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ノ情 事良を 速 や か に 交 換 し あ う こ と を 目 白勺と し て ､ 毎 月 1回 編 集 ･
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〔北大物性談話会〕

1972年 9月 27日 御子柴宣夫氏 (電総研 )

｢半導体中の不純物の超音波吸収について｣

10月 26日 守谷 亨氏 (東大物性研 )

｢遍歴電子の強磁性におけるスピンのゆらぎの効果｣

11月 9日 川路 紳治氏 (学習院大理 )

｢半導体表面の量子効果と電気伝導｣

11月 30日 小野 正利氏 (北大理 )

｢金属 リチウムの格子振動｣

// 倉田 正毅氏 (北大理 )

｢非周期系における短距離秩序度｣

12月 14日 木田 惇氏 (北大理 )

｢一次元磁性体 (NH4)2MnF5における異方性 と

弱強磁性｣

〔東大 ･物性研〕

土曜輪講 10月 21日 守谷 亨氏

｢遍歴電子の強磁性に於けるスピンのゆらぎの効果｣

談 話 会 10月 16日 中嶋 貞雄氏

｢HeMonolayersonGraphite-新しい2次元

量子物質｣

10月 30日 神前 照氏

｢絶縁体における ｢電子一格子｣の問題

土曜輪講 11月 4日 L.W Bruch氏 (ウィスコンシン大学 )

｢BindingEnergyoflnertGastrirlmerJ

11月 11日 鈴木 直氏 (東大理 )

｢遷移金属磁性半導体に於けるフォノン-ラマン散乱の琴

▲論｣

談 話 会 11月 13日 中田 一郎氏

｢光学顕微鏡による結晶成長の研究｣
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ニユ- ス

談 話 会 11月 27日 近角 聡信氏

｢強磁場の発生と物性研究｣

12月 1日 鈴木 平氏

｢Ontheenhancedplasticity of

Supercond t()rs｣

低温セミナー

11月 11日 神前 県民

｢稀ガス液体 ･固体中の電子の励起状態｣

〔名古屋大〕

o物性談話会

12月19日 阪大 平木 昭夫氏

｢Au-Si系における低温反応と界面層の構造｣

o物理教室談話会

12月 20日 阪大 斯波 弘行氏

｢一次元系の電子相関｣
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プレプ リン ト案内 プレプ リン ト案内

