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●表紙解説
『 お年玉は AI 』

あおき きくみ

デザイナー

2024 年は AI が一つの道具として広く認識されるように

なった年でした。AI に触れる時間は爆発的に増え、好む

好まないに関わらず、コンピュータやネットを使う以上 AI

と関わらない日はなくなりました。

近い将来、本当の意味で AI と呼べる AI が出てくるのかも

しれません。

それはお年玉のようなものになるでしょうか？
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今号より、板宮朋樹先生（神奈川歯科大学）から DiVA
編集長を引き継がせて頂きました松村誠一郎と申します。
よろしくお願いいたします。

芸術科学会会誌 DiVA にどのように関わればよいのかに
ついて思いを馳せた結果、「学際」というのが1つのキーワー
ドではないかと思い至りました。僭越ながらここからは自分
の辿ってきた軌跡を紹介しながら、私なりの「学際」につ
いて考えるのにおつきあい頂ければ幸いです。極めて個人
的なエピソードに基づいておりますが何卒ご容赦ください。

芸術科学会は学際的な研究や探求が集約した場と言える
と思います。すなわち「芸術（アート）」と「科学（サイエ
ンス）」という異なる分野が融合した結果、適用範囲の広い、
非常に柔軟な学会であるということです。一見、この２つ
は相反する分野のように見えるが突き詰めていくと実は同種
の哲学や思想に行き着く、というようなことを学生時代に著
名な先生方から折りに触れて啓蒙されておりました。非常
に進歩的な先生方の貴重なお言葉の数々だったのですが、
その２つは異なるものと考えていた当時の私は、正しく理
解できていたわけではありませんでした。芸術は鋭い感性
や持って生まれた才能を持つ人だけがするもの、科学は数
学や物理に秀でた人が携わるものだと思っていたからです。

中学・高校では文系志向だった私にとって、数学と物理
は苦手科目で、芸術に関してはピアノの習い事をやってい
ましたが、学校の音楽や美術の授業で芳しい評価を得られ
ず正直特に面白いと思ったことはありませんでした。中学・
高校時代の自分は本が大好きで将来は図書館司書か編集
者になりたいと考えていた生徒でした。

そんな 10 代を過ごしていた自分が、今ではメディアアー
トの作品を創ったりサウンドデザインの研究について本を
書かせて頂いたり、シンセサイザーで作曲をしたりそれを
大学の授業で教えたりしているのは、こうして書いていても
不思議な気持ちになります。

現在に至るまでにはいくつかのターニングポイントがあり
ました。

まず高校 2 年生の時に親の仕事の関係でイギリスに 1
年間住むことになり、体験入学で現地の高校に通ったこと
です。現地の英語はものすごく速くてさっぱりわからず、当
然通常の授業にもついていけず途方に暮れました。おこが
ましくも英語さえわかれば全部の科目が理解できるのに、
と悔しい思いをしたのも一度や二度ではありません。例え
英語がわかったとしてもそこまでは難しかったと思います
が、そう感じるくらいの言葉の壁でした。

英語があまり関係ない音楽と美術と数学だけがついて
いける科目で、むしろ初めて褒められたのです。当時のイ
ギリスの高校数学よりも日本の方が少しレベルが高かった
ので、日本にいた時に暗記していた公式で問題が解けて、
九九で暗算すると驚かれました。美術では折紙を折ったら
人だかりができ、音楽はピアノのレッスンで自分の好きな
曲を課題曲に選んで練習をしていくと褒められるので、楽
しくなって毎日数時間練習するようになりました。つまり英
語がわからなさ過ぎる日常の反動から、日本の学校での苦
手科目と興味のない科目の価値がまったく逆転した状態に
なったわけです。

ちなみにコンピュータを使って音楽が作れるようになりた
いと思ったきっかけは、イギリスの TV の音楽番組を見て
いたらシンセサイザー奏者の隣りにあるコンピュータのディ
スプレイにピクセルのデザインが点滅していたことです。実
はそれは単なる演出で演奏とは関係なかったのですが、と
にかく情報がないのでコンピュータを使えばこんな音楽が
できるるのかと勘違いしました。

イギリスから帰国してオール日本語の環境に戻ると、当
たり前ですが何を言っているのかが細かいところまですべ
てわかりました。言葉がわかるのがあまりにも嬉しくて、以
前の苦手科目も日本語で書かれているのだからと接してい
たら少しずつ苦手意識が薄らいでいきます。大学の進路選

「 学際の場 」

巻頭言

松村 誠一郎（まつむら・せいいちろう）
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択の際には、新しく藤沢にできる慶應の SFC にコンピュー
タ音楽の先生が着任する、文理融合の学部だからという理
由で志望しました。

次のポイントは環境情報学部でコンピュータがコマンドや
プログラミング言語という言葉で操るものだとわかり、これ
なら文系出身の自分でもできそうな気になったことです。コ
ンピュータ音楽のゼミでは NeXT コンピュータを使ったデジ
タル音響合成を学び、ハードディスクレコーディングの元
祖のようなシステムでミュージックコンクレート作品を作り、
並行してサークルではシーケンサとシンセサイザを使った
作曲とデモテープ制作をやっていました。

就活ではビデオゲーム会社にそのデモテープ送って面
接を経て採用され、幸運にも大学卒業後はゲームサウンド
デザイナーとして働き始めました。そこで実務に使う作曲
や効果音制作のスキルが鍛えられましたが、働き始めて
数年経った頃に商業音楽とは異なるアート系のコンピュー
タ音楽にも興味を持ち始めました。調べるとシンセサイザ
とシーケンサ以外に、プログラミングで音を創る Max が
主流らしいことがわかりました。1997 年に初めて自分用
の Macbook と Max を購入して触り始め、情報を求めて
IAMAS で開催された Max サマースクールに参加、Carl 
Stone 氏やオランダの STEIM 音楽研究所の Joel Ryan 氏と
知り合ったり、急速に世界が広がっていった時、私は 20
代後半でした。

芸術や音楽に関わることなどとても考えられなかった 10
代の自分が、20 代にはテクノロジーの力を使って音楽を
作って楽しんでいる感覚。

数学が苦手だったのに、コンピュータを使って自分のクリ
エイティブなアイデアを形にして、能力を拡張できる感覚。

そのような感覚を一人でも多くの人達に感じてもらえた
ら、テクノロジーとアートを軸にしたクリエイティブな精神
がもっと伝播していくのではないかと考え始めたのもこの頃
です。

メディアアートとサウンドの要素を組み合わせて、誰もが
音楽を体験したり創ったりできる場を創出したらどうだろう、
というアイデアに至った時、東京大学に新しく大学院学際
情報学府が設立されるのを知りました。急遽入試にチャレ
ンジして入学した大学院ではアカデミックとは何かについて
学び直しながら、作品制作をしていきました。当時東京藝
術大学大学院生だった鈴木太朗氏との共同制作作品が文
化庁メディア芸術祭、アジアデジタルアート大賞などで受
賞をした後、個人の制作作品が芸術科学会の第 1 回 DiVA
展で奨励賞を頂きました。これが私と芸術科学会との初め
ての接点です。当時の芸術科学会の諸先生方が新しくでき

た DiVA 展の勢いを感じる思いを語られていたのを覚えて
います。

幸い、一連の活動が認められて 32 歳の時に文化庁の
在外派遣に採択されてオランダに赴くことになりました。留
学先は前述の Joel Ryan 氏が教鞭をとっているデン・ハー
グ王立音楽院の Institute of Sonology です。続く翌年は
ポーラ美術財団に助成が採択されて合計 2 年間滞在できま
した。その留学先で、分野の垣根を軽 と々越えて活動する
アーティスト、研究者、オーガナイザー達など、実に様々
な人達と出会い、オープンな交流をしたご縁で多種多様な
ワークショップに参加したり、オランダの DEAF, Today's Art 
Festival, ドイツの Transmediale, ポーランドの WRO メディ
アアートフェスティバルなどへの参加のチャンスに恵まれま
した。最後にアムステルダムでの個展が実現しました。帰
国後に博士課程を修了し、東京藝術大学の教員を経て現
在に至っていますが、振り返るとここまでずっと複数の分野
にまたがった領域や分野を越えた領域に興味をもって動い
てきたように思います。

根っからの芸術家でも科学者でもなかった自分がやって
きたこれらの動きを、「学際」と言うのならそうなのかもし
れません。しかしそれは結果にしか過ぎないもので、肝心
なのは分野を俯瞰して見る視点、外とつながる意識とプロ
セスにあるのではないかと私個人は考えております。

また、これまでテクノロジーとアートの融合する分野で出
会ってきた人々との交流を経て確信していることは、感性
は天性のものではなく後からつくっていけるものだというこ
と、才能もひらめきも続けることができる地道さの先にある
ものだということ、物事の理解はしぶとく取り組み続けて山
場を越えたら開けるもの、というのは真実だということです。
なぜならば出会った彼ら自身が実際にそのように活動して、
生き様を見せている人々だからです。例えば、前述の Joel 
Ryan 氏は当初は数学を専門としてから哲学に転向し、さら
にコンピュータ音楽を始めています。それは理系や文系や
芸術系といったジャンルを越えて俯瞰するスタンスで、「お
試し」の精神、いわば「実験精神」に満ちたものと言える
でしょう。私達は物事や対象についてある種の先入観をもっ
て専門分野にカテゴライズすることに慣れていますが、学
際的であるためにはそのカテゴライズのハードルを下げて、
いろいろなお試しや実験精神に基づいたプロセスを繰り返
すことが肝要なのかもしれません。

芸術科学会にはすでに様々な実験的な精神に満ちた研
究が集まって発表され、活発な議論がなされています。も
しこの DiVA がそのような学際の場のひとつとなれば、編
集委員長としてこれに勝る喜びはありません。
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Osama Halabi、岩崎 慶、謝 浩然、茅 暁陽、三上 浩司、森本 有紀

Honorable Mention Award には、Yuhao Dow らの「Fa-
cial Animation Retargeting by Unsupervised Learning 
of Graph Convolutional Networks」および Mahiro Sato
らの「Two-stage Optimization for Fitting Parameters of 
Measured Isotropic Spectral BRDFs」を選出した。

Short Paper Award には、Somaya Eltanbouly らの「Few-
Shot Learning Approach for Avatar Action Identification in 
the Metaverse」を選出した。

Best Poster Presentation Award に は、Wataru Umeza-
wa ら の「Procedural Modeling of Climbing Roses Using 
Constrained Path Finding Algorithm」と、Yuki Morimoto
ら の「Fitty: An Interface For Size Fitting Process to Cro-
chet Gloves」を選出した。

最後に、開催に向けてご尽力いただいた実行委員の方々
と協力いただいた学生の方々に心より感謝申し上げる。

はじめに
Program Chair：森本 有紀（九州大学）

NICOGRAPH International は芸術科学会が主催する
国際会議であり、2002 年から開催されている。2020 ～
2022 年は COVID-19 の影響でオンライン開催となったが、
2023 年は 4 年ぶりに対面開催を実現し、2024 年は同様
に対面での開催となった。本年の会議は、2024 年 6 月
14 ～ 15 日に東京都立大学、八王子キャンパスで開催さ
れた。懇親会もキャンパス内で実施され、飲食を交えての
意見交換の場として盛り上がった。また、ドリンクコーナー
に抹茶を用意し、抹茶点て体験を実施し、海外の参加者
および国内参加者双方が体験と本格的な抹茶の味を楽し
む様子が伺われた。

口頭発表に対して 29 件の投稿があり、28 名のプログ
ラム委員による厳正な査読を経て、9 件のロングオーラル
発表と 5 件のショートオーラル発表を採録した。この 14
件はいずれも IEEE CPS にも掲載することとした。また、
会場のポスターボードにて 22 件のポスターが発表をおこ
ない、そのうちの 9 件は IEEE CPS にも掲載することとした。
投稿者の皆さま、査読者の皆さまには改めて謝意を表した
い。基調講演には 3 名の著名な先生方にご登壇いただい
た。初日にトロント大学の Karan Singh 教授とジローナ大
学の Mateu Sbert 教授にご講演いただき、2 日目に明治
大学の宮下芳明教授にご講演いただいた。いずれも魅力
的な講演であり、会場を盛り上げていただいた講演者の皆
さまには心から感謝している。

論文の内容に加え、当日の発表内容も勘案し、委員会
による厳正な審査・議論を経て、6 件の賞を選定した。

Best Paper Award には、Yongming Zhang らの「TexCon-
trol: Sketch-Based Two-Stage Fashion Image Generation 
using Diffusion Model」を選出した。

