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ご
覧
の
通
り
の
少
人
数
の
研
究
会
で
す
。
担
当
者
の
専
門
は
キ
リ
シ
タ
ン
史
で
す
が
、
研
究
会
で
は
そ
れ
に
と
ら
わ

れ
ず
各
自
が
調
べ
た
こ
と
を
報
告
し
、
皆
で
議
論
し
て
い
ま
す
。

浅あ
さ

見み

雅ま
さ

一か
ず  

文
学
部
日
本
史
学
専
攻　

教
授

　

歴
史
学
は
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
う
え
で

果
た
し
て
何
か
役
に
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
。

歴
史
研
究
と
言
え
ば
、
昔
の
こ
と
を
探
究
す

る
だ
け
で
、
現
在
の
私
た
ち
の
役
に
立
つ
学

問
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

過
去
の
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
些
末
と

も
思
え
る
事
象
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
い
う

印
象
を
持
た
れ
て
い
る
人
も
い
る
と
思
い
ま

す
。
す
る
と
、
歴
史
研
究
に
果
た
し
て
意
味

は
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に

も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

歴
史
研
究
と
は
、
先
人
の
遺
し
た
史
料
を

読
み
込
み
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
歴
史
像
を

描
き
出
す
も
の
で
す
。
従
来
知
ら
れ
て
い
た

歴
史
を
書
き
換
え
る
要
素
と
な
る
も
の
は
、

主
に
新
し
い
史
料
の
発
見
と
新
し
い
解
釈
の

発
見
の
二
つ
で
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
に

よ
っ
て
従
来
知
ら
れ
て
い
た
歴
史
が
書
き
換

え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
積
み
重
ね
が
歴

史
学
を
進
歩
、
発
展
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
私
た
ち
の
日
常
は
こ
う
し
た

研
究
と
ま
っ
た
く
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
存

在
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
会
話
を
考
え
て

み
て
く
だ
さ
い
。
他
人
に
自
分
の
話
が
事
実

で
あ
る
と
説
明
す
る
と
し
ま
す
。
事
実
で
あ

る
と
断
定
す
る
た
め
に
は
根
拠
が
必
要
で
す
。

誰
が
い
つ
言
っ
て
い
た
、
ど
こ
に
書
い
て
あ

っ
た
、
た
と
え
す
べ
て
を
確
認
で
き
な
く
て

も
根
拠
を
提
示
す
る
で
し
ょ
う
。
他
人
を
納

得
さ
せ
る
た
め
に
は
そ
れ
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
で
初
め
て
検
証
可
能
と
な
る
か
ら

で
す
。
歴
史
研
究
で
は
そ
の
筋
道
を
論
文
と

し
て
き
ち
ん
と
ま
と
め
る
の
で
す
。

　

日
本
史
学
専
攻
で
は
、
卒
業
論
文
を
必
修

と
し
て
課
し
て
い
ま
す
。
こ
の
執
筆
の
た
め

に
、
自
分
が
決
め
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ

た
こ
と
を
自
分
で
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
歴
史
像
を
論
理
的
に
説
明
す
る
文

章
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
調
査
、
読
解
、

分
析
、
文
章
表
現
、
こ
う
し
た
こ
と
が
論
文

の
作
成
に
は
必
要
に
な
り
ま
す
。
研
究
会
で

は
、
そ
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
い

き
ま
す
。
日
本
史
を
学
び
、
研
究
し
、
日
本

を
知
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
社

会
の
成
り
立
ち
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

過
去
を
知
る
こ
と
は
、
現
在
の
私
た
ち
自
身

を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

　日本史学専攻の学生は、実証主義史学の立場から日々研究に邁
進しています。それはまさに原史料との格闘の日々です。そして、
その成果を報告する機会が研究会です。
　研究会の討論では、①史料論（信憑性、同時代史的位置付けな
ど）、②論理的妥当性、③語義の解釈、④術語（「小領主」「地侍」「国
家仏教」など）の創出過程、⑤先行研究と報告論文との位置関係
など幅広い観点から鋭い質問・批判が飛び交い、白熱の様相を呈
します。そして、それらの質問・批判に応答する過程で各人の研
究は磨かれてゆくのであり、この討論の時間こそが研究会の最大
の魅力です。

討論が研究を磨く
八
や

重
え

門
かど

悠
ゆう

水
すい

君　文学部日本史学専攻４年

日本史学は汎用性の高い学問である
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博
士
課
程
３
名
、
修
士
課
程
16
名
、
学
部
５
名
が
所
属
す
る
生
産
工
学
の
研
究
室
で
、
産
学
連
携
・
国
際
連
携

