得た特徴抽出画像のルール表現・透明化に関する研究

基盤研究（C） 森岡 一幸 総合数理学部 専任教授 1,430 広域環境地図生成のためのブロックチェーンを用いた複数ロボット間データ共有システム

基盤研究（C） 池田 有理 理工学部 専任准教授 1,040 膜タンパク質の段階的な細胞内局在化機構の解明と細胞内局在化経路予測法の確立

基盤研究（C） 勝田 忠広 法学部 専任教授 650 福島第一原発事故後の新安全目標─過去・現在の分析と将来の望ましい目標─

基盤研究（C） 志野 好伸 文学部 専任教授 1,690 戦前東アジアにおける哲学：日本の植民地支配の観点から

基盤研究（C） 清水 則夫 理工学部 専任准教授 1,430 18世紀後半における「儒者」の総合的研究――頼春水とその周辺

基盤研究（C） 宮川 渉 情報コミュニケーション学部 特任講師 1,950 リディアン・クロマティック・コンセプトと武満徹についての研究

基盤研究（C） 富 燦霞 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,300 中国舞踊における伝統の身体観研究―伝統中医学の身体観による身体表現技法の検証―

基盤研究（C） 植田 麦 政治経済学部 専任准教授 520 玉屋本を中心とした『日本書紀』の享受とその解明

基盤研究（C） 波戸岡 景太 理工学部 専任教授 1,170 ソラスタルジア研究を応用した環境表象文化史の構築：アメリカ映画・文学を中心に
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事業名 氏　名 所　属 職　格 交付決定額 
（単位：千円） 研　究　課　題　名

基盤研究（C） ワトソン  
アレックス 文学部 専任准教授 1,560 Paci�c Paratexts in Anglophone Writing, 1768-1914

基盤研究（C） 井戸田 総一郎 文学部 専任教授 1,040 鴎外の演劇翻訳・改作・創作に関する日独比較文体論及び文献学的詩学に基づく国際研究

基盤研究（C） 柴﨑 礼士郎 総合数理学部 専任教授 1,950 英語破格構文の歴史的発達と談話基盤性について―構文化の時間的・空間的拡がり―

基盤研究（C） マーク  
ケヴィン 政治経済学部 専任教授 1,300 Integrating English Study With the Learning of Basic Principles of Politics and Economics: 

A Self-Study System for Individuals and Small Groups of Japanese University Learners

基盤研究（C） 大須賀 直子 国際日本学部 専任教授 1,300 「気づき」の言語化がpragmatic routinesの習得に与える影響

基盤研究（C） 大工原 豊 研究・知財戦略機構 研究推進員 780 縄文時代における情報伝達と物資流通システムに関する基礎的研究

基盤研究（C） 江川 ひかり 文学部 専任教授 1,430 オスマン帝国末期イスタンブル都市社会における近代演劇：帝国と大衆とを結ぶ装置

基盤研究（C） 櫻井 智美 文学部 専任准教授 1,560 元朝による中国統治組織の地域比較研究―地方都市制度・監察制度を中心に―

基盤研究（C） 古山 夕城 文学部 専任准教授 1,300 アルカイック期金石文の比較分析によるクレタにおける法の社会化に関する研究

基盤研究（C） 会田 進 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,430 中部山岳地における縄文大型マメの継続性に関する研究

基盤研究（C） 遠藤 英子 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,690 東アジア起源の雑穀（キビ・アワ）の黒海北側ステップ地帯への拡散の時期と経路

基盤研究（C） 水沢 教子 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,820 胎土分析から復元する縄文時代中期の土器づくりシステム

基盤研究（C） 大城 直樹 文学部 専任教授 1,170 社会教育における郷土意識の発現形態に関する研究

基盤研究（C） 山内 健治 政治経済学部 専任教授 1,560 在沖縄米軍基地の内と外に再生・継承される聖地・祭祀の文化人類学的研究

基盤研究（C） 長坂 純 法学部 専任教授 1,170 契約法規範の変容と責任法理の構造

基盤研究（C） 金子 敏哉 法学部 専任准教授 1,300 著作権・商標権侵害に基づく損害賠償額の実証・比較分析：TPP後に向けて

基盤研究（C） 菊地 端夫 経営学部 専任准教授 650 米国におけるゲーテッドコミュニティ設立と自治体法人化を巡る制度選択の動態の把握

基盤研究（C） 牛山 久仁彦 政治経済学部 専任教授 910 大規模災害時に対応した「市民防災」体制の構築に関する研究

基盤研究（C） 廣部 泉 政治経済学部 専任教授 1,170 民主党政権期に培われたフーバー政権元国務次官キャッスルの対日人脈の研究

基盤研究（C） 加藤 竜太 ガバナンス研究科 専任教授 1,690 産業連関・数値解析的動学一般均衡モデルによる高齢化社会に於ける女性労働の経済分析

基盤研究（C） 若林 幸男 商学部 専任教授 650 戦前期日本商社の国際人的資源管理手法の変遷に対する定点観測法による分析

基盤研究（C） 青木 克生 経営学部 専任教授 1,430 多国籍企業における双方向知識移転を可能にするメカニズムについての研究

基盤研究（C） 水野 誠 商学部 専任教授 910 マーケティング戦略の定石の経験的妥当性検証に関する研究

基盤研究（C） 片岡 洋人 会計専門職研究科 専任教授 910 レベニューマネジメントと収益モデルのイノベーションに関する研究

基盤研究（C） 石津 寿惠 経営学部 専任教授 780 多角的視点による補助金の本質の究明―収益か負債か純資産か―

基盤研究（C） 施 利平 情報コミュニケーション学部 専任教授 1,170 中国の親子・親族関係の変質に与えた一人っ子世代の影響に関する実態研究

基盤研究（C） 中村 卓 農学部 専任教授 1,820 おいしい食感のデザイン法の開発～時間軸と口腔部位の2次元食感マップの構築～

基盤研究（C） 山下 達也 文学部 専任准教授 1,170 教員養成の理念と制度に関する日韓比較史研究

基盤研究（C） 村松 玄太 研究・知財戦略機構 専任職員 2,210 明治期私立法律学校教育の相似と相違─講義録・講師履歴・学生資料の比較分析

基盤研究（C） 横田 雅弘 国際日本学部 専任教授 2,730 地域のダイバーシティ推進に関する現場生成型研究

基盤研究（C） 岸 磨貴子 国際日本学部 専任准教授 1,430 アクターネットワーク論を枠組みとした大学生のエージェンシーを高める教育環境の開発

基盤研究（C） 佐々木 美加 商学部 専任教授 1,170 説得と金融行動の心理学に基づく絵画刺激による特殊詐欺被害対策

基盤研究（C） 吉田 尚彦 理工学部 専任講師 390 幾何学的量子化における断熱極限の方法とアファイン幾何学

基盤研究（C） 野原 雄一 理工学部 専任准教授 910 旗多様体上の完全可積分系の幾何学とクラスター代数

基盤研究（C） 砂田 利一 研究・知財戦略機構 研究推進員 910 算術的準結晶の幾何学

基盤研究（C） 秋山 正和 研究・知財戦略機構 特任准教授 1,690 新しい細胞多面体モデルの構築に関する数理的研究

基盤研究（C） 末松 信彦 総合数理学部 専任准教授 1,690 バクテリアの走化性機構を模倣した無生物自己駆動粒子の集団運動

基盤研究（C） 楠瀬 博明 理工学部 専任教授 1,820 微視的多極子の秩序による創発スピン軌道物性の開拓

基盤研究（C） 中 吉嗣 理工学部 専任講師 2,210 高密度マイクアレイと集束超音波音響流を用いた壁面圧力変動場に基づく乱流制御

基盤研究（C） 澤野 宏 理工学部 専任准教授 1,300 多波長レーザースペックルを用いた血管厚さと血流速さの同時計測に関する研究

基盤研究（C） 笠 史郎 総合数理学部 専任教授 3,250 光ファイバ後方散乱光の連続的測定技術に関する研究

基盤研究（C） 工藤 寛之 理工学部 専任准教授 1,690 無侵襲代謝評価システムの開発とその応用研究

基盤研究（C） 市原 裕之 理工学部 専任教授 1,950 有限時間可到達集合に基づく不連続システムの解析と設計に関する研究

基盤研究（C） 樋山 恭助 理工学部 専任准教授 1,430 自然換気運用におけるスパースモデリングを用いた自動制御ロジックの開発

基盤研究（C） 土本 晃久 理工学部 専任教授 1,300 アルキニル -B（dan） を多様な有機分子へと導く合成化学的活用に関する研究

基盤研究（C） 渡辺 寛人 農学部 専任教授 1,690 コラーゲン架橋分子ピリジノリンおよび受容体RAGEの生理的・病理的意義の解析

基盤研究（C） 瀬戸 義哉 農学部 専任講師 2,470 根寄生植物による超高感度ストリゴラクトン認識メカニズムの解明

基盤研究（C） 塩津 文隆 農学部 専任講師 1,430 水稲再生二期作栽培における再生茎発育の遺伝的変異と収量形成

基盤研究（C） 杉本 太郎 研究・知財戦略機構 研究推進員 2,080 モンゴル高山域に生息する大型草食動物の遺伝的多様性評価と保全単位の提言

基盤研究（C） 片野 洋平 農学部 専任准教授 2,210 共有林の解消と再自然化に関する研究

基盤研究（C） 中村 孝博 農学部 専任准教授 2,470 雌性生殖機能を中心とした概日時刻情報出力様式の解明

基盤研究（C） 河野 菜摘子 農学部 専任准教授 1,040 ヒト型精液モデルマウスから解明する新規・自然免疫システム

基盤研究（C） 島田 友裕 農学部 専任講師 2,210 大腸菌全シグマ因子の制御標的全プロモーター同定の完成を目指して

基盤研究（C） 乾 雅史 農学部 専任講師 1,690 由来の異なる筋肉と腱はいかにして出会うのか

基盤研究（C） 川上 直人 農学部 専任教授 1,820 種子発芽のフェノロジーを決める温度反応制御遺伝子の同定

基盤研究（C） 小松 孝徳 総合数理学部 専任教授 1,690 ユーザのロボットに対する本音を日常的モラルジレンマ課題によって炙り出す手法の提案

基盤研究（C） 梶原 利一 理工学部 専任准教授 1,950 経験依存的な聴覚嗜好性行動を司る神経回路の同定と動態解析

基盤研究（C） 中嶋 滋 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,690 ミャンマーにおけるSDGs推進と労使関係 -サプライチェーンに焦点を当てて