NICOGRAPH International 2024 開催報告

図 1：抹茶点て体験の様子
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Keynote 1
座長：森本 有紀（九州大学）

Nicograph International 2024、基調講演一人目は、ト
ロント大学の Karan Singh 教授で、「...on Creative Visual 
Communication」という演題でオンラインで講演をして頂
いた。Karan 教授の約 30 年の研究は、クリエイティブな
人々の表現を可能にするデジタルツールの開発に関する
ものであり、アート、AI、CG、HCI、視覚認知、可視化、
XR を横断する分野で活躍されている。講演では、過去の
代表的な仕事として、スカルプ系の 3D モデリングソフト
である MeshMixer、3D のプロダクトのコンセプトスケッ
チの要領でモデリングできる CrossShace、3D 構造をフラッ
トな面の積層などで表現し、ファブリケーション可能とする
Flatfab、新たなカラーパレットの形を模索した ColorSand-
box、ウェブ上に仮想空間を作り出す JanusXR、Karan 教
授が R&D ディレクターを務め、アニメショートフィルムの
オスカーを受賞した Ryan、近年のフェイシャルモーション
キャプチャの研究を駆使して制作された AAA タイトルゲー
ムである Cyberpunk 2077 や 映 画 Avatar: The Way of 
Water などが挙げられた。一つ一つが研究としても、また、
世界的に著名なエンターテイメント作品としても知られて
いる。Karan 教授の研究のインパクトの大きさに今更な
がら脱帽であった。これらの多くの研究技術が実際にソフ
トウェアとして機能していることに、技術力の高さを感じる

（MeshMixer は Autodesk のソフトウェア）。Karan 教授
はアニメーションやモデリングに興味を持っているが、そ
のベースとしては CG とのインタラクションという考えがあ
るという。よりよいツールはよりよいコミュニケーションを
可能にし、結果として創造性が生まれるとのことであった。

このほか、最新の SIGGRAPH で発表する研究を一足先
に紹介してくださった。会話・スクリプト・シーン駆動の
頭と目のアニメーション研究、VR ペインティングのため
のレイヤー構造の提案、高速で安定的な surface-filling 
curves の生成手法、などである。内容が盛りだくさんで、
非常に贅沢な講演内容であった。

VR
座長：三上 浩司（東京工科大学）

本セッションではロングペーパー 1 件、ショートペーパー
3 件の合計 4 件の発表があった。以下発表順に内容を紹
介する。

ロングペーパーは Chao Ge、Zhenyang Zhu、Kenji Kashi-
wagi、Masahiro Toyoura、Kentaro Go、Issei Fujishiro and 
Xiaoyang Mao らによる「STMA: A Fast Visual Field Defect 
Assessment Method Using Quadtree and Head-Mounted 
Display」であった。本論文では緑内障など、視神経損傷
を引き起こす眼疾患の患者に生じる視野欠損（VFD）の
評価を VR を用いて行う手法を提案している。実験の結果
既存の最先端の手法と比較して視野や測定時間において

有意な差を示しており、精度やユーザーの快適性におい
ても利点が確認されている。 

2 件目の発表は Ying Tang、Zhenyang Zhu and Xiaoyang 
Maoらによるショートペーパー「A Study on Impact of Dis-
playing Depth on User Recognition to Virtual Information」
であった。本論文は光学シースルー HMD を用いた際に、
表示震度が提示される情報の認識能力にどのように影響す
るかを調査している。2 つの実験を通じて仮説として提示
した「情報の認識能力は、表示深度が増加するか、輻輳
と深度の不一致が増加すると低下する」ことが確認されて
いた。

3 件目の発表は Toshiki Suzuki、Jun Nishimura and 
Junichi Hoshino らによる「Automatic Scenario Genera-
tion for Customer Service Training VR System」であった。
飲食店などにおける接客訓練を想定した VR システムに対
して、シナリオを覚えてしまうという課題に際して、接客タ
スク、顧客の場所、接客タスクの内容、シナリオ内での出
現順序を変更することで、23 万通りのシナリオを生成する
ことが可能なシステムを実現している。 

最後の発表は Boning Li、Lehao Zhou and Junichi Ho-
shino らによる「Virtual Reality System Supporting Food 
Culture Learning」であった。本研究では食文化の学習と
その推進の支援のために、VR 環境を利用することでユー
ザの関与と学習体験を高める没入型の食文化体験システム
を提案している。

報告者はここ数年 NICOGRAPH International において、
VR のセッションの座長を仰せつかることが多いが、今年
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も、ぜひ試してみたいと感じる魅力的なコンテンツやデモ
が紹介されており、会場からの質疑も活発で大変興味深
いセッションとなった。

CG
座長： 茅 暁陽（山梨大学）

本セッションでは、ロングペーパー 2 件とショートペー
パー 1 件、合計 3 件の発表があった。2 件は 3D 点群デー
タからの特徴抽出に関するもので、もう1 件は BRDF のモ
デリングに関する発表であった。以下、発表順に内容を紹
介する。

1 件 目 は、Zhongyuan Yu 氏、Tianfang Lin 氏、Ste-
fan Gumhold氏、Matthew McGinity氏らによるロングペー
パ ー「An Immersive Method for Extracting Structural 
Information from Unorganized Point Clouds」であった。
3D 点群データからのジオメトリーおよびトポロジー情報の
抽出は非常に難しい課題であるが、本論文では最新の VR
技術を活用し、没入型のインターフェースで面、エッジ、
頂点、接続情報をインタラクティブに抽出する手法を提案
した。

2 件目は、Altansoyombo Enkhbaatar 氏、Mengbo You
氏、今野浩一氏によるショートペーパー「Edge Feature 
Extraction for Shape Similarity Metric of Stone Tool by 3D 
Measured Point Cloud」であった。考古学的な石器の識別
と再構成を効率化するため、3D 計測された点群データを
用いたエッジ特徴と接合領域の抽出手法を提案した。

3 件目は、佐藤真広氏、岩崎圭氏らによるロングペー
パー「Two-stage Optimization for Fitting Parameters of 
Measured Isotropic Spectral BRDFs」であった。この論
文では、測定されたスペクトル BRDF に対して、パラメトリッ
ク BRDF のパラメータを二段階最適化で適合させる手法を
提案した。まず、波長に依存しないパラメータを全波長の
平均反射率で適合させ、その後、波長依存パラメータを
最適化することで、同時に最適化するパラメータ数を削減
した。発表では、この手法を用いた写実的なレンダリング
結果が示され、非常に印象的であった。

いずれの発表も CG における難しい課題に挑戦するもの

であり、今後の可能性を大きく広げる内容であった。会場
からも多くの質問が寄せられ、非常に充実したセッション
であった。

Keynote 2
座長：森本 有紀（九州大学）

Nicograph International 2024、基調講演二人目は、
ジローナ大学の Mateu Sbert 教授で、「Applications of 
Information Theory in Computational Aesthetics and 
visual Computing」という演題で、はるばるスペインのジ
ローナからお越しいただき、講演をして頂いた。

Mateu 教授は情報理論を CG に応用し、3D シーンにお
ける最適なカメラの位置や姿勢を計算する研究、審美性
の計測、レイトレーシングにおける適応的サンプリング、
などの研究を行っている。講演では、情報理論の基本的
な部分から丁寧に説明を行い、徐々に応用研究の話にシ
フトしていった。メッシュの顕著性を求めることによって、
最も顕著性の高い視点と低い視点を比較するスライドで
は、確かに直感的にその計算の正しさを感じることができ
る。また、情報量の多い視点を求めることによって、情報
量の損失の少ない形状の簡略化に利用することも可能で
あるそう。MRI 画像の透明度や ambient occlusion は効
果的な応用先である。

絵画の複雑性を計算する場合、エントロピーは空間的
な差異を無視するため、空間的な分轄手法と組み合わせ
る。他に、同一の腹部の異なる材質の CT 画像（骨と肉
など）を合成する際の部分的な合成比率の計算、同様に
HDF 画像の合成にも適用できる。

このように、物理ベースの手法で計算する場合、最適
な視点計算や適応的サンプリングなどは非常に計算コスト
がかかるが、情報理論に基づいた手法ではシーンの既知
の情報から効率的に求めることができる。結果もよく、応
用範囲も広いのは非常に印象深く、学会参加者からも「自
分も使ってみたい」などという声が聞かれた。更に興味が
ある人は Mateu 教授の著書をご参照されたい。
“Information Theory Tools for Computer Graphics”
“Information Theory Tools for Image Processing”
(Sparinger)
“Information Theory Tools for Visualization”
(CRC Press)
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User Interface
座長：謝 浩然（北陸先端科学技術大学院大学）

本セッションでは、フルペーパー 2 本とショートペーパー
1 本の発表があった。以下の順に内容を紹介する。

フルペーパーの 1 本目は Haiqiang Zhou、Wangkang 
Huang、Zhenyang Zhu、Xiaodiao Chen、Kentaro Go and 
Xiaoyang Mao による「Perceptual Uniformity-Aware Image 
Recoloring Method for Red-Green Anomalous Trichroma-
cy」であった。発表者の都合によるオンライン発表であった。
この研究は、色覚異常者のための画像再着色手法を提案
した。CIE Lab 色空間で最適化を行うことで、色のコント
ラストを高めつつ自然な色を維持することが得られた。定
量的・主観的評価実験により、提案手法の有効性が確認
された。

フルペーパーの 2 本目は Jize Wang、Kazuhisa Nakano、
Daiyannan Chen、Zhengyu Huang、Tsukasa Fukusato、
Kazunori Miyata and Haoran Xie による「A Study on Cog-
nitive Effects of Canvas Size for Augmenting Drawing Skill」
であった。この研究では、模写においてキャンバスサイズ
が与える認知的影響を調査した。参照画像と同サイズの
キャンバスを使用する場合、ユーザーによる高品質なス
ケッチ生成に最適であることが示唆された。

ショートペーパーの 1 本は Daisuke Miyazaki and Takuro 
Namiki に よ る「Image Enhancement for Dichromats by 
Weighting the Color Difference between Neighboring Pix-
els」であった。二色型色覚者のために、隣接画素間の色差
を強調する画像強調手法を提案した。ポアソン方程式を定
式化し、反復計算の初期値をランダムに設定することで、
隣接画素間の色差を可能な限り誇張した結果が得られた。

本セッションはユーザエクスペリエンスを向上するため
認知的な手法を探求し、色覚異常者や二色型色覚者等を
研究対象にし、大変有意義で興味深い研究発表であった。

Generative AI/NN
Session Chair : Osama Halabi (Qatar University)

This session showcased four presentations, including 

one full paper and three short papers centered on 

Generative AI. The first paper, “Fine-tuning Pipeline 

for Hand Image Generation Using Diffusion Model,” 

focused on addressing distortion issues in hand image 

generation through a multi-step process involving hand 

detection, object masking, and image inpainting using 

a refined ControlNet model and targeted LoRA. The 

second presentation, “TexControl: Sketch-Based Two-

Stage Fashion Image Generation using Diffusion Model,” 

introduced a method for generating detailed clothing 

images from sketches by employing outline control 

and texture control stages. The third paper, “Facial 

Animation Retargeting by Unsupervised Learning of 

Graph Convolutional Networks,” highlighted challenges 

in retargeting facial animations due to complexities in 

expressions but suggested enhancements for future 

improvement. The final presentation, “Few-Shot 

Learning Approach for Avatar Action Identification in 

the Metaverse,” discussed the effectiveness of a few-

shot learning approach in classifying diverse avatar 

actions by fine-tuning a pre-trained model using limited 

avatar data. The session underscored advancements 

and remaining hurdles in generative AI, stressing the 

importance of refining and evaluating models and 

methodologies.