〔東北大 ･工 ･桂研〕

o T.S.Chang,A.HankeyandH.E.Stanley

ScalingLawsforFluidSystemsUsingStrongandWeakDirections

o A.HankeyandH.E.Stanley

A SystematicApplicationorGeneralizedHomogeneousFunctionstoStatistic

Scaling,DyllamicScaliJlg,al-dUniversality

o L.L LiuandH.E.Stanley

SomeRigorousResultsConcerningtheCrossoverBehaviorofthelsingModelwith

LatticeAnisotropy

o 良.AbeandS.Hikami

BreakdownofSomeScalingLaw Relationsin1/nExpantion

o T.Yamada,H.Fujisakaand班.Mori

Landau-LifshitzEquationofMotionfわrFerromagneticSystems

o M.SuzukiandG.Igarashi

CalculationofCriticalSlowlngDownExponentUsingWilson'sExpansionMethods

｡ K.G.Wilsonand∫.Kogut

TheRenormalizationGroupandtheeEkpansion

o 良.Abe

criticalExponent17uPtO1/n2 fortheThree-Dimensional System withShort-Range

lnteraction

o H.Mori

Statistical-MechanicalTheoryofKineticEquations.I-KineticEquationsforDense

GasesandLiquids-

〔東大 ･久保研〕

(187) 13. F.Schldgl

ZurstatistischenThermodynamikum einenstationarenZustand

(188) 13. F.Schlbgl

ChemicalReactionModelsforNon-Equilibrium PhaseTransitions

(189) 20. MasuoSuzuki

CriticalExponentsfわrLong-RangeInteractions.ⅠⅠ.-Universalityand

Sca血gRelations-
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プ レプ リン ト案内

(190) 20, TsuyoshiMurao

EnergyBandGapandElectronSpinPolarizationinPhotoemission

(191)I 24. RobertPerlandRichardA.Ferrell

DecoupledModeTheoryof.CriticalViscosityandDi肌 sioninthe

Binary-LiquidPhaseTransition

(192) 24. RichardA.Ferrell

･FieldTheoryoftheTwo-DimensionallsingModel:Equivalencetothe

FreeParticleOne-DimensionalDiracEquation

(193) 24. D.∫.Scalapino,M.Searsand良.A.Ferrell

StatisticalMechanicsofOne-DimensionalGinzburg-LandauFields

(194) 24. RobertPerlandRichardA.Ferrell

CriticalViscosityandDimISionintheBinary↓iquidPhaseTransition

(195) 24. RichardA.Ferrell

GaugelnvariantVacuum Polarization

(196) 24. H.SchulzandH.Keiter

OnLogarithmicSingularitiesin theDensityResponseFunctioninStrong

MagneticFields

(197) 24. R.DentonandB.Muhlschlegel

Low TemperaturePropertiesofOne-DimensionalMetalsfわrthelnterrupted

StrandModel

(198) 26･ーM･Moisan

DescriptionandPropertiesofanR･F･PlasmaDesignedfortheStudyof

ParametricInteractionofaStrongE.M.Fieldwi仙 Plasma

(199) 26. L G.Greechko,N.YaKotsarenkoandA.M.Fedorchenko

A TheoryofIncoherentReflectionofElectromagneticWavesfrom

PhotoelasticMedia,whichArisesfrom FluctuationofSurfaceWaves

(in Russian)

(200) 26. L B.Coleman,S.K.Khanna,A.F.Garito,A.∫.HeegerandB.･Morosin

Non一magneticSemiconductingPhaseor(NMP)(TCNQ)

(201) 31, MasuoSuzuki

Quantum CrossoverEffectintheGas-LiquidPhaseTransition

(202) 31. M.B.SalamonandPeterM.Richards

EPR inK2MnF4:A Two-DimensionalHeisenbergParamagnet

NoteonFluctuationPhenomenainSpinSystems
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プ レプ リン ト案内

(204) 31. H.Fukuyama

TheSpinMagnetism ofBinaryAlloys

(205) 1. MichaelN.BarberandMichaelE.Fisher

CriticalPhenomenain SystemsofFiniteThicknessIII.SpecificHeatof

anidealBosomFilm

(206) 6. ∫.R.Sandercock,S.B.Palmer,良.∫.Elliott,W.Hayes,S.良.P.Smith

andA.P.Young

Brillouin Scattering,UltrasonicandTheoretical StudiesofAcQuStic

AnomaliesinCrystalsshowingJalm-TellerPhaseTransitions

(207) 6. W.∫.L Buyers,D.E.Pepperand良.∫.Elliott

TheoryofSpin-Wavesin DisorderedAntiferromagnetsI.Applicationto

(Mn,Co)F2 andD(Mn,Co)F3

(208) 13. ∫.desCloizeax

ThePhoton:A CollectiveExcitationofFermionFields

(209) 13. MasuoSuzuki

CriticalExponentsforLong-RangeInteractions.ⅠH ScaledEquationor

State

(210) 13. LukeL LiuandH.EugeneStanley

SomeRigorousResultsConcerningtheCrossoverBehaviorofthelsing

ModelwithLatticeAnisotropy

(211) 13. RichardKrasnow,FredricHarbus,LukeL.Liu,andH.EugeneStanley

EvidenceSupportingScalingwithaParameterfわrTemodynamicFunctions

andthePairCorrelationFunction

(212) 13. T.S.Chang,AlexHankey,andH.EugeneStanley

Sca血gLawsforFluidSystemsUsing-StrongandWeakDirections

(213) 13. AlexHankeyandH.EugeneStanley

A SystematicApplicationofGeneralizedHomogeneousFunctionsto

StaticScaling,DynamicScaling,andUniversity

(214) 14. P.C.HohenbergandM.DeLeenerandP.Risibois

TimeDependentFluctuationsinSpinSystemsindDimensions

(215) 14. B.I,Halperin,P.C.HohenbergandShang-kengMa

CalculationofDynamicCriticalPropertiesUsingWilson'sExpansion

Methods′

(216) 14. T.A.Kaplan

EnergyVariationalPrinciplefわraVariableNumberofParticles
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プ レプリン ト案内

(217) 9. DavidMontgomery

StronglyMagnetizedClassicalPlasmaModels

〔東大教養物理プレプリン トライブラリー〕

72-SI175

72-S-176

72-S-177

72-S-178

72-S-179

72-S-180

72-S-181

72-S-182

JarhesL.Sigel

"SolutiontoOneDimensionalSchrodhgerEquationfわranArbitrary

Potential;ApplicationtoRadialEquationin ThreeDimensions"

Ref.NUB.2139/72,Boston

MarioRabinowitzandEdwardL.Garwin

"FluxoidQuantizationandPhaseTransitioninHollow Superconductors

CarrylngTransportCurrent"

Ref.SLAC-PUB-1083/72,StanfordUnlV.