基盤研究（C） 藤井 秀登 商学部 専任教授 1,820 鉄道とヘリテージ・ツーリズムに関する日英比較史研究

基盤研究（C） 田中 洋美 情報コミュニケーション学部 専任准教授 1,560 ソーシャルメディアの広がりとジェンダー規範の形成に関する研究

基盤研究（C） 青柳 英治 文学部 専任教授 650 専門図書館における連携・協力モデルの構築

挑戦的研究（開拓・萌芽）　件数：14 合　計 41,600

挑戦的研究（開拓） 登尾 浩助 農学部 専任教授 10,400 微小重力から過重力条件における多孔質体中の水分移動に対する統一理論の構築

挑戦的研究（萌芽） 佐久間 寛 政治経済学部 専任講師 1,170 人類学的手法を取り入れた黒人文化総合誌『プレザンス・アフリケーヌ』の複合的研究

挑戦的研究（萌芽） 鈴木 賢 法学部 専任教授 1,690 台湾・中国におけるLGBTの権利保護法制整備への道――日本との対比から
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事業名 氏　名 所　属 職　格 交付決定額 
（単位：千円） 研　究　課　題　名

挑戦的研究（萌芽） 菅野 博貢 農学部 専任准教授 780 墓地の永続的循環利用に関する研究

挑戦的研究（萌芽） 石川 幹人 情報コミュニケーション学部 専任教授 1,950 批判的思考を向上させる消費者リテラシー教育のための科学哲学と認知心理学の学際研究

挑戦的研究（萌芽） 俣野 博 研究・知財戦略機構 特任教授 2,080 バイドメインモデルの数理構造の解明

挑戦的研究（萌芽） 田原 一邦 理工学部 専任准教授 2,080 表面分子キラリティーの制御と機能開拓

挑戦的研究（萌芽） 嶋田 総太郎 理工学部 専任教授 2,600 脳活動特徴空間の構築によるオンライン授業視聴中の学習状態の可視化

挑戦的研究（萌芽） 堀田 秀吾 法学部 専任教授 1,690 商標の枯渇問題をめぐる適正な調査・分析方法の開発ー言語学からの提言

挑戦的研究（萌芽） 田中 牧郎 国際日本学部 専任教授 2,730 和漢洋語彙ネットワークの形成と構造―言語問題に対応する新しい語彙論―

挑戦的研究（萌芽） 杉原 厚吉 研究・知財戦略機構 研究推進員 2,470 視点を連続に動かしても錯視が起き続ける不可能立体の開拓とその応用

挑戦的研究（萌芽） 辻 昌宏 経営学部 専任教授 5,590 宗教改革と演劇――改宗者の二重の心性は、演劇をどう変えたか？

挑戦的研究（萌芽） 小田 光康 情報コミュニケーション学部 専任准教授 3,120 ゲーミフィケーションの活用と人文社会学を融合させた狂犬病予防のメディア教育開発

挑戦的研究（萌芽） 橋本 健二 理工学部 専任准教授 3,250 漫画表現を取り入れたロボットハンドのデザイン構成法

国際共同研究加速基金　件数：4 合　計 14,820

国際共同研究強化 ※1 秋岡 明香 総合数理学部 専任教授 0 大規模データストリーム解析における入力データとプログラム挙動のモデル化

国際共同研究強化 ※2 南後 由和 情報コミュニケーション学部 専任准教授 0 アンリ・ルフェーヴルとシチュアシオニストを軸とした都市の無名性に関する研究 

国際共同研究強化（B） 石丸 喜朗 農学部 専任准教授 4,550 鳥類をモデルとした食性の多様化と味覚受容体の機能との関連

国際共同研究強化（A） 山田 知明 商学部 専任教授 10,270  企業の異質性を考慮したDSGEモデルによる所得格差と財政・金融政策に関する分析 

若手研究（B）　件数：11 合　計 8,970

若手研究（B） 山本 洋平 理工学部 専任准教授 650 アメリカ文学における「ウィルダネス・イデオロギー」の構築と脱構築

若手研究（B） 榎本 珠良 研究・知財戦略機構 客員准教授 1,300 近年の通常兵器規制の特質と背景：安全保障研究と歴史研究の連携を目指して

若手研究（B） 五十嵐 悠紀 総合数理学部 専任准教授 780 着物と帯結びのための3次元グラフィックス技術の研究

若手研究（B） 一木 絵理 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,040 遺跡出土貝類遺体の安定同位体比による水域環境の復原と海況変遷

若手研究（B） 倉地 真太郎 政治経済学部 専任講師 260 デンマークにおける「納税者の反乱」の研究

若手研究（B） 昔農 英明 文学部 専任講師 1,040 ドイツ地方自治体におけるトルコ系移民組織の公的承認をめぐる実態の解明

若手研究（B） 中里 裕美 情報コミュニケーション学部 専任准教授 390 災害復興下の被災地のコミュニティレジリエンス醸成に向けた研究―復興通貨を事例に

若手研究（B） 林 安希子 ガバナンス研究科 助教 1,040 熟練幼稚園教師の国際比較研究―日本・中国・アメリカ―

若手研究（B） Ginder Elliott 総合数理学部 専任准教授 910 双曲型 Threshold Dynamics：応用と数理解析

若手研究（B） 坂本 邦暢 文学部 専任講師 780 プロテスタント形而上学の成立

若手研究（B） 石田 祥子 理工学部 専任准教授 780 折紙構造を利用した防振機構の形状最適化と性能評価に関する研究

若手研究　件数：33 合　計 42,640

若手研究 矢越 葉子 研究・知財戦略機構 研究推進員 780 古代日中写経関係史料の比較研究

若手研究 石野 智大 研究・知財戦略機構 研究推進員 650 唐朝支配地域における基層社会構造の研究

若手研究 会田 大輔 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,300 中国南北朝隋唐時代における歴史の忘却と創造

若手研究 秋保 さやか 研究・知財戦略機構 研究推進員 650 内戦後のカンボジア農村開発に関する民族誌的研究：国家・NGO・農民関係に着目して

若手研究 小森 雄太 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,820 有権解釈機関としての外務省国際法局に関する政治学的研究

若手研究 下斗米 秀之 政治経済学部 専任講師 780 戦後アメリカ移民政策と企業・経営者―高度技能移民の受入をめぐって 

若手研究 金 鉉洙 研究・知財戦略機構 研究推進員 780 日韓会談反対運動の社会史―在日朝鮮人社会における生活と「祖国」

若手研究 野口 紗生 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,300 保育活動における多様な音体験が子どもの育ちにとって持つ意味

若手研究 古賀 勇 理工学部 助教 1,300 リーマン球面からグラスマン多様体への正則等長写像の研究

若手研究 戸田 安香 研究・知財戦略機構 研究推進員 2,080 旨味受容体の味・栄養素センサーとしての生理的意義解明

若手研究 坂本 祐太 情報コミュニケーション学部 専任講師 910 抜き出しの可能性に基づく名詞句省略と項省略に関する比較統語論研究

若手研究 川島 義高 文学部 専任講師 650 心理職養成課程の学生を対象にした専門職連携教育プログラムの開発

若手研究 藤原 誠 研究・知財戦略機構　 研究推進員 1,170 存在定理の一様計算可能性と構成的証明可能性

若手研究 稲葉 肇 政治経済学部 専任講師 1,170 「研究と教育」から見た量子統計力学の形成過程の研究

若手研究 小谷 瑛輔 国際日本学部 専任准教授 780 芥川龍之介の遺稿調査と自殺に関する自己表象の研究

若手研究 小澤 央 商学部 専任講師 1,300 19世紀末から20世紀前半の英国ユートピア文学・思想と人類学言説

若手研究 海田 皓介 商学部 専任講師 1,430 古英語・中英語の使役・勧誘表現：語彙交代とモダリティを中心に

若手研究 鈴木 開 文学部 専任講師 910 新出史料『吏文謄録』を利用した朝鮮燕行使の基礎的研究

若手研究 速水 大 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,690 石刻史料を用いた唐代武官の包括的研究

若手研究 亀井 翼 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,170 縄文時代の製塩土器はいつ出現したのか？

若手研究 小島 望 研究・知財戦略機構 研究推進員 780 17世紀イングランド、ドイツにおけるネーション概念

若手研究 木寺 元 政治経済学部 専任教授 650 不人気政策と官僚制：租税制度をめぐる危機と決断

若手研究 朝岡 大輔 商学部 専任講師 260 認知科学の枠組みを用いたコーポレートガバナンスの研究

若手研究 小村 彰啓 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,040 企業不正の兆候と代償：利益の質と要求収益率を用いた検証と考察

若手研究 奥山 倫 理工学部 助教 3,900 カーボンナノチューブにおけるフォノンの量子光学

若手研究 後藤 克史 国際連携機構 特任講師 1,170 Public Library as Urban Public Space: architectural plan and implementation of PFI 
model in public library

若手研究 市川 紘司 理工学部 助教 910 ポスト植民地としての戦後台湾建築研究─建築生産システムから見る本省人建築家の活動

若手研究 金子 弘昌 理工学部 専任講師 1,950 物性予測モデルの逆解析および科学的解釈に関する研究

若手研究 付 惟 研究・知財戦略機構 研究推進員 1,170 Translating food texture of gel-like dariy products via numerical parameters and 
visualization