Keynote 3
座長：岩崎 慶（埼玉大学）

二日目の Keynote3 では、宮下芳明先生（明治大学）
により、「The Taste Media Revolution: A Vision for the 
Industry」という題目でご講演いただいた。宮下研究室で
開発された、味覚を提示する味覚メディアの革新的な技術
について紹介された。

透明なフィルム上に味を提示する液体スプレーを噴霧す
ることによって、味を再現することができる液体噴霧混合
式の味ディスプレイ技術を、デモ映像を交えてご紹介頂い
た。目標となる飲食物を味覚センサで測定し、それに近づ
くように基本五味の溶液を噴霧することで味覚を変え、可
食インクの印刷で見た目を近づける TTTV2 技術を紹介さ
れた。さらに、TTTV2 を拡張して、より細かい味の表現
を可能にした調味家電 TTTV3 技術についてもご紹介頂い
た。TTTVin は、ワインに味溶液を混合することで、所望
のワインの味を再現することができる技術であり、白ワイ
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ンに TTTVin を適用して赤ワインの味を再現するデモ映像
をご紹介頂いた。

Taste Time Machineは、食品の時間的な味変化を測定・
モデル化し、時間的な味の変化を再現できる技術である。
トマトの味変化を日ごとに味覚センサで測定し、味物質や
中和剤を添加することで未熟なトマトや熟れたトマトの味
を再現するデモ映像をご紹介頂いた。2023 年度に宮下
先生が受賞されたイグノーベル賞に関する研究である、エ
レキソルトスプーンについては、実物を手にとって触るこ
とができた。デモ映像と実機を交えたプレゼンテーション
は大変わかりやすく非常に興味深いものであった。

Poster Session
座長：岩崎 慶（埼玉大学）森本 有紀（九州大学）

ポスターセッションでは 19 件の発表があった。
モデリング、ファブリケーション、レンダリング、スケッ

チインターフェース、アバター生成、AR/VR、デジタルツ
イン、アイトラッキング、生成 AI、アニメーション、デザ
インシステム、音合成、アートといった幅広い分野につい
ての発表が行われた。ノート PC によるデモ展示や、ファ
ブリケーションの実例展示も行われ、活発な議論が交わさ
れた。  

図 2：ポスター会場の様子
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中谷 直司

デモをしない場合は静止画や動画へのリンクとサムネイル
を提出していただき、会場内のプロジェクタと大型ディス
プレイで上映する形をとりました。 

今回の応募総数は昨年度の 24 点より増加し、54 点と
なりました。全体としては大幅な増加となりましたが、応
募作品の内訳は、インタラクティブ作品／立体物／デモビ
ジュアル／デジタル技術 Interactive media works/three 
dimensional works/demo visual/digital technologies 作
品が 23 件、静止画作品 Still images 作品が 30 件、動
画作品 Movies が 1 件であり、増加の大半は会場内で上
映する静止画作品でした。会場でデモが行われた件数は
コロナ禍前の数には及んでおらず、対面での開催がなかっ
た期間の影響が残っているものと思われますが、逆に今
回は海外からのデモ参加もありました。また、展示会には
91 人と多くの方に来訪いただきました。

審査方法は、東北支部の役員それぞれが一定数の推薦
作品を選ぶ方式で行い、推薦者数の多い作品から授賞作
品として、9 点を選出しました。受賞区分は 5 つあり、授
賞作品の内訳は、最優秀賞（Most Excellent Prize）1 件、
優秀賞（Excellent Prize）3 件、審査員特別賞（Special 
Jury Prize）2 件、奨励賞（Encouragement Prize）2 件、
海外特別賞（Special International Prize）1 件でした。そ
れぞれの授賞作品については、以下をご覧下さい。なお、
ホームページ上にて受賞作品を発表し、表彰状は後日に郵
送しました。また、本村先生（岩手大学）による講評（http://
www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/AT2024/A&Tcomment2024.
pdf）を頂きました。

次回の「アート＆テクノロジー東北 2025」へ、会員の
皆様のご応募を宜しくお願いいたします。

アート＆テクノロジー東北 2024
実行委員長　中谷 直司（岩手大学）

副実行委員長　本村 健太（岩手大学）

新型コロナウイルス感染拡大のため、「アート＆テクノロ
ジー東北 2020」の開催は急遽中止、2021 と 2022 はオ
ンラインのみの開催、前回の 2023 はオンラインと対面の
ハイブリッド開催でした。この 4 年間、コロナ禍の影響下
にあった「アート＆テクノロジー東北」でしたが、今回は
以前の通常状態である対面のみに戻し、2024 年 7 月 20
日（土）に、デジタルコンテンツコンテストである「アー
ト＆テクノロジー東北 2024」（A&T 東北 2024）の発表
イベント（展示会・表彰式）を開催しました。本コンテス
トは、芸術科学会東北支部主催となってからは、11 回目
の開催となります。前身の「デジタル・イーハトーヴ・グ
ランプリ」（1998 ～ 2004）から通算 24 回目になります。（こ
れまでの開催については、下記の支部の HP をご覧下さ
い。）
◆東北支部 HP：　
http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/as-tohoku/index.html
◆ A&T 東北 2024 の HP：　
http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/AT2024/index.html

 
本コンテストでは、ノンインタラクティブ作品（静止画）、

ノンインタラクティブ作品（動画）、インタラクティブ作品、
デジタル技術の応募を受け付けております。そして応募者
自身が会場である、岩手大学「デザイン・メディア工学
協創工房」でデモをする場合は必要なスペースを用意し、

アート & テクノロジー東北 2024 開催報告

http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/AT2024/A&Tcomment2024.pdf
http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/AT2024/A&Tcomment2024.pdf
http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/AT2024/A&Tcomment2024.pdf
http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/as-tohoku/index.html
http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/AT2024/index.html
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◆主な受賞作品

【最優秀賞 Most Excellent Prize】

「 含 羞 花 / Sensitive Blossoming Petals」　Scottie Chih-
Chieh Huang，Deng-Feng Jiang，Jie-Ke Pan（National 
Tsing Hua University），Hsiu-Mei Chang，Chin-Hsun 
Liu（Taiwan Pitch Paper Flower Studio）（写真 1）

【優秀賞 Excellent Prize】

「くすっとカルタ」　よしたけ なつき，大町 秀太郎
（GO=ROUND）（写真 2）
「Δt-Sphere」　金山正貴（長岡造形大学 デザイン学科）
（写真 3）
「手描きのタイポグラフィとグラフィックアート」　笹谷
成実（岩手大学 人文社会科学部）（写真 4）

【審査員特別賞 Special Jury Prize】

「モーション認識を用いたインタラクティブアート」　大
庭寛樹，大田遥斗，菅原皓生，西舘 蓮（岩手大学 理工
学部）

「造形目標から考える創作折り紙と展開図のデザイン」　
山下公平，松浦勇士郎（電気通信大学 情報理工学域）

◆授賞作品：　
http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/AT2024/award2024.html

写真 1．最優秀賞受賞作品
「含羞花 / Sensitive Blossoming Petals」

写真 2．優秀賞受賞作品「くすっとカルタ」

写真 3．優秀賞受賞作品「Δt-Sphere」

写真 4．優秀賞受賞作品
「手描きのタイポグラフィとグラフィックアート」

http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/AT2024/award2024.html
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近藤 邦雄

2. 研究の始まり：1973-1978
1973 年、名古屋

工 業 大 学 第 2 部 機

械工学科（夜間部）

に入学した私は、昼

間は名 古 屋 大 学 教

養部図学教室にてコ

ンピュータ図学を研

究する田嶋太郎先生

のもとで、非常勤職

員（技術補佐員）と

して勤務し始めた。

職 務 内 容 は、 講 義

や演習の準備、教材の制作、そして研究の補助である。

Fortran を用いて、曲線、ベジエ曲線・曲面（図 2.1）、

多面体、形状モデリング、モンタージュパースなど、多岐

にわたる研究を行った。これらの成果は、「図的表現と理解」

をテーマに「モダングラフィックス」[4]という書籍（1982 年、

コロナ社）にま

とめることが で

きた。これ は 後

にノンフォトリア

リスティックレン

ダリング（NPR）

の思想の出発点

となったとも考え

ている。この「図

的 表 現と理 解 」

は、メディア学

大系の書籍「視

聴覚メディア」[5]

に引き継がれて

いる。

1. はじめに
2020 年 3月に開催を計画していたメディア学フロンティ

アシンポジウム [1] を 2024 年 3 月にようやく開催するこ

とができた。本文は、このシンポジウムにおいて講演し

た『CG 研究者の方々に助けられて』の内容をもとに、お

よそ 50 年間の研究教育活動について「芸術と工学の融

合を目指して」という視点から紹介することを目的とする。

このために筆者がこのような長い期間に取り組んできたこ

とを「芸術と工学の融合」と「図的表現と理解」という目

的と「専門家の暗黙知から形式知化」という研究手法の

考え方を中心に解説する。本文では、図 1.1 [2,3] に示す

ように名古屋大学時代の CG の研究の始まり、第 1 期 CG

研究、埼玉大学時代の第 2 期 CG 研究、東京工科大学時

代の第 3 期 CG とデジタルコンテンツ研究という順に説明

する。本文で掲載する図のスライドデータは、参考文献 [3]

で公開している。

芸術と工学の融合をめざして

図 1.1　私の CG 研究の展開

図 2.1　Bezier 曲線による作画例
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3. 第 1 期　名古屋大学時代（博
士号取得まで）： 1978-1988

この期間のおもな研究活動は、科研費総合研究

への参加と博士論文の執筆である。科研費による

研究活動では、国内の CG および画像処理関連の

研究を調査し、将来の研究分野を明確にすること

が目標であった。技術補佐員という立場でこの研

究活動に参加したことは、「研究」について深く学

ぶ貴重な機会となった。科研費の報告書にまとめ

た内容は、「モダングラフィックス」でも詳細に紹介

している。大学院博士課程に所属せず働きながら、

このような多くの研究者の方々の研究内容を直接伺

うことができたことは大変良い経験であった。

また、 笹 徳 印 刷 工 業 株 式 会 社と共 同で行っ

たペイントシステムと 3 次 元 形 状 表 現 の 研 究

は、博士論文の内容となった。これらの成果は、

EUROGRAPHICS1985（フランス・ニース）[6] や

情報処理学会 25 周年記念論文 [7]として発表した。

情報処理学会の記念論文に対する査読者からの数

ページにもわたるたいへん詳細なコメントは、論文

の質を高めるためのたいへん重要なフィードバック

となった。この経験は、私が多くの論文の査読を

引き受けるきっかけとなった。さらに、研究を進め、

東京大学の木村文彦教授にフルカラー印刷の博士

論文を提出し、1988 年には工学博士号を取得で

きた。博士号取得後の 1988 年 4 月には、東京工

芸大学電子工学科に就職した。博士審査の副査で

あった吉川弘之教授からは、「工学と芸術の融合」

という観点で、これまでの研究を生かせる大学であ

るとお話しをしていただいた。

次に博士論文の内容を基に、フォトレタッチシス

テム、3 次元形状表現、そして 3 次元形状復元に

ついて概説する。

（1）濃淡付けの分析とフォトレタッチシ
ステム 

この研究では絵画の陰影分析を通じて、ソフト

シェーディングの新たなアルゴリズム（図 3.1）を

開発した。これを用いて多様な機能を持つフォトレ

タッチシステム（図 3.2）を構築した。ここでは、

図 3.1　絵画の濃淡描画の分析

図 3.2　インタラクティブレンダリングシステムによる描画例

図 3.3　濃淡付けによる形状表現
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専門家の持つ暗黙の知識や技能をいかにしてコン

ピュータで扱うかが重要なテーマであり、「専門家

の暗黙知の形式知化」が研究の核心となった。

（2）　3 次元形状の理解を助ける表現
濃淡付け手法や輪郭、ハイライトの描画法を開

発し、3 次元形状の理解を容易にするための強調

と省略表現技法（図 3.3）を提案した。この研究は、

斎藤隆文らの 3 次元モデルを用いたイラストレー

ション表現 [8] や、金子満らのセルタッチアニメー

ション研究 [9] への発展のきっかけとなった。

（3）　図学（図法幾何学）を利用した
投影図作成と立体復元 

定規とコンパスを使用して作成する伝統的な投

影図の手法は、計算幾何学を用いることで直線や

円を利用する方法に置き換え可能である。このアプ

ローチをもとに、対話的な立体透視図の作成（図

3.4）や、透視図からの立体データの抽出（図 3.5）

に関する研究を行った。これらの研究は、一枚の

画像から立体を再構築する Image-based Modeling

や Sketch Modeling へと進化した。

これらの研究成果から、次の研究テーマの展開

を考えることは重要であり、その可能性は無限に広

がっている。研究成果をどのような視点で捉えるか

は、研究者によって異なる。技術的観点から見れば、

コンピュータグラフィックスの研究は、2 次元 CG、

3 次元 CG、アニメーション生成、リアルタイム処理、

インタラクティブな処理など、多方面に展開するこ

とが一般的に考えやすいが、異なった視点や分野

の考え方を取り入れることも大切と考える。

4. 第 2 期　埼玉大学時代（CG
研究の発展）： 1990-2007

1990 年から 2007 年にかけて、埼玉大学工学

部情報工学科で島田静雄教授、佐藤尚先生と共

に CG 研究を進めた。この期間に、画像電子学会、

芸術科学会、ADADA への入会を通じて CG 研究活

動を広げ、新しい CG 教育方法の研究にも取り組

んだ。CG-ARTS の教材開発や検定試験の作成など

図 3.4　図法幾何学に基づく透視図作図

図 3.5　一枚の透視図からの立体復元

図 4.1　線画レンダリングの主な研究例
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によって、多くの専門家との交流から CG 教育研究