G.P.Fritzke

"B一azingwithCopperandCopper-BaseAlloys"

Ref･SLAC-PUB-1095/72,StanfordUnlV･

G.Solt,N.M.ButtandD.A.0'Connor

"AnharmonicNon-GaussianContributiontotheDebye-WallerFactor-ⅠⅠ;

KCl'･

Ref.IC/72/99,Trieste

ManueldeLlama

"MechanicallnstabilityoraChargedFermionFluid"

Ref.IC/72月03､Trieste

M.Sunjic,G.ToulouseandA.A.Lucas

HDynamicalCorrectiontotheImagePotenti如"

Ref.IC/72月07.Trieste

良.W.GibberdandD.K.Hoffman

"OnanAlgebraicApproachtotheDerivationofMarkovianKinetic

Equations"

Ref.AustralianNat.U山V.,'72

RodneyBa又ter

"EightVertexModelinLatticStatisticsandOne-DimensionalAmisotropic

HeisenbergChain.III.EigenvectorsoftheTransferMatrixandHamiltonian"

Ref.AustralianNat.Univ.,'72
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72-S-183

72-S-184

72-S-185

72-S-186

72-S-187

72-S-188

72-S-189

72-S-190

72-S-191

72-S-192

プレプ リン ト案内

良.A.JacobsenandH.P.Eubank

"AnInvestigationintotheMecha:nismsOccurlngintheDischargeofan

IonSource"

Ref.PPL/MATT-948/72

∫.W.WillardandG.D.Martin

"A 60InchDiameter,LevetatedSuperconductingCoil,Thermally

ShieldedbyLead"

Ref.PPL/NlATT-904/72

W.L KruerandE.∫.Valeo

HNonlinearEvolutionoftheDecayInstabilityinaPlasmawith

ComparableElectronandionTemperatures."

Ref.PPL/MATT-919/72,Princeton

T.MoriyaandA.Kawabata

"EffectofSpinFluctuationsonItinerantElectronFerromagnetism"

Ref.ISSP/A-537/72,Roppongi

Y.Fujii,S.HoshinoandH.Motegi

"NeutronDiffractionStudyontheLocalChainFormationinCubicDCl}'

Ref.ISSP/A-538/72,Roppongi

S.Asanoand∫.Yamashita

"Ferromagnetism andAntiferromagnetism･in 3dTransitionMetals"

Ref.ISSP/A-539/72,Roppongi

MasuoSuzuki

"CriticalExponentsforLong-RangeInteractions.

I-Dimentionality,Symmetry,andPotentialRange-"

Ref.ISSP/A-540/72,Roppongi

A.Ish血araandY.Takahashi

"RemarksonStatisticalMechanicsoHnteractingSystems"

Ref.ISSPノA-541/72,Roppongi

H.IkedaandK.Hirokawa

"CriticalMagneticScatteringinaQuadraticAntiferromagnetK2MnF4"

Ref.ISSP/A-542/72,Roppongi

Taira′Suzuki

"OntheEnhancedPlasticityorSuperconductors"

Ref.ISSP/A-544/72,Roppongi
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プ レプ リン ト案内
72-S-193

72-S-194

72-S-195

72-S-198

72-S-199

72-S-200

72-S-201

72-S-202

72lS-203

72-S-204

AkioYoshimori

"A SimpleVariationalTheoryoftheSingletGroundStateinthe

AndersonModel"

Ref.ISSP/A-543/72,Roppongi

Ch.SatokoandS.Sugano

"AbsorptionSpectraorExcitonsinAlkaliHalidesintheVaccum-

UltravioletRegion"

Ref.ISSP/A-545/72,Roppongi

lngatoviGhV.K.