若手研究 新屋 良治 農学部 専任講師 1,040 ウイルスベクターを用いたマツ材線虫病の分子機構の解明

若手研究 甲斐 貴光 農場 特任講師 3,250 有機農法と慣行農法で栽培されたリンゴ生産と農地環境の関係解析に関する研究

若手研究 岡崎 琢也 理工学部 助教 2,730 ペーパー分析デバイスと光ファイバーセンサーを融合した新しい現場分析法の開発

若手研究 後藤 晶 情報コミュニケーション学部 専任講師 1,170 情報社会における監視と信頼に関するオンライン実験研究：創造・毀損・回復過程の解明

˞1　2017ަ付ʢ11,830ઍԁʣ
˞2　2018ަ付ʢ12,090ઍԁʣ
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学内の研究振興事業 Research Promotion Projects by University

【新領域創成型研究採択者】
研究代表者

研　究　課　題　名
所　属 氏　名 職　格

農学部 中嶋 晋作 専任講師 マーケットデザインと ICTを活用した超高齢化時代の水田農業再興戦略

文学部 石川 日出志 専任教授 1～ 3世紀東アジアにおける広域交流の考古学的研究

農学部 半田 高 専任教授 アジサイ属植物の遺伝的多様性と環境適応性

法学部 山田 道郎 専任教授 量刑の観点から見た刑事手続全過程の再検討

国際日本学部 金 ゼンマ 専任准教授 韓国の通商政策の再考：外交安保政策との連関から

大学院 藤川 真由 特任講師 European  Visualization of the Tensho Embassy

ガバナンス研究科 兼村 髙文 専任教授 地方政府の意思決定における科学的分析手法の試み─会計情報と政策決定に関連して─

【若手研究採択者】
研究代表者

研　究　課　題　名
所　属 氏　名 職　格

文学部 宮脇 梨奈 専任講師 がん予防を普及・啓発するための効果的なガン予防情報の発信方策の検討

政治経済学部 縄倉 晶雄 助教 後発民主主義国におけるSNS世論の政治的影響力─2016年韓国ろうそく集会を事例として─

農学部 丸尾 裕一 助手 微小重力下における多孔質体中水分移動速度低下に対する浸潤経路形状の影響

研究・知財戦略機構 鎌田 慎 法人PD 微小液滴のモニタリングに向けたマイクロ流路熱センサの開発

情報コミュニケーション学部 永井 健太郎 助教 日本の世論調査結果の報道は「歪められている」のか？─ 計量的分析を組み合わせて ─

総合数理学部 井上 雅世 助教 ディープラーニングにおける最適なユニット応答関数の理解に向けた数理研究

研究・知財戦略機構 吉竹 悠宇志 法人PD 種子の発芽における光刺激とオートファジーの役割の解析

研究・知財戦略機構 浴野 泰甫 法人PD マツノザイセンチュウにおける寄生性関連形質の進化プロセスとそのメカニズムの解明

情報コミュニケーション学部 小林 秀行 専任講師 イタリアにおける災害復興の思想と実像～当事者の納得感の醸成を視点として～

研究・知財戦略機構 佐藤 平 法人PD 抗菌性を備えた自己硬化型水酸アパタイト／コラーゲン骨ペーストの作製

国際日本学部 馬 定延 特任講師 現代映像芸術に関する実証的研究：日本と韓国を中心に

農学部 古田 恒平 助手 農山村の地場土木建設業による農業参入と経営再編に関する実証分析

農学部 小針 政輝 助手 植物の局所的免疫応答における膜交通系の役割の解明

政治経済学部 李 永澍 助教 ノルウェーとEUの北極政策の比較研究：日本の北極政策への示唆

研究・知財戦略機構 山本 将 特任講師 ラン科エリシナ プシラの人工光源下での栽培と園芸化に関する研究

研究・知財戦略機構 大木 駿 博士研究員 ゲノム情報を活用した新しいサンゴ礁保全手法の開発

法学部 上村 威 専任講師 一帯一路におけるネットワークの構築と変化

経営学部 平屋 伸洋 専任講師 エクイティ・スプレッドと利益マネジメント─利益の持続性に焦点をあてた実証分析─

研究・知財戦略機構 越水 静 博士研究員 花器官形成因子と花の形態進化を解明する「花器官形成ネットワークモデル」の確立
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【Ⅰ型】共同研究に関する協定、覚書を締結しているプロジェクト

研究課題名 研究代表者氏名（所属・資格） 主な共同研究機関等 配分予定額 備考
（過年度選定状況等） grant number

日本とスウェーデンの製造業サービス化比較研究 戸谷 圭子（グローバルビジネ
ス研究科専任教授）

リンシェーピン大学
（スウェーデン） 130万円 新規 MU-OSRI-ICRPP2019-101

【Ⅱ型】 既に海外の研究者との共同論文（著作）が多数に及び、当該研究の継続性があるか、もしくは、海外研究者との共同研究に着
手し、共同論文（著作）が具現化しつつあるプロジェクト

研究課題名 研究代表者氏名（所属・資格） 主な共同研究機関等 配分予定額 備考
（過年度選定状況等） grant number

サイボーグ倫理 :人間の機械化に関する国際比較研究 村田 潔（商学部専任教授） ロビーラ・イ・ビル
ジリ大学（スペイン） 96.2万円 2018選定 MU-OSRI-ICRPP2019-201

東南アジアのインフォーマル居住地改善のための技
術と人材の開発・社会実装に関する基礎的研究 田中 友章（理工学部専任教授）

本学アセアンセン
ター、王立芸術大学
（カンボジア）

100万円 新規 MU-OSRI-ICRPP2019-202

植物免疫に関わるLysM受容体合体形成機構の解明 賀来 華江（農学部専任教授） CNR-IRBナポリ
（イタリア） 100万円 新規 MU-OSRI-ICRPP2019-203

モンゴル国の伝統的アイラグ（発酵馬乳）の微生物
学的特徴の解明および製造法の記録 森永 由紀（商学部専任教授） モンゴル獣医学研究所

（モンゴル）他 100万円 2018選定 MU-OSRI-ICRPP2019-204

先進的CCUS制度の比較法アプローチによる社会実
装化に関する国際共同研究 柳 憲一郎（法学部専任教授） Gassnova

（ノルウェー） 100万円 新規 MU-OSRI-ICRPP2019-205

ハンチントン病における睡眠障害の脳内神経基盤 中村 孝博（農学部専任准教授） UCLA
（アメリカ） 100万円 2017選定 MU-OSRI-ICRPP2019-206

ポストトゥルース時代のソーシャルメディアにおけ
る政治コミニュケーション研究─フェイクニュース
現象に関する日米韓比較分析

清原 聖子（情報コミュニケー
ション学部専任准教授）

ジョージタウン大学
（アメリカ） 100万円 2017選定 MU-OSRI-ICRPP2019-207

養育環境により子の不安やストレスが変化する機序
の解明

川口 真以子（農学部専任准教
授）

BRIMS
（マレーシア） 100万円 2017選定 MU-OSRI-ICRPP2019-208

音響キャビテーションの機構解明とその医用応用 崔 博坤（理工学部専任教授） 釜慶大学
（韓国） 100万円 2018選定 MU-OSRI-ICRPP2019-209

   The purpose of the international collaborative research promotion project is 

to effectively promote global-level academic research and application research 

by unifying the planning and operation of international collaborative research 

projects, which used to be conducted individually by the undergraduate school, 

the graduate school, and research organizations within the University. In 2019 

we conducted support for 10 research projects. The international collaborative 

research promotion project is positioned as one of the important measures for the 

organization now, when emphasis is being placed on the importance of making 

research more global.

業は、ैདྷ、学෦ɾ大ࣄԉࢧಉ研究ϓϩδΣΫτڞࡍࠃ　

学Ӄ͓Αͼ学の研究ؔػに͓いてݸผにߦͳͬていたࠃ

ըཱҊɾӡӦを౷ҰԽするاಉ研究ϓϩδΣΫτのڞతࡍ

ことにΑͬて、ޮ果తにੈքతਫ४の学術研究ɾԠ༻研究

をਪਐすることをతとしています。

　����はެืの݁果、��研究ϓϩδΣΫτのࢧԉ

を࣮ࢪしました。

　ಉࣄ業は、研究のάϩʔόϧԽのॏཁੑ͕ڧௐされてい

るࠓに͓いて、ߏػにとͬてॏཁͳࡦࢪのҰͭとҐஔ付

͚てਪਐしています。

【大学院研究科共同研究採択者】

分　野 所　属 研究代表者 研究課題名

人文・社会科学 文学研究科 高田 幸男 20世紀東アジアにおける日本留学ネットワークと知の伝搬

自然科学 農学研究科 瀬戸 義哉 加水分解酵素型受容体HTL経路で働く新規植物ホルモンに関する研究

学際・複合 理工学研究科 相澤 守 ミクロ・マクロ空間制御による生命機能マテリアルの創製と肝再生への応用

学際・複合 農学研究科 河野 菜摘子 新しいゲノム編集技術によるヒト疾患モデルマウスの効率的作製

学際・複合 理工学研究科 丁 利亞 機械学習を使った降霜予報システムの開発
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In 1959, three research institutes, Institute of Social Sciences, Institute of Humanities, 

Institute of Science and Technology, were established as an attached institute to the 

University aiming for deepening research and survey, and contributing to the 

advancement of academic research. Since then, they have been core institutes within 

the Meiji University in research. 

All University faculty is a�liated with one of the research institutes and work on 

various projects. The research institutes' main purpose is to support the faculty in 

carrying out these projects. 

From the organizational improvements of 2006, the three research institutes have 

been positioned as the Fundamental Research Institute Division under Organization for 

the Strategic Coordination of Research and Intellectual Properties, carrying out various 

research activities, the core of which is interdisciplinary research consisting of several 

research �elds. There are various research project types: collaborative research, 

individual research, designated research and special research. Research is being 

promoted and research environment is being developed by the institutes.