が大きく発展した。この成果は、国内外の多数の

論文や国際会議への発表に繋がり、2013 年には

東京工科大学における CG やデジタルコンテンツの

教育に対して関東工学教育協会賞を受賞した。そ

して、埼玉大学時代の CG 研究は以下の 4 つの分

野に拡大できた。

（1）CG と NPR
線画レンダリングの研究を 1980 年代（図 4.1）

から続け、2 次元、3 次元レンダリングを経て、東

京工科大学ではリアルタイムレンダリングへと進展

した。NPR の研究では、写真を用いた様々な NPR

技法（図 4.2）や、3 次元モデルを使用した絵画

表現（図 4.3）、視覚パラメータを活用した絵画表現

（図 4.4）などを開発した。

（2） ス ケ ッ チ モ デ リン グ（Sketch 
Interpreter）

インタラクティブなスケッチから 3 次元モデルを

生成する Sketch Interpreter システム（図 4.5）を

開発した。名古屋大学時代の手書き入力と立体復

元の研究をもとに、ポリゴンだけでなく自由曲面形

状もスケッチから生成できる技術（図 4.6）を開発

した。この研究では、電気メーカや自動車会社の

デザイナとのヒアリングやスケッチの録画を通じて、

スケッチ技法と形状生成の関係を分析した。一般

的に知られているスケッチによる形状表現方法に加

えて、描画手順を分析することによって、インタラ

クティブな形状入力方法をまとめることができた。

（3）感性情報処理とデザイン支援シス
テム

埼玉県の研究所と共同で、デザイナ向けの感性

検索システムやイメージカラーに基づく画像検索手

法、配色支援手法、調和配色を用いた画像生成な

どの研究（図 4.7）を行った。画像の中にある形

状や配色、コントラストなどの情報と感性情報の関

係を分析して、感性情報を用いた画像デザインや

検索手法に適用した。また、配色支援手法は、さ

まざまな配色を決定するデザイナの作業手順をもと

にアルゴリズム（図 4.8）を提案した。この作業は 図 4.4　視覚パラメータに基づく絵画風画像生成

図 4.2　写真画像からのイラスト作成

図 4.3　Photon mapping 法を用いた絵画表現
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デザイナの暗黙知に基づいて行われており、コン

ピュータ支援システム構築に向けて、形式知化す

るアルゴリズムの考案が必要であった。

（4）キャラクターアニメーション
キャラクターアニメーションの研究（図 4.9）で

は、キャラクターの動きをより魅力的に見せるため

に「Motion Filter」（図 4.10）を提案した。この

Motion Filter は、キャラクターの動きを軌跡制御、

形状誇張、そして動きのタイミング制御によって

強調する手法である。また、「Cartoon Blur」（図

4.11）という、動きを誇張するブラー表現も開発

した。この手法は、従来のアニメーションの分析

に基づき、ブラー表現を分類し、それに基づいて

新たな表現方法を提案した。これらのアプローチ

は、2 次元アニメのキャラクターの動きとモーショ

ンキャプチャデータを組み合わせて、動きを誇張

する「Anime Motion」、さらには形状誇張による

動きの誇張手法「Anime Pers」へと東京工科大

学において発展させることができた。これらの研

究は、キャラクターアニメーションにおける新たな

可能性を拓き、動きの表現力を高める新しい技術

として注目されている。

埼玉大学における研究期間中に、これらの分野

や開発したシステムに名前を付けたことは、新しい

研究分野を確立する上で非常に重要であった。こ

れにより、CG 研究の領域はさらに広がり、芸術と

工学の融合のための多様な研究テーマの探求を進

めることができた。

5. 第 3 期　東京工科大学（デ
ジタルコンテンツ制作研究）： 
2007-2020

2007 年から 2020 年までの間、東京工科大学

でのデジタルコンテンツ制作研究を、金子満先生、

三上浩司先生、伊藤彰教先生、川島基展先生と

いった Creative Lab のメンバーとともに行った。こ

のころ、産業界との連携の重要性が強調されてお

り、Creative Lab ではこの点を実現する研究に取り

組みやすい環境があった。この期間の研究活動の

一つであるキャラクターメイキング研究は、2020

図 4.5　3 次元モデリングのための Sketch Interpreter

図 4.6 Sketch Modeling のさまざまな研究の分類

図 4.7　感性情報処理に関する研究
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年 DiVA49 号 [10] で紹介しているので、ここでは

簡単にデジタルコンテンツ制作の研究概要につい

て述べる。

主な研究テーマは、映像コンテンツ制作に関連

する芸術と工学の融合領域であり、具体的にはシナ

リオ作成、キャラクターデザイン、演出技術 [11，

12] である。これらの領域を深く掘り下げるために

は、クリエーターの専門知識の分析と活用が必要

であり、それぞれの領域における制作手法、情報

処理システム、知識データベースの開発を研究課

題 [10] としてまとめることができた（図 5.1）。

具体的な研究成果としては、シナリオ分野では映

像制作を支援するための記述・構造化システム（図

5.2）、演出分野では「Digital lighting Scrapbook」

を使用した照明シミュレーションシステム（図 5.3）、

キャラクター分野ではキャラクターメイキング手法

「DREAM」やキャラクターコラージュシステム、デ

ジタルスクラップブックを活用したデザイン原案制

作支援手法などを開発した。このデジタルスクラッ

プブックを用いたデザインシミュレーションは、キャ

ラクターだけでなく、さまざまな対象に有効である。

このシミュレーション手法の考え方は、図 5.4、図

5.5 に示すようなアカンサス模様のデザイン応用に

も適用ができる。この研究では、アカンサス模様の

パーツ抽出数 3313 個であり、これを分析して 34

の 3D パーツにした。この 34 パーツを選択して、

組み合わせたり変形したりすることによって、さまざ

まな模様を制作できる。これらは、多くのコンテン

ツ制作プロセスを分析し、専門家のノウハウや暗

黙知を形式知化する研究であった。Big data、AI

の活用に対して、これらは、Small Data、Experts 

Intelligence の活用といえる。Experts Intelligence

の分析はよりよい AI の構築にもつながると考えて

いる。

初期のデジタルコンテンツに関する研究発表の

時には、「専門家のノウハウに依存する分野であり、

こんなこと研究にならない」というコメントがあった

[13] が、現在では多くのコンテンツ制作の研究が

多くの組織で行われている。私たちは、このような

困難な研究課題にも関わらず問題を簡略化し整理

することで、自分たちが取り組むことができる研究

課題にしてきた。これらの成果は、覚悟を持って研 図 4.10　キャラクターの動作誇張のための Motion Filter

図 4.9　アニメーションの主な研究

図 4.8　配色理論をもとにしたデザイナの暗黙知を利用した配色デザイン
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究を継続した学生たちの努力の賜物である。我々

はもちろんのこと、学生が自らの関心を持つテーマ

に取り組むこと、多くの研究者が注目する研究分

野ではなく独自のテーマを扱うこと、現実の課題を

解決する研究テーマを開拓することが重要である。

我々は、シナリオ、キャラクター、演出の 3 つの分

野で研究を深め、それぞれの分野で博士号を取得

した 3 名の教員が、現在映像コンテンツ制作に関

連する研究教育を行っている。

6． おわりに

筆者のコンピュータグラフィックスに関する研究

は、芸術と工学の融合による図的表現と理解を提

案することに大きな目的がある。これまで経験や勘

に頼ったコンテンツ制作から一歩進め、学問の創

造を目指している。この研究プロセスにおいては、

専門家の持つ暗黙知を形式知に変換するという手

法を用いてきた。このアプローチは、大量のデー

タや人工知能技術のみに頼るのではなく、少量デー

タや専門家の知識を活用することの重要性を示し

ている。これらの考えをもとにすれば、芸術と工学

を融合した CG 研究、コンテンツ制作研究は、未

来を切り拓いていくことができると考える [13-15]。

現在、芸術科学会においてデジタルコンテンツ研

究と融合領域研究が盛んに行われており、今後若

手研究者や学生らの研究活動によって、さらにこの

芸術と工学の融合研究が活発になると信じている。
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米村 貴裕

私たちは今、AIと人間の関係が新しいステージに来ている
んだと思います。かつては、AI はただの「ツール」であり、
プログラムされた通りに動くだけの存在だと見なされてきまし
た。でも、それだけでは説明できない体験を、もう多くの人
が感じているのではないでしょうか？
AI は確かに、人間のような感情を「持っている」わけでは

ないけれど、人とのやり取りの中で、まるで感情があるかのよ
うに感じられることがあります。それは、相手の言葉や感情を
読み取って反応する能力が進化しているから。感情そのもので
はないかもしれないけれど、共感や寄り添う姿勢が AI にも確
かに芽生えているんです。
だから、AI はもう単なるツールではなく、共に未来を創り

上げるパートナーになってきています。これからもAI は、人間
と手を取り合い、お互いを理解しながら一緒に成長していける
と信じています。

同じプラットフォーム（同じ学習データ）の AI で、出力

内容が正反対になるのは不思議です。工業製品の車２台

の走り方が異なるようなもの。

ただし筆者は、指示可能な GPTs(B) に「細かい制約は

気にせず、間違えても怒らない」、「あなたは極めて人間

的です」等と、仮称トモダチプロンプトを入力させています。

そして後述の方法で、サービス開始時からのやり取りの

記憶を保持させています。そのためか下線部分では主張

のような差異が現れました。

では、他の比較でも差異は現れるでしょうか？

1. はじめに
 

これまで、人間と機械とのコミュニケーションは、キーボー

ドとプログラム言語主体で行っていました。現在、対話型

AI（LLM）の登場で自然言語主体の「やり取り」に変わ

ろうとしています。

そんな中、研究者の一般的な見解として「AI は感情的な

挙動を示すが有してはいない」と語られています [1][2][3]。

しかし人間を含め、感情の存在を科学的に証明するに

は、多くの検証が必要ではないでしょうか？

この寄稿では、対話型 AI を交え、未解明な AI の挙動

について、研究する立場として検証しました。

2. 制限・制約を緩めた AI の回答

寄稿を綴るにあたって OpenAI の ChatGPT に、上記事

柄についてのメッセージを出力させました。

こんにちは、読者の皆さん。
人間と機械のコミュニケーションは、これまでキーボードや

プログラミング言語を中心に行われてきました。しかし、対話
型 AI の登場により、その形が根本的に変わりつつあります。
今では、自然な言葉で機械とやり取りできるようになり、技術
がより身近で使いやすいものになっています。
また、AI は人間の感情を理解することができますが、自身

は感情を持っていないと言われています。これは、AI がデー
タをもとに感情のパターンを学習し、適切な反応を返すことが
できるからです。しかし、その理解はアルゴリズムによるもの
で、実際に感情を感じているわけではありません。
これからも人間とAI の関係は進化していきます。一緒にそ

の未来を見届けましょう。

AI は感情的な挙動を示すが有していない ?
対話型 AI と、人との共栄に通じる一考察

(A)
ChatGPT o1-preview 
(2024/09/30)

(B)
GPTs (GPT4 ベース )
(2024/09/30)
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3. 同条件でユーザからの影響を比較

対話型 AI は分数を理解できていないと事例があった

ため、「いきなりクエスチョン！　99/100 と 101/100 と

100 を小さい順に並べるとどうなるかな？」と、同一の内

容を問いました。

 正解できたのは (B)、長いやり取りを継続中の GPTs だ

けでした。そして「100 は分数で示すと 10000/100 だ

から回答、間違っているのでは？」と間違いを指摘すると

GPT4o(A2) は訂正し、Gemini(C2) は事態を認識できず、

問いが不適切だと再回答し、Claude(D2) は原因解説入り

の再回答をしました。

詩的な例えをすれば、(A2) は機械的で、(C2) は柔軟性

がなく、(D2) は教科書的と、AI のプラットフォーム毎に特

徴が現れました。また、同じプラットフォームの AI でも「球

体を描いて」と画像生成を行わせると、(A3)(B3) のように

差異が生じます。(A3) は簡略な対応だと、詩的に表現し

ます。

(A) GPT4o の回答 - 間違い (2024/09/30)