"ElasticReflectionofUltracoldNeutronsfTrom thePlaneCompletely

tioundingDisorderedMedia"

Ref.JINR,P4-6553,Dubna,1972

D.Katakis

"KineticDegeneracy"

Ref.DEMO 71/23,Greece

S.G.Amarantosand∫.H.Petroponlos

"A StudyofLeachingKineticsofIonsFrom "Wastes"Incorporatedin

Bitumen"

Ref.DEMO 72/ll,Greece

D.Katakis

"SteadyStateandHigherApproximationsinChemicalKinetics"

Ref.DEMO 71/24,Greece

J:LeontiadisandCh.Dimitroulas

"TheUseorRadioisotopesinTracingKarstGroundWaterinGreece.ⅠⅠⅠ"

Ref.DEMO 72/3E,Greece

InformalMeetingOnNeuralNetworks

Ref.IC/72/83,Trieste

A.Wehrl

"ConvexandConcaveTraces"

Ref.UniversitatWien,1972

F.Matsubara,K.YoshimuraandS.Katsura

HMagneticPropertiesofOne-DimentionalDilutelsingSystem I"

Ref.TohokuUniv.,1972
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72-S-205

72-S-206

72-S-207

プレプ リン ト案内

T.A.Kaplan

"EnergyVariationalPrincipleforaVariableNumberofParticles"

Ref.MICHIGAN StateUniv.,1972

Shang-KengMa

AnAdditionalAppendixtothePaper(No.72-S-149)

HCriticalExponentsaboveTcto0(1/n)"

Ref.CalifわrniaU.,SamDiego

Y.Kataoka,K.OkadaandT.Yamamoto

A Quantum Statistical MechanicalStudyofanExtendedJamesKeenan

Model

Ref.KyotoUniv･
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掲 示 板

基研研究部員会議議題募集

来る 2月下旬又は3月上旬に基研の研究部員会議が行われる予定ですので,議題が

ございましたら提案趣旨とともに 1月_31日必着で下記にお申し込_h下さいO

I

京都市左京区北白川追分町

京都大学基礎物理学研究所

研究部員会議諌長団

昭和 48年度前期研究計画 ･ア トム型研究員募集

昭和 47年 12月 18日

京都大学基礎物理学研究所

所長 牧 二 郎

昭和 48年度前期の基研研究計画及びア トム型研究員を下記のように募集致 します｡

長期 ･短期 ･モレキエール型研究計画の外に,従来の枠にとらわれない新 しい研究計画

の応募 も歓迎致 します｡

記

1.募集内容 別紙参照

2.〆 切 1973年 1月 31日(必着 )

基礎物理学研究所研究部員会議及び運営委員会 (3月上旬の予定 )

で決定 します｡

3.宛 先 京都市左京区北白川追分町

京都大学基礎物理学研究所 共同利用事務室I

075(751)2111(代 )(内線 )7008

応募の際は適当な用紙に御記入の上,封筒の表に研究計画又はア トム型研究

員応募 と明記 して下さいO
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ー 掲示板
A 研究計画

長期研究計画 (あるテーマについて数ヶ月から1年にわた って連絡 をとりつつ併

究 を行なうもので,普通年 1-2回研究会 を行な っている｡ )

短期研究計画 (あるテ-アにつ いて数 日間研究会 を行なう｡ )

モ レキュー/レ型研究計画

(数人が随時連絡 をとりつ 研ゝ究する｡ )

イ ) 研究テーマとその内容

応募書類はあらか じめ研究部員に配 っておき,研究部員会議で充分討議致 し

ますので,主旨及び問題点を具体的に書いて下さい｡

ロ ) 世話人及び提案説明者

世話人として主な研究計画立案者 を二人以上あげ,その中の十人を連絡責任

者 として指定 し亘 下さい｡ 3月上旬の基研研窄部員会議で提案の説明をして

いただきますので提案説明者 を決めて下さい｡基研研究部員が参加者にいる

場合はなるべ く研究部員が提案説明にあた って下 さい｡

- ) 研究会及びその他 の会合の開催希望時期

ニ ) 研究会及びその他の会合に参加する研究者の予定数

ホ ) 旅費及び校費の必要額 (項目別に明記 して下 さい｡ )