●社会科学研究所
˗研究費

研究種別 件　数 研究費（円）

内
　
訳

総合研究 1件 1,800,000

共同研究 1件 1,000,000

個人研究 第1種 4件 800,000

 第2種 5件 1,500,000

 第3種 11件 4,400,000

特別研究 第1種 3件 3,790,000

 第2種 2件 2,000,000

˗刊行物
ʲॻ r�治経済学෦　৽ాޭh ࢱଌఆのྺ࢙とཧ നɦ౧ॻ
　　　๏学෦　ࠤʑलஐh ΞϝϦΧిࢠϝσΟΞ๏のཧ೦ ৴ɦࣾࢁग़൛
ʲلཁʳࣾ 会Պ学研究ॴلཁ　ୈר��ୈ�߸、ୈ�߸
ʲใʳࣾ 会Պ学研究ॴใ　ୈ��߸

●人文科学研究所
˗研究費

研究種別 件　数 研究費（円）

内
　
訳

総合研究 第2種 1件 2,000,000

共同研究 1件 980,000

個人研究 第1種 12件 8,100,000

 第2種 7件 1,300,000

特別研究 第1種 2件 2,700,000

˗刊行物
ʲॻ r学�෦　தౡবh +POBUIBO�4XJGU�BT�B�$POTFSWBUJWF�5SJNNFS�

ᴷ�"O�*EFPMPHJDBM�3FBEJOH�PG�)JT�&OHMJTI�1PMJUJDP�
3FMJHJPVT�8SJUJOHT���������� 金ɦಊ

　　　จ学�෦　ਫതhࢠ ઓޙΦʔετϦΞに͓͚る٘ਜ਼ऀφγϣφϦζϜ
ᴷઓ૪とφνζϜのهԱをΊ͙ͬてᴷ ϛɦωϧϰΝॻ

ʲلཁ 人rจՊ学研究ॴلཁ　ୈ��、ୈ��
ʲԤจلཁ 人rจՊ学研究ॴԤจلཁ　70-���
ʲใ 人rจՊ学研究ॴใ　ୈ��߸

●科学技術研究所
˗研究費

研究種別 件　数 研究費（円）

内
　
訳

重点研究A 7件 19,515,000

重点研究B 16件 19,942,000

特別研究 4件 3,738,000

˗刊行物
ʲใ Պr学ٕ術研究ॴใ　ୈ��߸
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Պݚඅ支援事業
KAKENHI Application Support Program

　本学では、Պ学研究අॿ成ࣄ業ʢҎԼ「Պ研අ」とい͏。ʣの
ਃにؔして、ੵۃతͳਃࢧԉをߦͳͬています。
　本学のߋͳる研究ྗを上さͤるたΊにも、શ学෦に͓い
てਃのすͦを͛、ઐڭһの࠾の上をࢦして
प׆ಈをਐΊてい͖ます。学෦ڭ授会との連ܞɾྗڠ
ମ੍をີにして、「研究ܭըௐॻ」のॻ͖ํ、ϒϥογϡΞο
ϓのࢧԉをҾ͖ଓ͖࣮ࢪします。また、Պ研අਃの४උ
ஈ֊として֤छ学ެืࣄ業をࢧԉして、特にएख研究ऀの
ҙ͚ࣝͮをし、ਃをଅしています。さらに����から
はެืલのՊ研අਃઆ明会をຖ݄̓に։࠵しています。
Պ研අのա࠾ऀ৹ࠪ経ݧのあるڭһ͕ߨԋを͏ߦ
をల։してい͘ことで、ਃ݅を૿ࡦԉࢧのܕಇڠ৬ڭ
し、࠾݅ɾ࠾ֹのϥϯΩϯάΞοϓをΊ͟しています。

ɹMeiji University actively supports applications for Grants-in-Aid Scienti�c Research 
(hereinafter referred to as “KAKENHI”). 
ɹIn order to further improve the research capacity of the University, we provide various 
types of support for faculty members with an aim to raise applicants among all schools and 
improve the acceptancy rate. Working closely with the undergraduate faculty councils and 
other University functions, we provide information with the faculty members about the latest 
KAKENHI regulations and help improve research proposals as a result of collaborative 
consultations between our sta� and researchers.
ɹAs the preparatory stage for KAKENHI application, we have launched a learning program 
especially designed for young faculty members for their application towards KAKENHI 
application and intramural research grants to start up. For both experienced and starting 
researchers, we hold each year in July since 2015 campus-wide brie�ng sessions to explain 
KAKENHI application details as well as share individual experiences on writing research 
proposals of the past KAKENHI applicants. The campus-wide brie�ng sessions have 
contributed and will contribute to the rising application number and funded projects as well 
as actual funds amount that the university boasts. 

種　別 実施件数 概　　　要

外国語校閲 44 国際的学術雑誌等への投稿を予定している論文の校閲料助成

投稿・掲載 26 国際的学術雑誌への投稿料、掲載料助成

海外発信支援事業
Financial Aid for Proofreading and Submission to International Publications

　本学の優れた学術ɾ研究成果をւ֎にൃ৴するたΊのࢧԉ
ମ੍をߏஙすることにΑΓ、ࡍࠃతͳӨྗڹをߴΊるととも
に、研究׆ಈのੑ׆Խをਤることをతとして、�����
݄にւ֎ൃ৴ࢧԉҕһ会͕ઃஔされました。
　ҕһ会では、学術研究成果の֎ߍޠࠃӾのࢧԉ、ࡍࠃత学
術ࢽࡶのࢧߘԉのࣄ業をͬߦています。

   The committee was established in July 2009 and aims to enhance international in�uence 
and stimulate research activities by building a support system for faculty members to 
present academic research result widely across to the world.
   The committee provides �nancial aid for proofreading and submission to international 
academic journals of the research paper written in foreign languages.

連合駿台会学術賞・学術奨励賞（第26回）
Rengo Sundai-Kai Academic Award / Academic Encouragement Award

　この賞は、明治大学卒業生の経済人の集いである連合駿台会からの寄付
金を基金とし、本学の優れた研究を表彰するものです。
　「連合駿台会学術賞」は学術上の特に優れた成果に対して、「連合駿台会
学術奨励賞」は学術上の優れた成果に対して、学長から授与されます。

   The Rengo Sundai-Kai Academic Award and the Academic Encouragement 
Award are given to faculty members who made an excellent publication.
   The Rengo Sundai-kai Academic Award is awarded by the President for 
outstanding academic research. The Rengo Sundai-kai  Academic 
Encouragement Award is awarded by the President for excellent academic 
research.

【連合駿台会学術賞】
氏　名 所　属 職　格 受賞作品

浅井 澄子 政治経済学部 専任教授 『書籍市場の経済分析』日本評論社 

【連合駿台会学術奨励賞】
氏　名 所　属 職　格 受賞作品

安部 悦生 経営学部 専任教授 『 文化と営利 ─ 比較経営文化論 』有斐閣

瀬戸 義哉 農学部 専任講師 加水分解酵素型受容体DWARF14によるストリゴラクトン受容メカニズム
「Strigolactone perception and deactivation by a hydrolase receptor DWARF14」

連合駿台会学術賞ɾ学術奨励賞　授賞ࣜ
ʢࠨからʣ༄୩ཧࣄ長、҆෦ڭ授、ઙҪڭ授、ాଜ会長、ށઐࢣߨ、 
学長
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研究成果の発信・活用と研究教育拠点の形成
Extension of Research Results and Events

● 「Pure」の公開
　研究のੳ研究ωοτϫʔΫߏஙのαϙʔτ、ੈքの業ൃ৴をతとし、ੈքτοϓϨϕϧの大学でもར༻されている研究業の
ཧɾൃ৴γεςϜ「1VSF」を������݄にެ։しました。

◆導入の目的
　本学の研究に͓͚る長ظϏδϣϯでは、「研究成果のใൃ৴ྗを上さͤることで、ੈքでೝされ、ධՁされる大学とͳることをࢦす」こと
を͛ܝています。また、大学のকདྷをݟਾ͑、ॏྖҬをఆΊたઌత研究ڌをܗ成し、ͦの研究成果をࠃ֎にൃ৴し、ࣾ会త՝࢈業քの
χʔζに対ԠするたΊの学ࡍ研究ٴͼࡦ研究をਪਐするとともに、ͦれらの果࣮のࣾ会ؐݩをਤることをඪとしています。
σʔλϕʔࢽըཱҊ研究ऀࣗの研究ઓཱུҊのखॿ͚として、4DPQVTจॻا本学では大学શମの研究成果ϞχλϦϯάを௨した研究、ࡏݱ　
εを׆༻しています。ͦのղੳπʔϧである4DJWBMもซ༻することで、ҙܾࢥఆにඞཁͳσʔλऩ集のޮԽٴͼݸʑの研究ऀのҙ͚ࣝͮをஈ֊త
にਐΊ、研究࢈ࢿをཧɾൃ৴するࡍのਫ਼をߴΊて͖て͓Γます。ͦこで、࣍のஈ֊として、これら大学の研究࢈ࢿをੈքޮతにൃ৴し、
を͑た࢈学ڞಉ研究のଅਐをઓུతにਐΊてい͘ϑΣʔζにあると͑ߟています。
　ͦのたΊに、研究成果をੈքޮ果తにൃ৴し、ੈքから研究ऀݸ人の研究࢈ࢿを͑ݟるԽすることで、෦ہの৽たͳ研究γʔζのग़をଅ
ਐするඞཁ͕あΓます。ͦの۩ମతͳऔΓΈとして、「明治大学の研究࢈ࢿ」である研究成果とॻࢽใٴͼ本学ڭһ͕ࠃͭ࣋֎のωοτϫʔΫ
をҰݩԽし、͑ݟるԽするたΊのϓϥοτϑΥʔϜをߏஙするたΊに「1VSF」をಋೖしました。

◆今後の「Pure」の活用方法
　ੈքのޮ果తͳ研究業のൃ৴を͑た࢈学ڞಉ研究のଅਐをࢦし、学֎での研究ऀωοτϫʔΫ֦大に͚てのར༻学研究අ
の࠾࣌౼ݕでのར༻「1VSF」のػを࠷大ݶに׆かしͳ͕ら、研究をൃలさͤるたΊの׆༻ํ๏にͭいて、ݕ౼してい͖ます。
˗明治大学の研究業σʔλϕʔεのऔѻい
　本学では、ओにҎԼ̎ͭのσʔλϕʔεで研究業のཧɾൃ৴をͬߦています。ͦれͧれのσʔλϕʔεの特を׆かしͳ͕ら、ޮΑ͘研究成
果をൃ৴ɾཧすることをࢦしています。