し
な
が
ら
異
分
野
融
合
の
も
の
づ
く
り
研
究
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。

柿か
き

沼ぬ
ま

康や
す

弘ひ
ろ  

理
工
学
部
シ
ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
工
学
科　

教
授

　

私
の
研
究
室
は
、
ナ
ノ
ス
ケ
ー
ル
の
超
精

密
加
工
や
金
属
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
な
ど
の
プ
ロ

セ
ス
研
究
と
工
作
機
械
の
知
能
化
に
向
け
た

プ
ロ
セ
ス
制
御
の
研
究
を
軸
に
、
産
業
界
や

世
界
の
大
学
と
連
携
し
な
が
ら
世
の
中
に
プ

ロ
セ
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
す
。
コ
ト
づ
く
り
や
価
値
づ
く

り
は
も
の
づ
く
り
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、

も
の
づ
く
り
に
革
新
を
起
こ
す
こ
と
は
、
新

た
な
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
創
造
・
創
出
に
つ
な
が

り
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従

来
に
な
い
高
効
率
、
低
コ
ス
ト
、
そ
し
て
安

全
性
の
高
い
画
期
的
な
製
造
技
術
の
開
発
は
、

経
済
的
優
位
性
を
高
め
て
、
国
力
の
強
化
や

豊
か
な
社
会
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
も
の
づ
く
り
研
究
は
、
プ
ロ

セ
ス
研
究
と
加
工
機
械
の
研
究
が
独
立
に
実

施
さ
れ
、
発
展
し
て
き
ま
し
た
が
、
プ
ロ
セ

ス
か
ら
の
負
荷
は
加
工
機
械
に
影
響
を
及
ぼ

し
、
加
工
機
械
の
性
能
や
動
作
は
プ
ロ
セ
ス

に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
両
者
を

切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
シ

ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
の
観
点
か
ら
、
加
工
学
、

機
械
力
学
、
熱
力
学
、
電
磁
気
学
、
制
御
工

学
、
機
械
学
習
な
ど
を
駆
使
し
な
が
ら
、
プ

ロ
セ
ス
と
加
工
機
械
の
相
互
作
用
ま
で
考
慮

し
た
学
際
領
域
の
も
の
づ
く
り
研
究
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
五
感

を
持
つ
加
工
ロ
ボ
ッ
ト
の
研
究
開
発
や
材
料

特
性
ま
で
制
御
可
能
な
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
の
研

究
開
発
な
ど
で
す
。

　

研
究
室
の
特
徴
の
一
つ
は
、
産
業
界
や
国

内
外
の
研
究
機
関
と
密
に
連
携
・
協
力
し
て

研
究
を
進
め
て
い
る
こ
と
で
す
。
学
生
た
ち

は
私
と
の
み
な
ら
ず
、
現
場
を
知
る
技
術
者
、

異
な
る
分
野
の
専
門
家
、
第
一
線
で
活
躍
す

る
海
外
研
究
者
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

通
し
て
研
究
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、

も
の
づ
く
り
大
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
大
学
と

交
換
留
学
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
も

特
徴
で
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
環
境
は
、
人じ
ん

間か
ん

交
際
の
場
か
つ
相
互
に
能
力
を
高
め
合
う

半
学
半
教
の
場
で
あ
り
、
何
よ
り
新
た
な
研

究
分
野
を
切
り
拓
く
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

学
生
た
ち
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
関
わ
り

合
い
な
が
ら
、
も
の
づ
く
り
研
究
を
存
分
に

楽
し
み
、
日
本
の
産
業
を
先
導
す
る
人
材
に

な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

新たなものづくりに向けて
竹
たけ

村
むら

志
し

帆
ほ

君　理工学研究科総合デザイン工学専攻後期博士課程１年

学際領域のものづくり研究

ゼミナール・研究室紹介

　柿沼研究室では、ものづくりのプロセスイノベーションを起こ
すことを目指し、幅広いものづくり技術の研究に取り組んでいま
す。共同研究や国内外の研究機関との連携を多く行っていること
が特徴の一つです。産業界との連携では、研究を通じて社会のよ
りよい発展に貢献するという大事な視点を持つことができ、国内
外の技術者や研究者とのつながりは、さまざまな分野の知見を得
られるだけでなく、新たな視点や気づきにつながります。
　世の中の製品やサービス、価値を生み出す基盤となることが生
産工学の魅力であり、その生産工学の最先端の研究に、さまざま
な人と関わり、試行錯誤しながら取り組むことができるのが研究
室の魅力であると感じています。