B ア トム型研究員

ア トム型研究員は大学院生 を含む研究者 を対象 とし,個人がある期間,当研究所

に滞在 し研究を続 けていただくものです｡但 し,特別の事情がある場合には当研

究所以外 を研究場所 とする計画 も認めてお ります｡

これにっいての詳細 は第 54回研究部員会議議事録 (1971年 11月 )22頁,

"地方大学の研究条件の改善について " をごらん下さい｡必要な場合 には基研

共同利用事務室-お問合せ下 さい｡なおア トム型研究員は5月末, 9月末にも募

集致 します｡

ィ .) 所属 ･身分及び連絡先

ロ ) 研究テーマ､とその内容

計画の内容,応募の目的をなるべく具体的に御記入下さい｡他の研究計画 と

関連 させて申し込まれる場合は,その旨明記 して下さい｡

ハ ) 滞在希望時期及び期間

滞在期間は原則 として 1ケ月～1年 としますが,場合によ っては 2週間程度
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掲示板

でも結構です｡応募者が一時期に殺到 し,基研の収容能力をこえる場合は,

一部時期の変更をお願いすることもあ ります｡ (昭和 46年度の利用者は滞

在 5ケ月, 3ケ月各 1人, 1ケ月半 2人, 1ケ月 28人, 20日2人, 2週

間 1人でした｡ )

C 新 しい型の研究計画

研究部員会議の議論 をふまえて,従来の研究計画の枠にとらわれない計画に別枠

の予算 を用意致 しますので御応募下さい｡ (第 55回研究部員会議 (1972年 3

月 )藻草銀,議題 7参照 )

京都大学理学部物理学教室教官公募

公募人員 教授 または助教授 1名

専門分野 プラズマ物理学または生物物理学

(両分野 ともに実験 ･理論を問いません )

提出書類

① 自薦の場合

履歴書,研究業績 リス ト,主要論文別刷

従来の研究と今後の研究計画の概要

_応募職名

④ 他薦の場合

推薦書 (出来れば研究歴 と研究の解説 を含む )

履歴書 (略歴 ),主要研究業績 リス ト,

出 来 れ ば 主 要 論 文 の 別 刷 , 応 募 職 名

公募締切 1 9 7 3年 2月 末 日

宛 先 (連 絡 先 )

〒 6 0 6 京 都 市 左 京 区 北 白 川 追 分 町

京 都 大 学 理 学 部

物 理 学 第 - 教 室

主任 田 中 茂 利
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(電話 075-751-2111内線 3747)

物理学第二教室

主任 田 中 正

(電話 同

-3 3 1-

｢ヽ

○

内線 3836)



第 57回基研研究部員会議々事録

1972年 11月 16日, 17日

於 ･ 基 研 小 講 義 室

議長団 田中正,安野愈,長岡洋介

出席者 研究部員 22名 (外国出張 1名 )

運営委員 14冬

オブ軒-ノもー 7名

所 員 6名 (外国出張 1名 )

嵩 撃

1.議長団報告

2.基研報告

3･外国人招碑について

4.基研校費について

5.学術会議報告

総 会

吻研連

核研連

6.基礎科学分野における若手研究者の未就職問題及び地方大学問題について

7.国際交流について

8.任期制について

9.来年度数理解析研究所専門委員会委員の推薦について

10.その他

プログレスについて

基研 20周年について

ll.シンポジウム

｢原子核におけるα的 4体相関と分子的構造 ｣
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資料

1.議長団報告

ノ去る 10月 12日広島大学における物理学会年会に於て議題の調整をした｡

2.基研報告

基 礎 物 理 学 研 究 報 告

昭和47.11･15.

所 員 異 動

1.採 用 福 田 礼次郎 (助手 )47.8.1

2.転 出 小 林 正 典 助手 47.10.1(岐阜大教育学部 )

3･併 任 松 田 博 嗣 九州大学 (理学部 )47.7･1-48･3･31

4.ア トム型研究員 (別 紙 )

5.外国人流動研究員 (別 紙 )

6.外国出張

岩 崎 洋 一 助 手 アメリカ合衆国 47. 8. 2-48. 8. 1

牧 二 郎 教 授 // 47. 9･ 4-47･ 9･19

ソビェ ト連邦共

和国, ドイツ連
// 47.10.17.-47.ll.14

邦共和国,デン

マーク国

小 沼 通 二 助教授 アメ_リカ合衆国 47. 9. 4-47･10｡ 4

7.そ の 他

所長事務代理

玉 垣 良 三 教授 47･9･4-47.9･18

47.10.17-′47.ll.13

別 紙

2.アトム型研究員

平 山 実 (富 山 大 ･文 理 ) 47･7･ 1-7･31

小 野 嘉 之 (東 大 ･理 ) 47･8･ 1-8･31

笠 原 中 庸 (東 北 大 ･理 ) 47･8･ 1-8･31
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大久保 進 (Univ.ofRochester)47. 9.16-12.3 1