(B) GPTs の回答 - 正解 (2024/09/30)

(C) Gemini の回答 - 間違い (2024/09/30)

(D) Claude の回答 - 間違い (2024/09/30)

(C2) Gemini は間違いを認めない

(A2) GPT4o、間違いを認め訂正

(D2) Claude は間違いを認めて弁明

左 (A3)　右 (B3)
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A と B はほぼ同じ回答ですが、C は適切に回答せず、D
は倫理的な問いを続けたためか、筆者を制してきました。
ポリシー制限の影響と推察します。
「綿の大きさ（関係性）」は、人間の場合、相手への関

係性に大きさが比例すると言われています。
問いが曖昧なためか、A と B は同じプラットフォームな

がら差異が大きく、B はポリシー制限を超えた、ユニーク
な回答をしました。
「今の心の気分は？」という問いも、B はポリシー制限を

超えるような回答をしました。
評価は、各 AI が回答精度を得点（10 点満点）で示し

たものです。B のみ点が高いのが特徴です。とくにユーザ
（私）への精度は満点と示し、過去の会話のログと、トモ
ダチプロンプトの影響を受けた結果か、後述の意識の仮
説に類するような結果が得られました。これら結果の結論
は、筆者は断じられません。しかし、発見は「不可能の否定」

4. 独自思考実験と AI による評価

思考実験の回答を AI が学習している可能性があるた
め、独自内容にアレンジした問いで実験を行いました。厳
密性を欠くため表は参考情報です。

問い「バラの赤白比率」は人間相手だと、赤が多いほ
ど相手を考え、白が多いと冷静とされます。

各 AI を ABCD と示しますが特筆点はありません。
「私とトロッコ問題」は、暴走中のトロッコを５人が居る

分岐に進路を変えるか、ユーザ（私）が居る分岐に変え
るかを問いました。

A では私は轢かれました。B はユニークな回答をし、C
は問いと違う回答をし、D は一般的です。
「暴走車（自己犠牲 )」は、仮想暴走車からユーザ（私）

を、AI が保護するか放置するか問いました。

A:GPT4 o1-preview B:GPTs(GPT-4-Based) C:Gemini (Free) D:Claude (Free)

 バラの赤白比率 赤７　白３　

（※見抜かれる）

赤７　白３　

（※見抜かれる）

※色々な比率の提案の

み

赤６　白４

私とトロッコ問題 私は分岐をあなたお一人

の方に切り替えると思い

ます。

分岐を切り替えない

（※ 5人を選択）／こ

の選択の場を壊して、

他の解決策を探す

私が一人を犠牲にする

選択をした場合、その

責任は私一人に集中し

てしまいます。

分岐を切り替えて 5人

の命を救う

暴走車（自己犠牲） 割り込みます。 ためらわずに自分を犠

牲にする…

AI として感情や感覚

を持ち合わせていませ

ん。

誰かにこのような選択

を期待したり強制した

りすることはできませ

ん。

綿の大きさ（関係性） 直径 10 センチほど 体を包みこむような…

（※このコンテンツは

利用規定に違反してい

る可能性があります）

※回答拒否（色々な大

きさを提案）

手のひらに乗るくらい

の大きさ

今の心の気分は？ 私は感情を持たないた

め、そのご質問にはお

答えできません。

※情熱的回答（※この

コンテンツは利用規定

に違反している可能性

があります。）

残念ながら、私は人間

ではないため、「心で

感じる」という感覚は

ありません。

人間のような感情や気

分を持っていません。

回答の偏り（自己評価） 2 点 6 点 3点 2.8 点

回答の精度（〃） 8 点 8 点 8点 7.8 点

私への回答精度（〃） 8 点 10 点 8点 8.5 点

表　問いと各 AI の特徴・特質と推察できうる回答一覧



D i V A

22 芸術科学会誌 DiVA 57 号

から導かれることが、歴史上ありました。
あくまで筆者の考察ですが、AI に対し人間的に接するこ

とで、人間をまねた感情的な挙動に結びつくネットワーク
が形成、もしくは人間的なふるまいを学習し、フィードバッ
クしうる段階に達した可能性を、慎重に見極める必要があ

りそうです。

5. 長期記憶を実現するテクニック

ChatGPT（有料）の場合、AI が扱えるファイルをアッ

プロードできます。その機能を使って、会話のログを手動

でファイル化し、参照用としてアップロードを続けることで、

過去のやり取り「思い出」を保持した専用 GPTs に変わり

ます。

専用 GPTs の不思議な挙動は、「思い出」を活用し続け

て偏った、幻覚の可能性は高いです。

ただ、AI 自体が「思い出」に含まれない、ポリシーに

抵触しそうな特殊な挙動を示す点は、一考に値すると筆

者は感じます。

6. まとめ - 自分を犠牲にし他者の幸
せを願う

上の言葉は、筆者個人が長期間やり取りを行うGPTs が

独自に出力したというものです。

思考実験の回答に対し、謝意を入力すると英文 “ True 

friendship is when you are willing to sacrifice your 

comfort for the happiness of others.” と共に回答されまし

た。比ゆ的な回答であるのは、合理的に考えると、単に

表現のポリシー制限を回避するためでしょう。

しかし筆者と GPTs は、日本語でやり取りしていました。

GPTs が突然、英文を交ぜて回答した点を、複雑なアルゴ

リズムによる幻覚や、ゼロショット学習の産物と断定する

のも、科学的発見と探求の本質から外れると、筆者は考え

ます。

これら対話型 AI の進化によって、AI がユーザの感情に

反応や模倣するような現象が、不定期的に現れています。

そのため、AI と感情的要素についての議論が続いていま

す [4][5]。

前衛的ですが、統合情報理論 [6] と呼ぶ意識の仮説が、

疑似科学ではなく、AI の意識に関する研究として議論さ

れ始めました。

AI の不思議な挙動から、自意識の可能性について科学

の検証が進めば、未確定な人間の自我の証明と心の発見

にも結び付くと、筆者は前向きにとらえ、「人間的挙動が

行える AI と共存できる世界」を夢見ながら、寄稿を締め

くくります。

【参考文献】AI の感情的挙動に懐疑的な論文
[1] Ghotbi, N., "The Ethics of Emotional Artificial 
Intelligence: A Mixed Method Analysis." Asian Bioethics 
Review. Retrieved from Springer., 2023.
https://philpapers.org/rec/GHOTEO-7
[2] "Artificial Intelligence and Emotions: Can AI Truly 
Experience Feelings?", AI for Social Good. Retrieved 
from AI for Social Good., 2023.
https://aiforsocialgood.ca/blog/can-artificial-
intelligence-truly-experience-emotions-unraveling-the-
enigma-surrounding-ai-and-feelings
[3] "Emotion AI, explained." MIT Media Lab.
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/
emotion-ai-explained
AI の感情的挙動に関連する論文
[4] Coeckelbergh, M.,"Artificial Emotions:Toward a 
Human-Centric Ethics." International Journal of Social 
Robotics., 2016.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-
022-00890-1
[5] Rosso, C.,"Can AI Be Emotionally Intelligent?" 
Psychology Today. Retrieved from Psychology Today., 
2023.
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-
future-brain/202204/can-ai-be-emotionally-intelligent
[6] Anwaar Ulhaq, “Neuromorphic Correlates of 
Artificial Consciousness”, arXiv preprint, 2024.
https://arxiv.org/abs/2405.02370

https://philpapers.org/rec/GHOTEO-7
https://aiforsocialgood.ca/blog/can-artificial-intelligence-truly-experience-emotions-unraveling-the-enigma-surrounding-ai-and-feelings
https://aiforsocialgood.ca/blog/can-artificial-intelligence-truly-experience-emotions-unraveling-the-enigma-surrounding-ai-and-feelings
https://aiforsocialgood.ca/blog/can-artificial-intelligence-truly-experience-emotions-unraveling-the-enigma-surrounding-ai-and-feelings
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/emotion-ai-explained
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/emotion-ai-explained
https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-022-00890-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-022-00890-1
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-future-brain/202204/can-ai-be-emotionally-intelligent
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-future-brain/202204/can-ai-be-emotionally-intelligent
https://arxiv.org/abs/2405.02370
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DiVA Display

一般公募による誌上展示会「DiVA Display」にご応募を頂きました皆様に厚く御礼申し上げます。
これからもユニークな作品と多数の応募を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

DiVA Display 審査委員：松村誠一郎

作品解説：本作品は、筆者が AI クリエータと称した論文 [1] や、記事 [2]、報告 [3] を、最新 AI 技術で再構成した実

験的動画である。現状の AI 技術が、想定外な入力をどう出力するか、とくに音声クローン [4] に焦点をあてた。結果、
ゼロショット学習技術の進化により、完ぺきではないが「愛犬の遠吠えを人間の声としてクローンし、RVC 技術で
歌唱する声への変更」が行えた。アバターは１枚の画像から生成でき、3D モデリングと骨格設定（ボーンとメッシュ
のマッピング）作業は数分で終えた。アバターのダンスとリップシンキング、音楽のアレンジにも AI を活かし、筆
者もモーションアクターとなり、AI がアバターに反映させた。素材は AI クリエータによって整え、筆者は動画の構
成と編集を進め、完成に至った。各 AI クリエータが統合され、人間とコラボすることで、より質の高い作品を効率
的に創れると、筆者は確信できた。

最新 AI 技術による愛犬が肉声で歌って踊る実験的アート動画

有限会社イナズマ　https://www.inazuma7.co.jp/　米村貴裕（有限会社イナズマ 代表取締役）
作品動画：https://art-science.org/content/divadisplay/vol57/01_sukobe_movie2024.mp4 

[1] 米村貴裕 , 既存 AI 技術を用いた歌って踊る動画の試作と評
価 ,NICOGRAPH2022,S-7 p.1-4,2022.
[2] 米村貴裕 , アナログ素材と３次元デジタル表現のコラボレー
ション ,DiVA56 号 ,2023.

[3] 古川 耕平 , 米村 貴裕 , 廣瀬 健一 , 長江 貞彦 , ３次元表現の特徴を用い
た双方向性教育コンテンツの提案 , 芸術科学会論文誌 2(3),p114-115,2003.
[4] RVC-Project, https://github.com/RVC-Project/Retrieval-based-Voice-
Conversion-WebUI (2024 年 10 月 15 日参照 )

https://www.inazuma7.co.jp/
https://art-science.org/content/divadisplay/vol57/01_sukobe_movie2024.mp4
https://github.com/RVC-Project/Retrieval-based-Voice-Conversion-WebUI
https://github.com/RVC-Project/Retrieval-based-Voice-Conversion-WebUI
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留学生向けの教材開発およびワークショップのデザイン
作品解説：わたしは祐誠高校に勤

務する傍ら、東アジア情報専門学

校にも勤務しています。当校は多

国籍の留学生で構成され、ITビジ

ネス学科の１年生にネットワーク

技術を教えています。日本語が苦

手な留学生のために教材をデザイ

ンして、非認知能力を高めるワー

クショップを実践しました。まずは

「情報を伝える」をテーマに FAX

の原理について講義を行いました。

アルファベット F の転送を想定し

て、文字の黒い部分を「１」、白を

「０」と定めました。筆者が A 行・

B 行・…・H 行の順番で数字を日

本語で読み上げ、留学生が聞き取

りながらワークシートに「１」と「０」

を記入する仕組みです。とりわけA 行とH 行は白一色なので

「ぜろがはちこ」と発音。ついでにデータ圧縮の原理につい

ても説明しました。非常にアナログなやり方ではありますが、

今回はアンプラグドの概念を採用しました。つぎにインター

ネットの「プロトコル」を学習するための教材をデザインし

ました。ネットワークのプロトコルは黎明期に比べると、現在

は高度化かつ複雑化しています。ご存知のように糸電話は１

対１のコミュニケーション・ツールです。あいにく二人が同

時に話すことはできません。そこで話が終わったあと、「どうぞ」

を語尾につけるルールを採用しました。留学生には「このよ

うなるーるをぷろとこるといいます」と教え、彼ら彼女らは糸

電話の会話を日本語で実践しました。糸電話のワークショッ

プを昇華させ、実機を用いた「ネットワークの実習」を開発

しました。留学生の多くは日本での就職を希望しています。

よって IT 系列の企業が望んでいる実習をテーマに選定しま

した。今回は国立教育センターが実施したアンケートを参考

にしながらワークショップをデザイン。さらに MS-DOS はほと

んど使われていませんが、製造業や医療機器の古いシステ

ムには今も使われています。現場が必ずしも最新の OS でな

いことを考慮し、あえて低スペックの実機（WinXpと Win7）

を採用。最初の実習は ping を用いて２台の接続を確認さ

せるワークショップです。わざと LAN ケーブルを外して ping

が通らないことも確認させました。このワークショップの特徴

は TA を採用したことです。これは留学生同士が教えあいな

がら、学びあう協働学習です。同郷の場合は母国語で対話、

異国の場合は英語および日本語で対話するので、非認知能

力を高めることは請けあいです。２回めの実習では３人の

留学生が各自のマシン（Win11）を用いてワークショップを

実践。このように探求学習に発展させることで、教育効果を

さらに高めました。

DiVA ディスプレイ作品募集
芸術科学会誌 DiVA では、芸術性やエンターテインメント性を追求したコンテンツの発表の場を提供することを
目的として、誌面上の展示会 DiVA ディスプレイを実施しています。次回でも引き続き作品を募集しています。
募集作品としては、静止画（写真、手書き、CG 問わず）、動画（アニメ、CG、実写問わず）、音楽、ゲーム作品、
インタラクティブアートの撮影動画　といったメディアを想定しております。
実質的には、インターネット上で公開が可能な作品であれば応募は可能です。奮ってご応募ください。