【Pure】
　本学の研究成果をੈքにൃ৴する研究ऀσʔλϕʔεです。�
のੈքݙһの研究成果は、ࠪಡ済Έจڭされている֤ࡌܝ　
σʔλϕʔεである4DPQVTʢείʔݙのঞɾҾ༻จڃ大࠷
ύεʣにࡌܝされているものにͳΓます。
4DPQVTʢείʔύεʣにࡌܝされているจใは、ि̍
ճを҆に1VSFࣗಈߋ৽されます。1VSFのར༻にΑΓ、
研究ऀಉ࢜のωοτϫʔΫをՄࢹԽし、学֎のڞಉ研究ଅ
ਐをࢦします。

【教員データベース】（45頁参照）
　本学ಠࣗのڭһσʔλϕʔεです。
ࡌܝһ͕ࣗొしたใ͕ڭ、һの研究成果の͏ͪڭ֤　
されます。
　ஶॻɾจ、లཡ会ɾԋ会ɾٕڝ会、学会ൃ表、ࡏݱの
ઐ෯いใ͕ࡌܝされています。

● 学際高等研究院

◆設置目的
　本学は、学෦ɾ研究Պのॴଐをӽ͑て、さらにࠃ֎の研究ऀをަ͑たڞಉ研究をਪਐする͘ڌܕ研究のڧԽにΊています。Պ学研究අॿ成
の૿ՃͳͲ、研究࣮をੵΈॏͶています。Ұํ、にΑるՊ学ٕ術のকདྷ૾ʢՊ学ٕ術ௐߘδϟʔφϧのจࡍࠃ݅の૿Ճ࠾業のࣄ
ࠪ༧ଌͳͲʣでは、ԣஅ研究にしています。本学のڭҭ研究のকདྷ૾をඳ͘と͖、ࡍࠃతにӽੑのある༥合ܕ研究のཱ֬は、研究のߴ
Խとともに大学Ӄڭҭの基൫としてもඞཁとされる࣌とͳͬています。
　これらをഎܠとして、本学は������݄に学ߴࡍ研究Ӄをઃஔしました。学ߴࡍ研究Ӄでは、طଘの学෦ɾ研究Պのを͑、かͭࠃ֎
の研究ؔػɾا業と連ܞすることから優れた研究ऀを݁集し、ࡍࠃతにӽੑ͕͘ߴ、কདྷのత࢈ࢿとしてظで͖る、طଘのઐ͚ͩでは
ཱ֬で͖ͳい༥合ܕ研究ڌのߏஙをࢦします。

「Pure」TOPϖʔδʢӳޠ൛ɾ本ޠ൛あΓʣ 研究ऀϖʔδ  Ҿ༻ωοτϫʔΫのՄࢹԽ
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◆分野融合研究・教育（学内プログラム）の推進
　本研究Ӄとともに、学༥合研究ڌとしてݱཧϥΠϑαΠΤ
ϯε༥合研究ڌをઃஔしました。本学のཧܥʢཧ学、学、
学、ཧՊ学ʣに͓͚る༥合ܕ研究͓Αͼ༥合ྖҬに͓͚る
大学Ӄڭҭの学ϓϩάϥϜʢӈਤࢀরʣをਪਐしてい͖ます。

● 「折紙工学」をベビー用の紙おむつの吸収体に応用
　研究ɾࡒઓུߏػ　ഡݪҰ　特ڭ授は、ϢχɾνϟʔϜ᷂とڞಉで、ฏ
໘のࢴをཱମతに表ݱする「ંࢴ学」をԠ༻してϑΟοτをߴΊたϕϏʔ༻の
ಉ։ൃڞऩମをٵするܗい、ͪΌΜのからͩに合ΘͤてมߦΉͭの研究を͓ࢴ
しました。
　研究のഎܠは、݄ྸظ特༗の「Ώる͏Μͪ」͕͓ࢴΉͭのܺؒζϨにΑͬ
て、ϞϨ͕ଟ͘ൃ生しているঢ়گにあΓます。こ͏したϞϨをݮするたΊ、Ϣ
χɾνϟʔϜ᷂はࠓճ、ഡݪҰ　特ڭ授ら͕研究する「ંࢴ学」にண
し、ͪΌΜのからͩに合Θͤた͓ࢴΉͭのܗঢ়にযをあて、ڞಉ研究ɾ։ൃ
をߦいました。
　研究では、ͪΌΜのυʔϧを༻いて、ճΓとؒވपลを�%εΩϟϯし、
ಘられたཱମσʔλをύʔπにల։しました。特に「ෳのύʔπでߏ成される
ࡶかͬてʢෳ෦に「ମのଆにؒވ、෦」にྗしてੳした݁果ؒވ
ͳʣತܗঢ়͕ີ集」していること、͓ෲଆに「�ͭのತঢ়の͕で͖る」こと
。されましたݟൃ͕
　ഡݪҰ　特ڭ授ら͕ߏஙしたੈքॳのંࢴઃܭγεςϜを༻し、を৳
したͬ࠲、࣌た࣌のೋͭのঢ়ଶのͪΌΜのυʔϧのࣸਅը૾からಘられる�
෦のؒވされたߏ෦、Լ෦と�ͭに٭、෦ޙ、σʔλをもとに、લ෦ݩ࣍
ల։ਤをಘること͕で͖ました。この成果は、�����݄��からશࠃでൃ
ചされたʰϜʔχʔ�ΤΞϑΟοτʱh φνϡϥϧ�ϜʔχʔʱのվྑにԠ༻されて
います。

● 日本知財学会から「産業功労賞」を受賞
　本学は、�����݄��に、Ұൠࣾஂ๏人本ࡒ学会からୈ��ճ「࢈
業ޭ࿑賞」をड賞しました。
、༺׆のࡒ学会͕����にઃした賞であΓ、ࡒ業ޭ࿑賞は本࢈　
ஶͳ業͕あͬたஂݦಈͳͲで׆ԉࢧࡒԽ、ࣾ会に͓͚るੑ׆Ϗδωεのࡒ
ମૹられます。
　本学は、ࡒ๏研究ɾ׆ࡒ༻の෯いに͓いて׆ࡒಈをੵۃతにਪ
ਐして͓Γ、࣮と੍ઃܭの྆໘からతࠃཱ࢈ࡒの࣮ݱにଟ大ͳݙߩをし
たஂମとして、ͦの業͕ೝΊられました。
　本学では、「研究ɾࡒઓུߏػ」のもと、「研究׆༻ࡒ本෦」ɾ「研究اը
ਪਐ本෦」の྆ྠの׆ಈにΑͬて、৽しい研究の生とࡒの׆༻をઓུతに
ਪਐする΄か、ࡒ๏੍のࡏΓํにؔする研究をల։してまいΓました。

ճΓとؒވपลを3DεΩϟϯしཱମσʔλม

 ల։ਤ ෲଆからΈたணਤ

ܕ෦に集合するෳύʔπをΈ合Θͤ成ؒވ

෦ढ़会長から表彰६をड͚る大५　త࢈ࢿηϯλʔ長

༥合研究ɾڭҭʢ学ϓϩάϥϜʣ৫ਤ

େֶӃڀݚɾࡒઓུߏػ

.*.4ӡӦҕһձ

ॴɾ෭ॴɾॴһʢ��໊ʣ

ɾ� Պڀݚ � ઐ߈ʹΑΔ࿈ܞϓϩάϥϜΛӡӦ
ɾڌڀݚͱͯ͠ͷʮֶߴࡍڀݚӃʯͷઃஔ
ɾ׆ڀݚಈʢຽؒڞಉڀݚɺڞࡍࠃಉڀݚʣͱͷҰମԽ

ʜߏػܞ࿈ࡍࠃ

明治大学

●
●
学
部

●
●
学
部共

通
科
目
運
営
委
員
会

関
係
特
定
課
題
研
究
ユ
ニ
ッ
ト

先
端
数
理
科
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト（
Ｍ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
）

バ
イ
オ
リ
ソ
ー
ス
研
究
国
際
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

生
命
機
能
マ
テ
リ
ア
ル
国
際
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
運
営
委
員
会

文
理
融
合
研
究
部
門

現
象
数
理
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
融
合
部
門

各
種
の
研
究
部
門

現
象
数
理
部
門

現
象
数
理
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
融
合
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
運
営
委
員
会

現
象
数
理
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
融
合
研
究
拠
点

明
治
大
学
学
際
高
等
研
究
院

●
●
研
究
科

38研究成果の発信・活用と研究教育拠点の形成　Extension of Research Results and Events



����ಛڐग़ئ࣮
Number of Patent Application, etc. in 2019

【国内】 特許権 【外国】 特許権

出願件数 13件 出願件数 8件

分
野
別
内
訳

ライフサイエンス 6件

分
野
別
内
訳

ライフサイエンス 3件

情報通信 0件 情報通信 4件

環境 2件 環境 0件

ナノテクノロジー・材料 5件 ナノテクノロジー・材料 0件

その他 0件 その他 1件

保有件数 67件 保有件数 16件

分
野
別
内
訳

ライフサイエンス 24件

分
野
別
内
訳

ライフサイエンス 12件

情報通信 14件 情報通信 1件

環境 2件 環境 0件

ナノテクノロジー・材料 9件 ナノテクノロジー・材料 0件

その他 18件 その他 3件

【ライセンス等実績】　　収入額　16,758,893円

【研究成果活用促進センター利用団体一覧】

利用団体名 利用責任者 事業内容

株式会社COCO・WA・DOCO 政治経済学部
藤永 修一　専任准教授 IT関連事業

株式会社ルノア 商学部
大友 純　専任教授 マーケティング・テクノロジーの研究・開発、サービス提供

株式会社グローバルガバナンス・センター ガバナンス研究科
松浦 正浩　専任教授 行政及び民間のプロジェクト並びにコンサルタント業務及び調査・研究事業

株式会社想隆社 法学部
阪井 和男　専任教授 ワンソースクラウド型デジタル出版・教材制作システムの開発

一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会 法学部
阪井 和男　専任教授 MOOCの開発／利用推進