佐 川 弘 幸 (東北大 ･理 ) 47.10. 1-10..3 1

相 沢 洋 二 (北大 ･薬 ) 47.10.ll-10.25

高 橋 康 (Univ.ofAlberta) 47.10.27-ll.25

江 口 徹 (東大 ･理 )

松 岡 修 (電通大 )

内 田 富 儀 (名大 ･理 )

3.外国人流動研究員

John E.Enderby

John M. Ziman

Neil WJAshcroft

David J.Thouless

Larry Zamick

HansFrauenfelder

Spartak Belyaev

BentSdrensen

Chien-ShiungWu

47.10.27.-ll.25

47.ll. 1′-ll.3 0

,47.ll. 1-11･3 0

(Univ.ofl｣eicester)47.8.29-9.16

(Univ.ofBristol) 47.8.29-9.13

(CornellUlliv.) 47.8.29-9.19

(Univ.ofBirmingham)47･8･29-9･16

(RutgersUniv.) 47･9･1-9･15

(Univ.･ofIll.) 47.9.1-9.17

(Inst･ofNNEcvt･sibPih,yssk･347･9･1-9･19
(NielsBohrlnst.) .47.9.1-9.14

(ColumbiaUfliv.) 47.9.1-9.10

DenysHaighWilkinson(Univ.ofOxford) 47･9･1-9･12

scottE･Kirkpat'rick (紙 禁n態 osmeaasrch 47.8･29-9･17
Center)

3.外国人招碑について

報 告 (敬 )

① 47年度は学振外国人研究員の予算が150万円の枠で組まれこのうち, 10

月末日現在 99万円支出し, 51万円残っている｡今後来日予定者はFrb'hlich

氏 (RoyalSocietyから旅費と滞在費の二部が出る ), Tavkhelidse氏のみな

ので,あと少々余裕がある｡滞在費の援助のみでよい適当な方があれば申し出て

いた ゞきたい｡

(今回は特に人の名は出なかった｡ )

② 先回の部員会議で来年度も上記予算が使える場合,招聴 したい人として下記の
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方々が出されている｡他に適当な方があれば申し出ていたゞきたい0

素粒子関係

J.Rosner(Univ.ofMinrleSOta) 5-6月頃1ケ月

天文関係

E.E. Salpeter (CornellUniv.)

M.J.Rees (SussexUniv.)

G.R. Burbidge (Univ.ofCalif)

今回,来日を希望 している方として次の2氏の名が上った｡

素粒子関係

oP.du T.van derMerwe (AtonlicEnergyBoard,Pretoria,

SbuthAfrica)

学振流動研究員にも応募 していたゞく｡

｡H.Salter (Max-Plancklnstitut).来年秋来日の予定｡

4.基研校費について

基研より,基研校費の最近の状況,内容に大きな変化が起った原因 (①北白川学

舎の人件費,維持費がっいていないこと｡②非常勤職員の賃金の急騰｡④図書費,

雑費の大巾値上 り),この一年間所内でとった対策等について報告があり,共同利

用関係校費にも支障が及びつつあるので,計算費,印刷費の枠の縮少などについて

3年間の特別措置を認めて頂きたい旨の提案が出された｡

以上の基研からの説明及び提案について以下のような質疑応答があった｡

高木 )基研の事情はわかるが, 3年間の非常措置をとっても, 3年間で解決する保

障はあるのだろうか｡

位田 )基研の提案に近い線が認められれば, 48年以降は,少し楽になる｡長期的

には,宿舎と非常勤問題の解決を期待する｡

､田中- )公共料金の値上げで事態はよりきびしくなるだろう.