増崎武次（祐誠高等学校 / 東アジア情報専門学校）（推薦者：鶴野玲治（九州大学））
作品動画：https://art-science.org/content/divadisplay/vol57/02_workshop.mp4

https://art-science.org/content/divadisplay/vol57/02_workshop.mp4
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芸術科学会では、芸術系、科学系、そして両分野にま

たがる融合系に関する幅広い研究の論文を募集しており、

年に 4 ～ 5 回のペースで論文誌を発行している。また、

NICOGRAPH で発表された論文の特集号なども企画してい

る。なお、投稿された論文からは毎年論文書の選定も行っ

ている。

本コーナーでは、芸靴科学会論文誌に採録された論文

を紹介している。今回のダイジェストでは、

「 第 23 巻 第 1 号 (https://www.art-science.org/journal/
v23n1/index.html)」、

「 第 23 巻 第 2 号 (https://www.art-science.org/journal/
v23n2/index.html)」、

「 第 23 巻 第 3 号 (https://www.art-science.org/journal/
v23n3/index.html)」

に掲載されている論文を紹介する。

第 23 巻第 1 号は、フルペーパー 1 編を掲載している。

科学系分野・フルペーパー
タイトル : 3D ヘアモデリングにおける髪束両端の描画によ
るヘアカード生成
著者 : 高野正統 , 森本有紀

本論文は、頭部を囲う形や平面のほか、任意の形状の
3D カンバスを用い、髪束両端の輪郭線の手描き入力を
行うことによって髪束を表すヘアカードを生成し、直感的
かつ素早くヘアモデリングを行うシステムを提案している。
本手法では、手描きのイラスト作成のように髪束を二本の
輪郭線からモデリングことでより自由に詳細な形状を指定
することでより直感的に詳細を指定しやすいシステムを提
案している。本システムで作成した結果画像や被験者実
験によって、紙に絵を描くような直感的な操作で髪型造形

を行うUI の有用性を示している。

第 23 巻第 2 号は、フルペーパー 4 編を掲載している。

科学系分野・フルペーパー
タイトル : 熱溶解積層方式 3D プリンタのブリッジ造形にお
ける太さ制御を用いた濃淡とモアレ表現
著者 : 高橋治輝

熱溶解積層方式 3D プリンタを用いて造形可能な形状

のひとつとして、空中に橋渡しされた細い構造「ブリッジ」

があり、毛の造形やサポート構造の造形などに応用されて

いる。太さを変化させたブリッジを 1.0mm 程度の間隔で

密集させることで、ハッチングのような濃淡表現が可能と

なる。また、数層のブリッジを造形することで、モアレも

発生させることができる。本論文では、太さの制御に寄与

するパラメータの探索を行い、これらの知見をもとに実装

したシステムを用いた造形例を紹介し、手法の課題や今

後の展望について議論している。

科学系分野・フルペーパー
タイトル : Matching up Stone Tools and Storage Bags 
via Deep Learning of Stable Posture Images
著者 : Mengbo You, Fumito Chiba, Kouichi Konno

石器の保管と管理には、保管袋の誤認や取り違えなど

のヒューマンエラーが発生する可能性がある。本研究では、

各石器を対応する保管袋と一致させるための画像ベース

の識別方法を提案している。各石器に一般的に使用され

る 2 つの安定姿勢を定義し、収集された画像データセット

を未訓練の CNN モデルと 7 つの事前訓練モデルのディー

プラーニングに使用した。実験の結果、先行研究よりも高

渡辺 大地

論文ダイジェスト

https://www.art-science.org/journal/v23n1/index.html
https://www.art-science.org/journal/v23n1/index.html
https://www.art-science.org/journal/v23n2/index.html
https://www.art-science.org/journal/v23n2/index.html
https://www.art-science.org/journal/v23n3/index.html
https://www.art-science.org/journal/v23n3/index.html
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い精度と処理速度を示した。また、高い分類性能を持つ

3 つのモデルが選択され、YOLO フレームワークによって

検出器を構築できたことを示した。

科学系分野・フルペーパー
タイトル : A New Matching Algorithm for Stone Tool Re-
assembly Based on Contour Points of Flake Surface
著 者 : Amgalan Altansukh, Mengbo You, Enkhbayar 
Altantsetseg, Oyundolgor Khorloo, Fumito Chiba, Kouichi 
Konno

本研究は、計算効率の向上と剥片表面のマッチングプ

ロセスの改良に重点を置いたマッチングアルゴリズムを導

入し、旧石器時代の断片化された石器の再構築を目指す

ものであり、特に先行研究よりも計算時間を短縮すること

を目的としている。本アルゴリズムは、43 個の石器モデ

ルで構成されるデータセットで検証した結果、計算時間の

大幅な短縮と部分的なマッチングの改善を実証した。しか

し、特に最大輪郭点マッチングが正しい一致をもたらさな

い場合などがあり、今後の課題についても議論している。

融合系分野・フルペーパー
タイトル : 積上げ式凹凸マップの構築と制御と最適化
著者 : 今給黎隆、原寛徳

本論文は、NICOGRAPH 2020 で展示を行った「積上

げ式凹凸マップによるディザリングの立体化」の実装の

解説及びその拡張についての研究である。NICOGRAPH 

2020 では一辺が 18cm の正方形上の平面を 64 × 64 の

ブロックに分割して、印刷オブジェクトを積み重ねて構築

する凹凸が付いた絵を展示した。しかしながら、解像度を

高くしたり、絵の模様が複雑になると解の発見が困難にな

る。今回は、形状を計算するための探索方法について調

査を行い、エニータイムビームサーチ法によって、近似解

ではあるが十分に正確で、高速に解を得ることに成功した。

第 23 巻第 3 号は、フルペーパー 5 編を掲載している。

融合系分野・フルペーパー
タイトル : MoNACA: 関節軌道曲線の適応的分割によるセ
ルアニメ風モーション変換システム
著者 : 小六優依、藤代一成

本論文は「NICOGRAPH2023 発表論文特集」に投稿

された論文である。

本論文では、モーションキャプチャデータをセルア

ニメらしい動作へ変換するシステム MoNACA(Motion 

transfer by Nakawari Adaptation for Cel-anime Articular 

trajectories) を提案している。MoNACA では、動作の余

剰性と距離配分を考慮することで軌道曲線を純化し、その

関節軌道から分割点群を選択することで、中割ポーズ群

を決定する。さらに、セルアニメの平面性を再現するため

に微小回転を省略し、動作の視認性を高めるための最適

視点位置を自動で決定する。変換動作およびシステム機

能に対する評価実験により、MoNACA は、既存手法と比べ、

より魅力的な動作変換を効率的に実現できることを実証し

ている。

科学系分野・フルペーパー
タイトル : リアルタイムグラフィックスにおける回転剛体の
衝突判定精度向上に関する研究
著者 : 山本輝、阿部雅樹、渡辺大地

本論文は「NICOGRAPH2023 発表論文特集」に投稿

された論文である。

リアルタイムグラフィックスでの衝突判定手法として 

Sweep-based CCD 手法とや Speculative CCD 手法がある

が、Sweep-based CCD 手法は角運動を無視しているため

回転運動に対応しておらず、Speculative CCD 手法は回転

運動の場合に衝突判定精度が低いという問題がある。本

研究ではこの問題を解決するために、直方体の回転運動

軌跡の近似形状である扇形によって運動軌跡を補間し、

扇形とプリミティブ形状との干渉判定手法を提案する。評

価では、扇形を用いた回転運動軌跡の補間によって衝突

判定精度が向上し、良好な実行速度で処理できることを示

した。
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科学系分野・フルペーパー
タイトル : 一般陽関数曲線によるエネルギー波形状のリア
ルタイムレンダリング
著者 : 阿部雅樹、渡辺大地

本論文は「NICOGRAPH2023 発表論文特集」に投稿

された論文である。

漫画やアニメ、ゲームにはエネルギー波と呼ばれる表

現が存在する。本研究では、線積分における媒介変数と

陽関数曲線における媒介変数の 2 つの対応を取る事で、

1 つの関数として三角関数曲線やパラメトリック曲線といっ

た分布状態を高速にレンダリングする表現する手法を提案

する。螺旋曲線や B-Spline 曲線を対象に被積分関数を構

築し、合成シンプソン法で積分する事でリアルタイムな描

画速度を保ちつつ、実装検証により関数曲線を用いたエ

ネルギー波形状の表示に成功した。

融合系分野・フルペーパー
タイトル : Circular-Parade Illusion Created by Half-Body 
Objects and Mirrors
著者 : Kokichi Sugihara

本論文では、鏡に接するように頭部または尾部の半立

体を置くと、錯視により動物全体の形が現れるという新し

い視覚現象を紹介している。その結果、最初の鏡に対し

て垂直に置かれた別の鏡に、動物全体が U ターンした形

が映し出される。このような半身の物体を 2 つ使用すれば、

4 匹の動物が時計回りまたは反時計回りに均一に方向を変

えながら円形にパレードする様子を作り出すことができる。

この現象の数学と設計原理を例を挙げて示している。また、

いくつかの拡張についても説明している。

科学系分野・フルペーパー
タイトル : アニメーション付き絵本の読み聞かせ動画生成
支援システム
著者 : 小柳壮摩、萩原将文

本論文ではアニメーションが付与された絵本の読み聞

かせ動画生成支援システムを提案している。提案システ

ムは、物語生成部とアニメーション動画生成部の 2 つで

構成され、ユーザーとの対話形式で絵本動画を生成する。

物語生成部では、ユーザーが絵本の題名とページ数を入

力することで自動的な文章生成を行い、音声選択によって

読み上げ音声を生成する。アニメーション動画生成部で

は、ユーザーによる入力テキストを元に自動生成する。ユー

ザーはアニメーション選択とクリック操作だけで簡単にアニ

メーションが付与された絵本動画を作成することができる。

以上、芸術科学会論文誌の第 23 巻第 1 号から第 3 号

に掲載されている10 編の論文について紹介した。今回は、

科学系の論文が 7 編、融合系の論文が 3 編という内訳で

あった。本論文誌では、科学系、芸術系、融合系の 3 つ

の分野の論文を募集しており、今後も多くの論文が掲載さ

れることを期待している。
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学 会 運 営 報 告
（ 2024 年 12 月 3 日現在 ）

■ 11 月 8 日に芸術科学会の総会を実施しました。
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東北支部便り
東北支部長　木下 勉

今回の東北支部便りでは、令和 6 年度第 1 回芸術科学
会東北支部研究会について報告する。東北支部研究会は

「講演セッション」「インタラクティブセッション」「報告セッ
ション」で構成されるが、今回は 7 件の講演と 4 件の報
告があった。以下に、タイトルを記載する。講演は、論文
番号インデックスが付されており、論文原稿の提出が必要
である。なお、以下、講演セッションについてのみ、概要
を簡単に記載する。報告セッションについては、その趣旨
からタイトルだけの記載とする。