　「明治大学研究成果׆༻ଅਐηϯλʔ」は

研究׆༻ࡒ本෦のԼにઃஔされ、本学の

研究成果に基ͮ͘࢈学連ܞのࢧԉ͓Αͼ

研究成果を׆༻したى業ࢧԉをͬߦていま

す。研究成果の׆༻をଅਐするたΊのεϖʔ

εとして、駿Տ台Ωϟϯύεのάϩʔόϧ

ϑϩϯτに�ࣨのࢪઃをઃஔしています。

これまでに͓Αͦ��のϓϩδΣΫτにͭい

てࣄ業Խ͕औΓまれ、��ࣾあまΓの会ࣾ

ઃཱの࣮͕あΓ、ࡏݱもଟ༷ͳೖ͕ऀډ

。ಈしています׆తにۃੵ

   Meiji University Research Extension Center is attached 

to  Research Ex tension and Intellectual Proper t y 

Headquarters and is supporting industry-government-

academia collaboration based on research results of Meiji 

University and start-up businesses that utilize research 

results. 7 rooms are located in the Global Front at the 

Surugadai Campus as spaces to promote the application 

of research results. So far, about 20 projects have worked 

towards commercialization and over 10 companies have 

been established. And now, various members are actively 

doing unique business.
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Ӧ支援ηϛφʔܦ
Business Support Seminar

　生ాΩϟϯύεのҬ࢈学連ܞ研究ηϯ

λʔでは、࡚৴༻金ݿと連ܞし、ʠ明治大

学Ҭ࢈学連ܞ研究ηϯλʔ�ʷ�࡚৴༻

金ݿʡ経Ӧࢧԉηϛφʔを։࠵しました。

　本ηϛφʔは、明治大学研究ɾࡒઓུ

ఆに基ڠܞ学連࢈とのݿと࡚৴༻金ߏػ

。しています࠵業のҰとして։ࣄͮ͘

　৽ਐग़ɾ研究։ൃɾٕ術։ൃにऔΓ

Ήதখا業を対として、ࡒઓུに

ؔするใఏ࢈、ڙ学連ྫࣄܞのհ、

業と大学とのϚονϯάののا業ؒا

ఏڙ研究成果のհをͬߦています。

　本ηϛφʔを௨͡て、தখا業の՝ղ

ܾ、৽たͳࣄ業ग़にͭͳ͕るதখا業

。していますࢦԉをࢧ

【テーマ：中小企業の皆様を力いっぱい応援するセミナー】

開催日 内　容 講　　　師

第1回
2019年

11月20日

1. セミナー「元気な中小企業の秘密を探る」
2.  基調講演「アメリカの世界一企業で働き、世界一を狙うベンチャーを世に！」
傳田アソシエイツ株式会社代表取締役社長　

大石 芳裕　明治大学経営学部　専任教授
傳田 信行　 傳田アソシエイツ株式会社代表取締役社長（元

インテル株式会社取締役社長）

第2回
2020年

2月27日

協創マッチング（中小企業ショートプレゼン大会）
　～強みから始まるオープンイノベーション～
　※中止

  At the Center for Collaborative Innovation and Incubation of Ikuta Campus, we held the 
"Center for Collaborative Innovation and Incubation of Meiji University × Kawasaki Shinkin 
Bank" Business Support Seminar in cooperation with the Kawasaki Shinkin Bank.
   The seminar is held as part of a project based on the Industry-Academia Collaboration 
Agreement between Meiji University Organization for the Strategic Coordination of Research 
and Intellectual Properties and Kawasaki Shinkin Bank.
   The seminar is aimed at small and medium-sized enterprises(SMEs) that engage in new 
fields, R & D, technology development, providing information on intellectual property 
strategies,  introducing industr y-
government-academia collaboration 
cases, providing opportunities for 
matching between companies and 
between companies and universities, 
and introducing Meiji University ’s 
technologies.
   Through this seminar, we will provide 
support to help SMEs solve their 
challenges and create new businesses.

Πϕϯτܞ࿈ֶ࢈
Industry-Academia Collaboration Events

　本学の研究成果を13しŊ るたΊ༷ʑͳ͛ܨにܞ学連࢈
。Ճしていますࢀ学ϚονϯάΠϕϯτに࢈

   We exhibit Meiji University’s technologies at various exhibitions for promoting 
Industry-Academia Collaboration.

イノベーション・ジャパン 2019 ～大学見本市～
Innovation JAPAN 2019

։ ࠵ ɿ�����݄��ʙ�݄��
։࠵ॴɿ౦ژϏοάαΠτ
ओ　　࠵ɿʢࠃ研ʣՊ学ٕ術ৼߏػڵʢ+45ʣ、ʢࠃ研ʣ৽ΤωϧΪʔɾ࢈業ٕ術૯合։ൃߏػʢ/&%0ʣ

明治大学　新技術説明会
Meiji University New Technology Presentation Meetings

։ ࠵ ɿ������݄��
։࠵ॴɿ+45౦ژ本෦ผؗ
ओ　　࠵ɿʢࠃ研ʣՊ学ٕ術ৼߏػڵʢ+45ʣ、明治大学

明治大学　৽ٕ術આ明会

経Ӧࢧԉηϛφʔの༷ࢠ
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ɹֶज़ͱৗੜ׆ͱͷؔΘΓֶज़͕ͭҙຯʹର
͢ΔཧղΛਂΊΔػձΛ、զ͕ࠃͷকདྷΛ୲͏খֶ
ੜʹ、େֶͱ（ಠ）ຊֶߍߴ・�ੜ・தֶੜ・�ߍ
ज़ৼڵձ͕ڞಉͰఏ͢ڙΔۀࣄͰ͢ɻՊֶڀݚ費ॿ
ۀࣄʹΑΔڀݚՌΛΘ͔Γ͘͢ൃ৴͢Δ͜ͱ
Λ௨ͯ͡、ֶ ज़ͷจԽతՁ͓ΑͼࣾձతॏཁੑΛ
ࣔ͠、ֶ ज़ͷৼڵΛਤΔ͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻ

  This project provides opportunities to deepen the relationship between study 

and daily living and the understanding of the meaning of study, to the �fth and 

sixth graders as well as junior high and high school students who will bear the 

future of Japan, with the University and the Society at a joint foundation. The 

purpose of the project is to show the cultural value and social importance of 

studying, and seeks academic promotion, by transmitting research achievements 

in an easy-to-understand way through scienti�c research subsidies.

開催日 所　属 氏　名 職　格 プログラム名 参加者数

2019年8月 7日 法学部 勝田 忠広 専任教授 原子力発電と福島第一原発事故 ─何が起きた？みんなの将来は？̶ 12名

2019年8月 21日 農学部 中島 春紫 専任教授 日本の発酵微生物の科学　～麹菌と乳酸菌～ 27名

2019年8月 28日
 29日 商学部 浅賀 宏昭 専任教授 大食細胞（マクロファージ）を培養して機能を確認しよう 8月28日（水） 　8名

8月29日（木） 　8名

ࣾձՊֶڀݚॴ、ਓจՊֶڀݚॴ、Պֶٕज़ڀݚॴͷ
Ұൠͷ͘ՌΛڀݚ෦Ͱ、ॴһͷ͝Ζͷڀݚ൫ج
ํʑʹใ͢ࠂΔͱͱʹ、֎෦͔ΒऀڀݚΛটᡈ͠ڀݚͷ
ͳ͍ͬͯ·͢ɻߦըΛاͱͳΔΑ͏ͳܹ

  Under the Fundamental Research Institute Division of Institute of Social 

Sciences, Institute of Humanities and Institute of Science and Technology,  

events are planned to report the research results of institutes to the public 

and also invite researchers from external institutes for research stimulation.  

開催日 講座名 テーマ

2019年10月 19日 　第44回　人文科学研究所公開文化講座 ことばと政治　いま、哲学は人間をどう問うているのか

2019年10月 26日 　2019年度　第 1 回　科学技術研究所公開講演会 知能とは何か？　仕組みから応用まで

2019年11月16日 　第34回　社会科学研究所公開講演会 自動運転をめぐる法整備の現在

2019年12月 21日 　2019年度　第 2 回　科学技術研究所公開講演会 ゲノム編集：何ができるか、その原理と活用方法
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情報発信 Information on Publications

ϓϨεϦϦʔε
Press Release

　本学では、研究にؔする成果をϓϨεϦϦʔεでਵൃ࣌৴して
います。ϓϨεϦϦʔεは本学ϗʔϜϖʔδで֬ೝすること͕で͖
ます。

   We publish Press Releases on the results of research and other 
topics as needed. It is available to access Press Releases at the 
University’s website. 

https://www.meiji.ac.jp/koho/press/press2019.html

γʔζڀݚ
Available Technologies

  Research Extension and Intellectual Property Headquarters provide 

research ideas invented by our faculty members as ‘Available 

Technologies’ on the University website below. The ‘Available 

Technologies’ aims to activate collaboration with industry through 

collaborative and sponsored research.

https://www.meiji.ac.jp/tlo/seeds.html

ɹ׆ڀݚ༻ࡒຊ෦Ͱ、डୗڞ・ڀݚಉڀݚʹΑΔٕज़ҠసΛ

௨ֶͨ͡࢈࿈׆ܞಈΛଅਐ͢ΔͨΊʹ、ຊֶͷڭһ͕ग़ͨ͠ڀݚ

γʔζΛԼهͷΣϒαΠτͰެ։͍ͯ͠·͢ɻ

【2019年度　研究関連プレスリリース一覧】
リリース日 情報発信元 リリース　見出し／概要

2019年 4月 5日 バイオリソース研究国際インスティテュート 腎臓の再生医療実現に向けた取り組み開始について

2019年 4月10日 生田研究知財事務室 研究・知財戦略機構　萩原一郎 特任教授「折紙工学」をベビー用 紙おむつの吸収体に応用ユニ・チャー
ム（株）と共同開発

2019年 4月15日 農学部・小山内崇研究室 ～低炭素社会実現の“カギ”はラン藻に～明治大学農学部環境バイオテクノロジー研究室がモデルラン
藻が持つ酸素呼吸の鍵酵素が型破りな活性調節を受けることを明らかにしました