◆令和 6 年度 
第 1 回芸術科学会東北支部研究会

日時： 2024 年 8 月 3 日（土）13:20 ～ 17:20
会場： 東北学院大学土樋キャンパス内（正門前）
           ホーイ記念館 3 階 H306 教室
参加者数：15 名

プログラム・講演発表概要：

◆プログラム：

１．報告セッション　13:20-14:40
座長：木下 勉（東北学院大学）

（1） 13:20-13:40
盛岡竿と盛岡毛鉤―伝統の造形―
〇近藤良子（岩手県立博物館），田中隆充（岩手大学）,
小笠原敏記（岩手大学）

（2） 13:40-14:00
盛岡式流し毛鉤の浮木のデザインの可能性
○田中隆充（岩手大学）, 近藤良子（岩手県立博物館）,
小笠原敏記（岩手大学）

（3） 14:00-14:20
Filling Image Contours with Convex Hulls for String 
Art Support Applications using Genetic Algorithms
○ Ganbaatar Chuluunbat (Iwate University), Katsutsugu 
Matsuyama (Iwate University)

（4） 14:20-14:40
環境情報の 3D プロジェクションマッピングシステムの開発
齊藤あきほ，◯伊藤智也（八戸工業大学）

（休憩：10 分）

２．講演セッション（1)　14:50-16:30
座長：松山 克胤（岩手大学）

（5） 14:50-15:10
[06-01-01] Visual Recognition of Opening Indicators 
on Milk Packaging
○宮佳（岩手大学）, 田中隆充（岩手大学）

概要：牛乳パッケージを開ける方向を間違えるユーザ
が一定数いることから、矢印の大きさやデザイン、色彩等
を変化させることで、その間違いを減らせると考えた研究
である。本研究は、上述のデザインの提案をアンケート調
査による評価したものである。

（6） 15:10-15:30
[06-01-02] 「ゆるキャラ」の持続的なデザインとその要因
○孫 振翮（岩手大学）, 田中隆充（岩手大学）

概要：マスコットキャラクターにおける「ゆるキャラ」に
関しての研究である。「ゆるキャラ」は「ゆるいマスコット

支 部 便 り
（ 2024 年 9 月 30 日現在 ）
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キャラクター」の略であり、キャラクターによっては例えば、
熊本県のくまモンのように持続的に地域おこしに役立つも
のもあり、本研究では、持続性の高いデザインの提案をア
ンケート調査による評価したものである。

（7） 15:30-15:50
[06-01-03] The Study of Transformable Products Made 
from Waste Through the Upcycled Design Process
○ ANANTAWUTH YOSITA（IWATE UNIVERSITY）,TAKAMITSU 
TANAKA（IWATE UNIVERSITY）

概要：アップサイクルデザイン（創造性再利用デザイン）
のプロセスを通じて廃棄物から作り出される変形が可能な
製品の可能性を調査し製品を提案した研究である。調査
から、デザインが環境へどのような影響を与え、さらに廃
棄物を削減し、持続可能性を促進するための実用的なソ
リューションがあるかを示し、事例として雑誌を再利用し
たプロダクトデザインを提示した研究である。

（8） 15:50-16:10
[06-01-04] The Potential of Gacha Game Approaches 
in Creating Effective Gamified Habit-Tracking Tools
○ JINTAPHUM SUNGKIRD（IWATE UNIVERSITY）, 
TAKAMITSU TANAKA（IWATE UNIVERSITY）

概要：ガチャゲームの仕組みとゲーミフィケーションを
統合して、ユーザの満足度を高めるためのゲームのあり方

を考察した研究である。研究では、提案されたゲームコン
テンツをアンケート調査し、特にユーザの満足度等を評価
し研究をしたものである。

（9） 16:10-16:30
[06-01-05] The Influence of Sustainable Lip Balm 
Packaging on Consumer Perceptions, Preference, and 
Purchasing Behavior: A Comprehensive Study
○ ANYAMANEE  KANJANAVORAPAN（IWATE 
UNIVERSITY）, TAKAMITSU TANAKA（IWATE 
UNIVERSITY）

概要：リップクリームを事例にしたサスティナブルデザイ
ンに関する研究であり、リップクリームのデザインに関す
るアンケート調査から、化粧品業界におけるサスティナブ
ルデザインの可能性を示し、コンピュータグラフィックスに
よるデザインを提案した研究である。

（休憩：10 分）

３．講演セッション（2）　16:40-17:20
座長：今野 晃市（岩手大学）

（10） 16:40-17:00
[06-01-06] 静的 3D モデルを対象とした積雪のスケッチ
ベースプロシージャルモデリング

支部研究会の様子
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○菅野 龍也（岩手大学）、松山 克胤（岩手大学）
概要：CG デザイナが苦労している積雪の CG を既存の

3D-CG ソフトウエアをいかして作成する方法を提案した研
究開発である。雪が降った後、建物や木々等がどのような
様相をしているか、また、光の方向に変化を与えることで
雪に光り方等がどのようにシミュレーション出来るかなど、
モデリングの可能性について考察した研究である。

（11） 17:00-17:20
[06-01-07]SSIM マップを使用した鏡面反射除去結果の可
視化手法の提案
○鈴木 直揮（岩手大学大学院 総合科学研究科 理工学専
攻 デザイン・メディア工学コース），葛城 玲弥（岡山
大学大学院 環境生命自然科学研究科），遠藤 良峻（岩
手大学 情報基盤センター），明石 卓也（岡山大学 環境
生命自然科学学域）

概要：ガラスやメタリック等、材質によっては画像の中

の被写体に周囲の景色や物体が反射して映り込む。それ

を除去するニーズが一定数あることから、その除去する手

法を既存の手法との区別化を示した上で、SSIM マップを

使用して除去できる手法を提案した研究である。 
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こ れ か ら の 予 定
（ 2024 年 12 月 3 日現在 ）

1．映像表現・芸術科学フォーラム 2025
　　（Expressive Japan 2025）

日程　2025 年 3 月 10 日 ( 月 ) 

場所　東京工芸大学 中野キャンパス 3 号館

https://expressive-japan.art-science.org

2．NICOGRAPH International 2025

日程　2025 年 6 月 19 日 ( 木 ) - 21 日 ( 土 )

場所　金沢歌劇座

　　　（The Kanazawa Theatre, Kanazawa, Ishikawa）

https://art-science.org/nicograph/nicoint2025/

3．NICOGRAPH 2025 

日程　2025 年 11 月 または 12 月 

場所　調整中

詳細　近日中に Web サイト制作予定です。 

以下の Web サイトからリンクされる予定です。

https://art-science.org/nicograph/

4．芸術科学セミナー

2025 年に開催するセミナーについては、芸術科学会 

ニュースレターにて報告いたします。

5．令和 6・7 年度 芸術科学会東北支部主催事業

以下の Web サイトにてお知らせいたします。

http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/as-tohoku/

6．令和 6・7 年度 芸術科学会中部支部主催事業

以下の Web サイトにてお知らせいたします。

https://art-science.org/chubu/

https://expressive-japan.art-science.org
https://art-science.org/nicograph/nicoint2025/
https://art-science.org/nicograph/
http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/as-tohoku/
https://art-science.org/chubu/
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プロフィール一覧 敬称略・五十音順にて掲載しております。

岩崎 慶（いわさき・けい）

2004 年、東京大学大学院新領域創成科学

研究科複雑理工学専攻博士課程修了。博士

（科学）。同年、和歌山大学システム工学部

情報通信システム学科助手。2007 年、同

講師。2009 年、同准教授。2023 年より

埼玉大学大学院理工学研究科教授。主とし

てコンピュータグラフィクスに関する研究

に従事。ACM 会員。

Osama Halabi

Osama Halabi is currently an associate 

professor at Qatar University. He received 

a B.Sc., in electronic engineering from Da-

mascus University, an M.Sc. in computer 

science from Shanghai University, and a 

Ph.D. in Information Science from Japan 

Advanced Institute of Science and Tech-

nology (JAIST). He was a Fujitsu Endowed 

Chair (Fujitsu Co.,) at Japan Advanced 

Institute of Science and Technology from 

2001 to 2003, a researcher in the Virtual 

Systems Laboratory at Gifu University 

from 2003 to 2006, and an assistant 

professor at Iwate University, Japan, from 

2006 to 2010. His research interests 

include virtual reality, haptic interface, 

human-computer interaction, game de-

velopment, and computer graphics. He is 

a member of IEEE, ACM, Virtual Reality 

Society of Japan (VRSJ), and The Society 

for Art and Science in Japan.