2019年 5月16日 先端数理科学インスティテュート（MIMS） 明治大学先端数理科学インスティテュート（MIMS）
萩原一郎特任教授が2018年度日本機械学会賞（技術功績）を受賞

2019年 6月 4日 農学部事務室 複雑な遺伝子改変・導入手続きをワンステップで
～ CRISPR/Cas9システムを使用した、効率的なゲノム編集法を開発～

2019年 6月 5日 農学部・小山内崇研究室
～モデルラン藻のバイオプラスチック量を増やす遺伝子を発見～
明治大学農学部環境バイオテクノロジー研究室が転写因子を利用してラン藻の炭素の流れを改変しまし
た
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リリース日 情報発信元 リリース　見出し／概要

2019年 6月11日 総合数理・宮下芳明研究室 総合数理学部 宮下芳明研究室
「食べ物の味を変える手袋」を開発

2019年 6月14日 先端数理科学インスティテュート（MIMS） 生田図書館Gallery ZERO特別展示「畳む文化が育む折紙工学―困難を解決する、つくることで理解する
科学観」6月4日～ 7月3日、生田キャンパスにて開催中

2019年 6月20日 生田研究知財事務室 明治大学が日本知財学会から「産業功労賞」を受賞

2019年 6月24日 博物館事務室 今夏、杉原研究特別教授の錯覚作品を明治大学博物館で公開します
～オープニング・セレモニーを7月11日に開催～

2019年 7月23日 国際武器移転史研究所 『国際武器移転史』第8号刊行
第二次世界大戦前の日本の武器生産問題から現代の武器貿易条約（ATT）まで、最新の研究成果を発表

2019年 7月23日 農学部・小山内崇研究室 リンゴ酸生産酵素がコハク酸生産の鍵酵素の一つであることを示唆

2019年 7月23日 農学部・藤茂雄助教 明治大学農学部 藤助教らの共同研究
植物は自分のおかれた環境を細胞レベルで記憶する～植物細胞における記憶の仕組みの解明に道筋～

2019年 7月25日 生田図書館事務室 生田図書館Gallery ZERO特別展示　「計画・設計スタジオワークス展　2019 SUMMER」
7月25日～ 9月10日、生田キャンパスにて開催中

2019年 7月31日 自動運転社会総合研究所
明治大学自動運転社会総合研究所が、長崎県対馬市の公道で、ハンドルがない自律走行バスの実証実験
を8月3日と4日に実施～対馬市・SBドライブ社と共同して「対馬厳原港まつり」の会場と厳原地方合
同庁舎との間の移動に自律走行バスを利用可能に～

2019年 8月 9日  情報コミュニケーション学部 ノーベル経済学賞・ジョセフ・スティグリッツ教授と議論する
『グローバル化する世界とアフリカ -SDGsの達成に向けて』を開催

2019年 9月 4日 広報課 “環境にやさしい研究室“のイメージソングを制作
～明治大学理工学部　永井一清研究室～

2019年 9月24日 大学院理工学研究科
生田図書館Gallery ZERO 展示
大学院理工学研究科建築・都市学専攻
『設計スタジオA・B』優秀作品展　生田キャンパスで開催

2019年 9月30日 植物工場基盤技術研究センター研究センター ～植物工場を活用した農業の未来について考える～
明治大学の植物工場が、共同研究企業と講演会を開催！

2019年 9月30日 農学部
極限環境の湖からヒトの500倍のヒ素耐性を持つ線虫を発見
～極限環境生物の適応メカニズムを解明する糸口に～
明治大学農学部　新屋専任講師らの共同研究

2019年10月 8日 農学部・矢野健太郎先生 ワサビの来た道　葉緑体ゲノム解読でわかった進化の道筋

2019年11月26日 生田研究知財事務室 第2回 明治大学科学技術研究所 公開講演会
「ゲノム編集：何ができるか、その原理と活用方法」　12月21日（土）に、生田キャンパスで開催

2019年12月 3日 理工学部批評理論研究室 生田図書館Gallery ZERO 展示
「グラデーションを歩く」作品と図書の展示　生田キャンパスで開催

2019年12月 5日 広報課 ホワイト物流を実現する業界横断型共同輸送マッチングサービス事業がNEDO助成事業に採択されまし
た

2019年12月20日 農学部
最優秀賞2チームが表彰される
農学部生の2チームが「神奈川産学チャレンジプログラム」で入賞
12月17日（火） パシフィコ横浜会議センターにて

2020月 1月15日 農学部 植物由来の化合物を効率的に利用し、植物に依存して生存するための微生物のグローバルレギュレー
ターを発見

2020月 1月21日 国際武器移転史研究所 『国際武器移転史』第9号刊行
台湾・韓国の安全保障政策と防衛産業政策に関する論考をはじめ、最新の研究成果を発表

2020月 1月30日 農学部
明治大学 農学部 生命科学科 吉本光希准教授らの研究グループ
植物が備え持つ亜鉛欠乏耐性機構の一端を解明
～植物は自身を分解することで亜鉛欠乏耐性を獲得している～

2020月 2月 6日 研究・知財戦略機構
明治大学ガスハイドレート研究所 シュナイダー・グレンらの研究チーム
「ガスハイドレート中に生命の痕跡：ガスハイドレートの微小空隙中の微生物活動によるマイクロドロマ
イトの生成」を世界で初めて発見

2020月 2月18日 農学部 ラン藻で高濃度D-乳酸生産技術の開発に成功

2020月 2月20日 広報課 明治大学高分子科学研究所が日本の大学研究機関として初めて世界知的所有権機構WIPO GREEN 
Partnersに登録認定されました

2020月 2月21日 国際武器移転史研究所 国際武器移転史研究所研究叢書4  榎本珠良編
『禁忌の兵器：パーリア・ウェポンの系譜学』2020年2月刊行

2020月 3月 9日 農学部 ～防御に代謝を振りながらも増殖を保つラン藻～
明治大学農学部環境バイオテクノロジー研究室が、増殖と“適合溶質”の蓄積の両立に成功しました

2020月 3月10日 国際武器移転史研究所 明治大学国際武器移転史研究所　研究叢書5
『航空の二〇世紀─航空熱・世界大戦・冷戦─』発行
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プレスリリース ピックアップ

Pick UP① 　明治大学 2019年6月11日

● 総合数理学部 宮下芳明研究室 「食べ物の味を変える手袋」を開発
　明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科の宮下芳明教授、同学科3年の鍜治慶亘は、身に着けるだけであらゆる金属製食器を電気味

覚提示に利用可能な手袋型のデバイスを開発しました。

　खାܕのσόΠεをண༻することで、人ࠩしࢦ෦にऔΓ付͚られているిۃから

εϓʔϯϑΥʔΫ、ίοϓの金ଐの৯ثをհして、ઉにిؾຯ֮を付与しま

す。これにΑΓ、ܰؾにҿ৯ిؾຯ֮を付与した৯ࣄをすること͕Մです。

　またैདྷख๏ではしかͬた、όφφといͬた果のखͮかΈで৯るものに

対してもిؾຯ֮を付与すること͕ՄにͳΓました。

　この研究は、�����݄��に౦ژ大学で։࠵される本όʔνϟϧϦΞϦ

ςΟ学会　ୈ�ճਆ経ܹΠϯλʔϑΣʔε研究会で「あらΏる金ଐ৯ثをిؾ

ຯ֮ఏࣔに༻いるखାܕσόΠεの࡞ࢼ」としてൃ表༧ఆです。

Pick UP② 　�明治大学高分子科学研究所（所長：理工学部応用化学科　永井一清教授）が、
日本の大学研究機関として初めて、世界知的所有権機構（WIPO）の環境技

術パートナーズ（WIPO GREEN Partners）に登録認定されました。

　8*10は特ڐ、ஶݖ࡞、ඪ、ҙঊのࡍࠃత੍࢈ࡒにؔするࠃ連ؔػで、ࡏݱ

本をؚΉ���か͕ࠃՃໍしています。ͦのதで8*10�(3&&/は、ٕڥ術に特Խした

άϩʔόϧωοτϫʔΫ৫として、ओにؒࡍࠃでのಉٕ術のҠసଅਐとීٴをࢦす

తでઃཱされました。

　明治大学ߴࢠՊ学研究ॴからは、Թࣨޮ果ΨεであるೋࢎԽૉのճऩٕ術、Ϋ

ϦʔϯΤωϧΪʔであるਫૉΨεのਫ਼ٕ術、όΠΦΤλϊʔϧの生ٕ࢈術、২༝དྷ

のϓϥενοΫの։ൃٕ術、ւ༸ϓϥενοΫ͝Έ対ࡦ͕8*10�(3&&/のάϩʔό

ϧσʔλϕʔεにొされるとともに、ࠃ֎のύʔτφʔζとྗڠして、ࠃ連の「࣋ଓՄͳ։ൃඪ�4VTUBJOBCMF�%FWFMPQNFOU�(PBMT

ʢ4%(Tʣ」に基͖ͮ、特に్上ࠃのൃలをٕڥ術໘からࢧԉする༧ఆです。

●明治大学高分子科学研究所とは？

　明治大学ߴࢠՊ学研究ॴは、�����݄�に�ʠߴࢠՊ学にؔする基ૅ研究、Ԡ༻研究、࣮༻Խ研究͓Αͼ৽研究୳ࡧʡを࣮ࢪする

たΊにઃཱ。

ߴ、としてऔΓೖれ࢟はこれを本研究ॴの基本ࡏݱ、ಉしࢍにࢫのझ「ଓՄͳ։ൃඪ�4VTUBJOBCMF�%FWFMPQNFOU�(PBMTʢ4%(Tʣ࣋」　

ࢠՊ学の本࣭にͭいて研究することにΑΓ、ߴࢠՊ学にؔするՊ学ٕ術のਐาを௨͡て人ྨࣾ会のൃలにݙߩで͖るΑ͏にئい׆ಈしていま

す。

˝明治大学ߴࢠՊ学研究ॴ

　http://www.isc.meiji.ac.jp/~polymer/index.html
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Number of Faculty Members

職　格

法
学
部

商
学
部

政
治
経
済
学
部

文
学
部

理
工
学
部

農
学
部

経
営
学
部

情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部

国
際
日
本
学
部

総
合
数
理
学
部

大
学
院

専
門
職
大
学
院 

研
究
・
知
財
戦
略
機
構 

国
際
連
携
機
構 

農
場

計

専　任　教　員 86 100 99 108 152 81 62 45 37 41 0 64 0 0 0 875

特　任　教　員 1 6 6 1 0 2 5 2 13 5 11 10 21 6 4 93

客　員　教　員 0 1 3 0 2 1 5 0 2 4 11 7 7 0 1 44

合　計 87 107 108 109 154 84 72 47 52 50 22 81 28 6 5 1,012

Faculty Database

һσʔλϕʔεڭ

　本学のڭ৬һのจ、ஶ࡞、研究ൃ表ͳͲの業

経ྺͳͲを本学ϗʔϜϖʔδ上でհしています。ࢯ

ࡧݕの΄か、ॴଐผҰཡからࡧݕΩʔϫʔυ、ࡧݕ໊

することもで͖ます。

   The achievements such as published papers, books and research 

presentations of Meiji University faculty are available on our official website. 

The database is searchable by name, keyword or affiliation of the faculty.

［検索画面］

 検索

氏名

キーワード

検索
氏名とキーワードで教員情報を検索します。

 専門分野

経営学(21)
文学(20)
経済学(20)
政治学(18)
言語学(13)

全分野表示

法学部 商学部

政治経済学部 文学部

理工学部 農学部

経営学部 情報コミュニケーション学部

国際日本学部 総合数理学部

大学院 法学研究科

商学研究科 政治経済学研究科

経営学研究科 文学研究科

理工学研究科 農学研究科

情報コミュニケーション研究科 教養デザイン研究科

先端数理科学研究科 国際日本学研究科

グローバル・ガバナンス研究科

ガバナンス研究科 グローバル・ビジネス研究科

会計専門職研究科 法務研究科

研究・知財戦略機構 国際連携機構

社会連携機構 農場

 学部

法学部 商学部

政治経済学部 文学部

理工学部 農学部

経営学部 情報コミュニケーション学部

国際日本学部 総合数理学部

 大学院

大学院 法学研究科

商学研究科 政治経済学研究科

経営学研究科 文学研究科

理工学研究科 農学研究科

情報コミュニケーション研究科 教養デザイン研究科

先端数理科学研究科 国際日本学研究科

グローバル・ガバナンス研究科

 専門職大学院

ガバナンス研究科 グローバル・ビジネス研究科

会計専門職研究科 法務研究科

 機構・農場

研究・知財戦略機構 国際連携機構

社会連携機構 農場

教員データベース
TOPページ

Page 1 of 2教員データベース  | 明治大学

2019/05/13https://gyoseki1.mind.meiji.ac.jp/mjuhp/KgApp

［検索後画面］
明治大学 教員データベース

http://gyoseki1.mind.meiji.ac.jp/mjuhp/KgApp?kyoinId=oggegsymggy[2018/04/23 9:44:11]

   所属   政治経済学部
   職種   専任教授

教員データベース

TOPページ    

    （最終更新日：2016-03-15 13:44:21）
  メイジ ジロウ   MEIJI, Jiro

  明治 次郎 

■ 著書・論文
1. 著書 経済の発展 （単著） 2012/06
2. 著書 地域社会経済と教育の発展 （単著） 2005/07
3. 論文 勘定における会計的流れ  2012/12
4. 論文 Clinical management of primary central nervous system germ cell tumors. （単著） 2012/08
5. 論文 原価計算の基礎 （共著） 2012/04

全件表示(8件)

■ 学会発表
1. 2010/10/10 International Economic Policy（International Economic Association）
2. 2012/11/13 文化分析と経済学（第36回日本経済文化学会）
3. 2012/06/10 海外における経済政策（経済学会）
4. 2012/05/05 日本経済とアメリカ経済の比較（日本経済学会） 
5. 2004 経済と文化の相互関係について（第21回国際経済・文化学会）

■ 学歴
1. 1984/04～1986/03 明治大学大学院 商学研究科 商学専攻 博士課程単位取得満期退学
2. 1982/04～1984/03 明治大学大学院 商学研究科 商学専攻 修士課程修了 商学修士
3. 1978/04～1982/03 明治大学 商学部 会計学科 卒業 商学士

4. (学位取得) 明治大学 博士

■ 教育上の業績
●教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

1. 2001/09～ ゼミナール１の指導時期を早める。
2. 2000/04/01～ 講義内容をWebで公開

●作成した教科書、教材、参考書
1. 2005/03/01 電子テキスト
2. 2003/03/25 会計学入門

●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. 2000～ 学生による授業評価

●実務教育についての特記事項
●教育方法・教育実践に関する発表、講演等
●その他教育活動上特記すべき事項

全件表示(9件)

https://gyoseki1.mind.meiji.ac.jp/mjuhp/KgApp
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所属機関等 氏　名 資　格 研究課題等

先端数理科学 
インスティテュート（MIMS）

萩原 一郎 特任教授 折紙式プリンターと数理の融合研究プロジェクト

俣野 博 特任教授 非線形方程式における界面運動や解の特異性の研究

山口 智彦 特任教授 自己組織化システムの自己崩壊に関する研究

秋山 正和 特任准教授 生物現象の数理モデリングに関する研究、研究共同利用・共同研究拠点の運営・管理

楠岡 成雄 客員教授 金融・リスク管理等の経済活動の数理ファイナンス、確率解析学に関する研究

朝倉 浩一 客員教授 化学物理・ソフトマター・機能物性化学等の立場から自己組織化に関する研究

バイオリソース研究国際 
インスティテュート（MUIIBR）

長屋 昌樹 特任教授 ヒト型糖尿病ブタモデルの作出とガラス化凍結保存膵島細胞シートの移植後の検証

梅山 一大 特任准教授 遺伝子改変ブタの作出とその利用研究

渡邊 將人 特任講師 遺伝子改変技術による臓器欠損や病態モデルブタの作出

松成 ひとみ 特任准教授 先天性代謝異常症を発症する病態モデルブタの作出と解析

絵野沢 伸 客員教授 小児の難治性疾患の克服に関する研究

宮川 周士 客員教授 バイオ人工膵島移植に関する研究

国際武器移転史研究 
インスティテュート

纐纈 厚 特任教授 戦前期日本の武器輸出入と現代アジア諸国の武器移転

榎本 珠良 客員准教授 武器貿易条約交渉及び小型武器規制・通常兵器移転規制問題等に関する研究

再生可能エネルギー研究 
インスティテュート

神岡 武文 特任准教授 高効率・低コスト次世代ヘテロ接合結晶Si太陽電池に関する研究

上田 修 客員教授 半導体中の欠陥の構造・性質とそのデバイスに与える影響に関する研究

黒耀石研究センター

栗島 義明 特任教授 縄文時代における植物資源の利用技術、先史時代の石材利用と交易

眞島 英壽 特任講師 人類─資源環境系の基礎としてのマグマ成因論

能城 修一 客員教授 先史人類の植物資源の利用実態の解明

植物工場基盤技術 
研究センター

山本 将 特任講師 植物工場における花卉の利用に関する研究、花卉類の遺伝資源の多様性解析

小早川 紘樹 特任講師 閉鎖型植物工場における香辛料作物の生産に関する研究

ガスハイドレート 
研究クラスター

松本 良 特任教授 日本海の表層型メタンガスハイドレートの産状と起源に関する研究

蛭田 明宏 特任講師 表層型メタンハイドレートの地質・環境調査及び試料採取・分析

大井 剛志 特任講師 海底柱状堆積物の微化石層序と古環境解析

野生の科学研究所 中澤 新一 特任教授 野生の科学の研究

アジア都市建築研究所

田村 誠邦 特任教授 縮小社会における都市・建築の在り方、空き家問題の実態と解決策、高経年マンション
の持続性に係る調査研究

廣瀬 大祐 特任准教授 都市解析及び建築の3Dデザイン研究における先進的技術開発

増田 信吾 特任准教授 建築設計及び建築意匠論に関する先進的な研究開発

マイクロマシン研究所 菱田 公一 特任教授 熱流体輸送現象のレーザー計測、乱流輸送現象等に関する研究、研究の推進・活性化等
に関する助言・サポート等
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ACCESS

池袋駅

東京駅

渋谷駅
下北沢駅

生田駅

向ヶ丘遊園駅

明大前駅

新宿駅

御茶ノ水駅

吉祥寺駅

中野駅

中野キャンパス

生田キャンパス

和泉キャンパス

駿河台キャンパス

丸ノ内線

井の頭線

JR中央線
至八王子

京王線
至府中

JR山手線

小田急線

明治大学 研究・知財戦略機構
https://www.meiji.ac.jp/osri/

【研究推進部】
産官学連携窓口、研究支援サービス、各種研究費の管理

研究知財事務室
〒101-8301　東京都千代田区神田駿河台 1-1
TEL：03-3296-4268　FAX：03-3296-4283　E-mail：osri@mics.meiji.ac.jp

研究知財事務室 和泉分室
〒168-8555　東京都杉並区永福 1-9-1
TEL：03-5300-1451　FAX：03-5300-1456　E-mail：izrpo@mics.meiji.ac.jp

生田研究知財事務室
〒214-8571　神奈川県川崎市多摩区東三田 1-1-1
TEL：044-934-7639　FAX：044-934-7917　E-mail：tlo-ikuta@mics.meiji.ac.jp

【中野キャンパス事務部】
中野教育研究支援事務室
〒164-8525　東京都中野区中野 4-21-1
TEL：03-5343-8052　FAX：03-5343-8029　E-mail：naka-ken@mics.meiji.ac.jp