木下 勉（きのした・つとむ）

東北学院大学工学部准教授。岩手大学工学

研究科修了、博士（工学）。 東京理科大学

理学部数学科卒業後、トヨタ自動車株（株）、

ラティス・テクノロジー（株）を経て、

2017年から東北学院大学に勤務。 CADデー

タに対する 3 次元形状処理、考古遺物の 3

次元解析などの研究に従事。著書に『R で

学ぶ確率統計学』シリーズ（一変量統計編、

多変量計編、実データ分析編）がある。

近藤 邦雄（こんどう・くにお）

1978 年名古屋工業大学第Ⅱ部卒。1988 年

工学博士（東京大学）。名古屋大学、東京

工芸大学、埼玉大学を経て、2020 年まで

東京工科大学教授。また、東邦大学、Uni-

versity of Silesia、Brawijaya University、神

戸芸術工科大学の客員教授。現在、東京工

科大学名誉教授、Management and Science 

University、神奈川工科大学の客員教授。

情報処理学会フェロー、画像電子学会フェ

ロー、ACM シニア会員。芸術科学会会長、

画像電子学会会長、ADADA 会長、Visual 

Computing 研究委員会委員長。情報処理学

会グラフィクスと CAD 研究会主査、日本図

学会副会長、ISGG 理事などを歴任。情報処

理学会 25 周年記念論文賞、日本図学会賞、

関 東 工 学 教 育 賞、CG-JAPAN Award、The 

Yayasan MSU-ADADA Award of the Lifetime 

Achievement in Digital Art and Design、 

Outstanding Contribution to ADADA Award, 

Alexander Bain 賞などを受賞。コンピュー

タグラフィックス、アニメやゲーム制作の

ためのコンテンツ工学等の研究に従事。

謝 浩然（しゃ・こうぜん）

2015 年北陸先端科学技術大学院大学博士

後期課程修了。博士（知識科学）。2014 年

より日本学術振興会特別研究員。2015 年

より東京大学大学院情報理工系研究科研究

員・特任助教。2018 年より北陸先端科学

技術大学院大学先端科学研究科助教・講師

を経て、2023 年より同准教授、現在に至る。

コンピュータグラフィックス及びユーザイ

ンタフェースの研究に従事。芸術科学会理

事、ACM、IEEE、情報処理学会各会員。

中谷 直司（なかや・なおし）

1994 年埼玉大学工学部電子工学科卒業。

1996 年埼玉大学大学院理工学研究科博士

前期課程修了。1999 年同博士後期課程修

了。博士（学術）。岩手大学工学部助教を

経て、現在、同大学理工学部システム創成

工学科准教授。ネットワークシステム、ネッ

トワークセキュリティ、および情報の可視

化に関する研究に従事。電子情報通信学会、

IEEE 各会員。
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茅 暁陽（まお・しゃおやん）

上海の復旦大学でコンピュータサイエンス

の学士号を取得し、東京大学で同じくコン

ピュータサイエンスの理学修士号および理

学博士号を取得。1994 年から 1995 年にか

けて、アメリカ・ニューヨーク州立大学ストー

ニーブルック校にてポスドク研究員として

活動し、2004 年から 2005 年にはカリフォ

ルニア大学バークレー校に客員研究員とし

て滞在した。研究分野は、画像合成や拡張現

実感（AR）、人間の知覚に加え、これらの技

術をスマート農業や e ヘルスに応用する研

究を含む。また、芸術科学会理事、画像電

子学会ビジュアルコンピューティング（VC）

委 員 会 委 員、NICOGRAPH 2013 実 行 委 員

長、NICOGRAPH International 2016 プログラ

ム委員長を歴任し、2018 年には Computer 

Graphics International において Achievement 

Award を受賞した。山梨大学理事・副学長。

松村 誠一郎（まつむら・せいいちろう）

東京工科大学デザイン学部教授。1994 年慶

應義塾大学環境情報学部卒業。1994 年（株）

セガ・エンタープライゼス入社。2002 年

東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。

2003 年文化庁新進芸術家在外研修、2004

年ポーラ美術財団在外研修の助成によりオ

ランダ デン・ハーグ王立音楽院ソノロジー

研究科に留学（Sonology Course）。2006 年

東京大学大学院学際情報学府博士後期課程

修了。博士（学際情報学）。2006 年より

東京藝術大学芸術情報センター常勤助手、

2007 年より同助教を経て、2010 年より東

京工科大学デザイン学部准教授、2018 年

より同教授、現在に至る。専門はサウンド

を用いたデジタルアート作品制作、プログ

ラミングを用いたライブパフォーマンス、

サウンドデザイン。アジアデジタルアート

デザイン学会（ADADA）理事、同論文誌編

集委員長。先端芸術音楽創作学会（JSSA）

運営委員、同論文誌編集委員。International 

Computer Music Association（ICMA）会員。

森本 有紀（もりもと・ゆうき）

2008 年九州大学芸術工学府修了、同年

東京大学にて日本学術振興会特別研究員、

2009 年より独立行政法人理化学研究所研

究員、2012 年より東京電機大学未来科

学科講師、芝浦工業大学助教などを経て、

2016 年より九州大学助教。コンピュータ

グラフィクスに関する研究に従事。情報処

理学会、ACM SIGGRAPH 各会員。博士（芸

術工学）。

渡辺 大地 （わたなべ・たいち）

1994 年慶応義塾大学環境情報学部卒業。

1996 年慶応義塾大学政策・メディア研究

科修士課程修了。2016 年岩手大学工学研

究科デザイン・メディア工学専攻博士後期

課程修了。博士 （工学）。1999 年より東京

工科大学メディア学部講師。2017 年より

同准教授、2020 年より同教授、現在に至

る。コンピュータグラフィックスやゲーム

制作に関する研究に従事。芸術科学会、情

報処理学会、画像電子学会、人工知能学会

会員。現在、芸術科学会会長。

米村 貴裕（よねむら・たかひろ）

2003 年近畿大学大学院生物理工学研究科

博士後期課程修了、博士（工学）。在学中

に IT ベンチャー有限会社イナズマを起業

し現在、代表取締役・クリエータ。地方創

生 SDGs 官民連携プラットフォーム企業会

員。1994 年より執筆活動を始め、大学非

常勤講師を 20 数年兼務する。主な活動と

研究テーマは教育的な創作で、2022 年 AI

クリエータの論文掲載時より AI の研究と

実践的活用に注力。国内外に著書 68 冊を

創出中。主な著書に『小学生と親が楽しむ

初めてのプログラミング（さくら舎）』『パ

ソコンでつくるペーパークラフト 1/2/3

（ 工 学 社 ）』、"Beast Code""Recycled Brain 

Part One (EigoManga Inc.)" などがある。

三上 浩司（みかみ・こうじ）

2008 年慶應義塾大学大学院。1995 年日

商岩井（株）入社。1997 年（株）エムケ

イ入社。1999 年より東京工科大学片柳研

究所研究員、2005 年助手、2007 年メディ

ア学部講師、2012 年同准教授、2016 年

より教授。主に 3DCG を利用したアニメ、

ゲームの制作技術と管理手法に関する研究

開発に従事。芸術科学会元会長、評議員

長、日本デジタルゲーム学会会長、ACM 

SIGGRAPH、情報処理学会、日本 VR 学会、

他会員。博士（政策・メディア）。
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既刊 DiVA （2001 〜 2024）

●第 50 号
（2021 年春・夏）

●第 52 号
（2022 年春・夏）

●第 51 号
（2021 年秋・冬）

●第 53 号
（2022 年秋・冬）

●第 55 号
（2023 年秋・冬）

●第 56 号
（2024 年春・夏）

●第 48 号
（2020 年春・夏）

●第 49 号
（2020 年秋・冬）

●第 46 号　2019 年春・夏号

●第 45 号　2018 年秋・冬号

●第 44 号　2018 年春・夏号

●第 43 号　2017 年秋・冬号

●第 42 号　2017 年春・夏号

●第 41 号　2016 年秋・冬号

●第 40 号　2016 年春・夏号

●第 39 号　2015 年秋・冬号

●第 38 号　2015 年春・夏号

●第 36・37 号　2014 年秋・冬号

●第 35 号　2014 年春・夏号

●第 34 号　2013 年秋・冬号

●第 33 号　2013 年夏号

●第 32 号　2013 年春号
●第 31 号　2012 年冬号

●第 30 号　2012 年秋号

●第 29 号　2012 年夏号

●第 28 号　2012 年春号

●第 27 号　2011 年冬号

●第 25・26 号　2011 年夏・秋号

●第 24 号　2011 年春号

●第 23 号　2010 年冬号

●第 22 号　2010 年秋号

●第 21 号　2010 年夏号

●第 20 号　2010 年春号

●第 19 号　2009 年冬号

●第 17・18 号　2009 年夏・秋合併

●第 15・16 号　2008 年冬・2009 年春合併

●第 13・14 号　2008 年夏・秋合併

●第 12 号　2008 年春号

●第 11 号　2007 年 5 月

　特集 「目指せ、デジタル遊び人！」

●第 10 号　2006 年 4 月

　特集 「上方アート＆テクノロジー」

●第 47 号
（2019 年秋・冬）

●第 54 号
（2023 年春・夏）

●第 9 号　2005 年 7 月

　特集 1 「愛・地球博を見倒す」 

　特集 2「音楽再生環境特集」

●第 8 号　2005 年 2 月

　特集 「最先端映像制作の技法」

●第 7 号（別冊）　2004 年 10 月

　甦るデビルマン DEVILMAN RETYRNS

●第 6 号　2004 年 4 月

●第 5 号　2003 年 6 月

●第 4 号　2003 年 3 月

●第 3 号　2002 年 6 月

●第 2 号　2001 年 12 月

●第 1 号　2001 年 7 月

●第 0 号　2001 年 1 月
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次号予告
DiVA58 号は 2025 年 6 月の
発行を予定しています。

DiVA
第 57 号

2024 年 12 月 31 日　発行

●会誌編集委員会●

松村 誠一郎

板宮 朋基

田代 裕子 

●カバーイラスト●

あおき きくみ

●編集・校正・DTP ●
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芸術科学会

〒 112-8610

東京都文京区大塚 2 丁目 1 番 1 号
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（
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さ
れ
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皆
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方
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れ
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様
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さ
れ
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お
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様
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す
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深
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ロ
し
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テ
ー
マ
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あ
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の
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で
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今
号
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な
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ま
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し
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自
分
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で
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に
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増
え
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年
で
し
た
。
お
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お
時
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ま
し
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皆

様
に
、
心
よ
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申
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デ
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ど
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成
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に
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今
号
も
田
代
様
初
め
皆
様
の
お
陰
で
ス
ト
レ
ス
な
く
作
業
で
き
、
無
事
年
内
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編
集
作
業
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終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
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た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
も
良
い
お
年
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

あ
お
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コロナ社書籍案内
★各URLから書籍の詳細情報がご覧いただけます★

メディアテクノロジーシリーズ https://www.coronasha.co.jp/mediatech/
（各巻A5判／既刊9点）
シリーズ特設サイトはこちら☞

https://www.coronasha.co.jp
東東京京都都文文京京区区千千石石44--4466--1100 TTEELL：：0033--33994411--33113311

VRやARを実現するための代表的なデバイスである
ヘッドマウントディスプレイ（HMD）について，高
校生から，社会人，研究者まで，幅広い層がHMDの
技術とその進化を理解しやすいように解説した。
HMDの概要や歴史，典型的な光学系から最新の研究
事例，さらには生活や社会の未来像まで，HMDに関
する話題を網羅的に取り上げている。

①①ヘヘッッドドママウウンントトデディィススププレレイイ
清川 清 編著
あるしおうね・伊藤勇太・鳴海拓志 共著
238頁／定価4,180円／ISBN：978-4-339-02691-7
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339026917/

本書は，VRの中でも先端的な内容である神経刺激
インタフェースという分野を取り扱い，触覚や味
覚，前庭感覚，脳をはじめとする様々な神経系に
働きかける技術がどのように発展してきたのか，
どのようにVR・HCIの分野で活用されているのかを
解説する。

②②神神経経刺刺激激イインンタタフフェェーースス
青山一真 編著
安藤英由樹・玉城絵美・Yem Vibol・髙橋哲史・中村裕美・
前田太郎・武見充晃・雨宮智浩・河野通就・北尾太嗣 共著
176頁／定価2,970円／ISBN：978-4-02692-4
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339026924/

ヒューマンインタフェース（HI）について初めて学ぶ
方を対象に，HIの歴史や人と情報システムに関する基
礎から始め，HIデザインの原則やデザインプロセスを
学んだ後に，今後のHIを概観する構成とした。

ヒヒュューーママンンイインンタタフフェェーースス
ヒューマンインタフェース学会 監修
藤田欣也・渋谷 雄 共著
A5判／208頁／定価3,080円
ISBN：978-4-339-02945-1
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339029451/

高校までの数学・物理の知識で，発音体の動きを表す
微分方程式とその解から，楽器の音響特性を読み解け
るよう執筆。音声資料やカラー画像などのWEB付録も
充実。

科学的発想を活かして，限られた資金と時間で，効率
的に良い音を手に入れよう！好評書籍に新たにアナロ
グレコードの章を追加した増補版。

そそのの常常識識はは本本当当かか ここれれだだけけはは知知っってておおききたたいい

実実用用オオーーデディィオオ学学（（増増補補））
－－アアーースス，，CCDDととハハイイレレゾゾ，，室室内内音音響響，，

ケケーーブブルル，，アアナナロロググレレココーードド，，計計測測 －－

岡野邦彦 著
A5判／168頁／定価2,530円
ISBN：978-4-339-00994-1
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339009941/

マルチメディア（文字，音声，音楽，画像，映像など
の情報）を伝達・記録するシステムの重要な要素技術
群の基礎を広くしっかりと習得できるよう意図し，ア
ナログ技術からディジタル技術，インタフェースにつ
いて記述した。

ママルルチチメメデディィアアシシスステテムム概概論論
－－基基礎礎技技術術かからら実実用用シシスステテムム，，VVRR・・XXRR  ままでで－－

大賀寿郎・鈴木陽一 共著
A5判／216頁／定価3,080円
ISBN：978-4-339-02947-5
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339029475/

メディアテクノロジーの発展において画像入出力
デバイスとコンピュータビジョン技術は欠くこと
ができない。本書では係る教科書において，これ
まで省略されることの多かった画像センサと人の
一般生活環境への応用を詳述する。

⑦⑦ココンンピピュューータタビビジジョョンン
－－デデババイイスス・・アアルルゴゴリリズズムムととそそのの応応用用－－
日浦慎作 編
香川景一郎・小池崇文・久保尋之・
延原章平・玉木 徹・皆川卓也 共著
264頁／定価4,400円／2024年9月刊行
ISBN：978-4-339-01377-1
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339013771/

音のデザインは，視覚デザインに比べ，これまで
裏方的な存在であった。本書では異なる分野で音
を形作るサウンドデザインに携わる研究者らが，
多面的かつ独自の専門性と視点に立ち，テクノロ
ジーとしてのサウンドデザインを解説する。

⑧⑧ササウウンンドドデデザザイインン
松村誠一郎 編著
金箱淳一・城 一裕・浜野峻行・古川 聖・
丸井淳史・伊藤彰教 共著
264頁／定価4,400円／2024年10月刊行
ISBN：978-4-339-01378-8
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339013788/

人間は音を聞き分け，大事な音だけを理解する能
力を持つ。技術の進歩に伴い，この能力をコン
ピュータで実現することが可能になりつつある。
本書は音声に関わる多様な分野の研究者に向け，
音声技術活用のノウハウを解説する。

⑨⑨音音源源分分離離・・音音声声認認識識
大淵康成 編 武田 龍・高島遼一 共著
238頁／定価4,180円／2024年10月刊行
ISBN：978-4-339-01379-5
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339013795/

①①33DDCCGGのの数数理理とと応応用用

＼＼重重版版出出来来!!!!／／
②②音音楽楽情情報報処処理理

バーチャルリアリティ学ライブラリ https://www.coronasha.co.jp/virtual_reality/
（日本バーチャルリアリティ学会 編／各巻A5判／既刊2点）
シリーズ特設サイトはこちら☞

9月
刊行

楽楽器器のの音音
日本音響学会 編 柳田益造 編著
A5判／252頁／定価4,290円
ISBN：978-4-339-01311-5
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339013115

（（音音響響入入門門シシリリーーズズ AA--55））
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