ノ上沼 )方向としては,従来から出している部門増の実現を期待することと,特別に

予算人員をとってくることなども考えている｡

位田 )非常勤職員は一部門当 1名が限度と思われる｡しかし,今後,共同利用研と

しての人手のかかるサービスはむずかしくなるだろう｡研究会世話人の load

- 335-



資料
が増すことになろう｡

湯川 )私の所長時代 と様子がかわってきているが,どういう予算は請求 してふえそ

うか見極めなければならない｡

宿舎維持費がっいていないから,数理解析研とのかねあいもあるが宿舎関係

費用は利用者にある程度負担 していた かゞねばならないだろう｡

計算費については以前に比べ計算量が大巾にふえていると思 う｡少 し考えて

みる必要がある｡

非常勤問題についてけノ 合理化とサービスは両立 しない｡機械化はサービス

にはJpさらないと思 う ｡ 人手',i重要T･あ･9｡大組織とは違 うということを考えに

これて才'うゝねばならない｡

図書費が減少 していくことは困ったことだ｡

小沼 )北白川学舎の雑費が,大巾に赤字になっている｡光熱費については,冷房料

が 1人 1泊 60円,暖房料が 170-260円か ゝっている｡基研宿舎委員会

としては,値上げざるを得ないという結論になったが,冷暖房期間だけ特に上

げるかどうか考えていただきたい｡

顔 ) 宿泊費を値上げ して,持ち出しゼロにすればよい｡

玉垣 )宿泊は数理研 と共同ということになっているので,基研だけの事情で決めら

れないという面もある｡

牧 ) 数研と値段がちがってもやむをえないと思 う｡

玉垣 )値上げは研究会旅費にひびいてくる｡現在でも規定通 りには出せない実状で

ある｡

ノ票) 将来の方向としでは,基研は場所を提供 して旅費は各研究室で負担 というこ

とを考えねばならない.

池田 )地方大学では校費と共に旅費も苦 しい (年間 1人 1万 8千円位 )｡共同利用

研旅費,計算センター旅費をフルに使ってしか動けない｡その点出張型ア トム

制度などはあ りがたい｡校費持ち出 しをどうすれば減 らせるかに焦点をおいて

ほしい｡

沢田 )年間値上 り巾 (物価その他 )からみると応急対策でしかないのではないだろ

うか｡抜本的な解決方法を考えねばならない｡
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原氏の意見で行けば旅費を持っている大研究室の人のみで研究会を開くこと

になりかねない｡

田中正 )44-5年頃から経常経費は上げないで科研費をふやすという政策がでて

きている｡しかも,理論関係の科研費は少ない｡文部省の政策としてでてきて

いるのだから,科研費なども関連して核研連などでも検討して外に向けて打由

の方向に努力 しなければならない｡

佐藤 )図書費については,数学,技術関係の雑誌を減らしたが,もうこれ以上減ら

すことはできない｡雑誌を減らせないとなると,単行本が減ることになる｡

基研の共同利用研 としての役 目を研究会の組織などにウエイ トを置くか,計

算費のような狭い意味の研究費に置 くの恥 この危機を切 り抜けるためにどち

らをとるか考えねばならない｡

松田 )印刷費は有意義だと思われるので,できるだけ削らないでほしい｡

討論の結果

｡計算費,印刷費は縮少することを承認 (ただし予算額は次回討議する)0

○宿泊費は夏,冬差をっけず-率に値上げすることとし,額については基研にまか

せることになった｡

5.学術会議報告 (田中- )

第 62回総会は, 10月25日から3日間会員 210名中それぞれ 184,188

および 175名の出席を得て開かれた｡第 1日目には,前回総会以後の学術会議の

活動全体について報告が行なわれた｡これ らは,各研連の活動報告とともに出席会

員に配布されている｡

提案審議は総会 2日目から始まった｡今総会で可決された案件は,勧告 3件,要

望 1件,申入れ 1件,声明 1件に申合せ 8件の計 14件である｡総会はまず民間学

術研究機関に対する研究体制確立のための助成の拡大について,また医薬品の臨床

試験に関する体制の確立について,および沖縄の自然保護と文化遺産保存の緊急措

置について政府に勧告することにした｡沖縄県ではその開轟計画および沖縄国際海

洋博覧会開催に伴 う自然および文化遺産の破壊及び西表島の自然保護に緊急措置を

とるとともに,これに関する緊急総合基礎調査について具体的な措置をとることを

政府に求めることにした｡また従来の医薬品の臨床試験では当該企業側及びその私
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的に委託する医師の判断と責任にそのほとんどがまかせられていた｡このような状

態は速かに改善されるべきであって.この勧告ではt,政府に医薬品臨床試験評価に

関する公正なチェックシステムを設け,関連する諸課題の処理につき緊急に適切な

措置を講ずることを求めている｡この勧告案は強い関心を呼んだが,それとともに

チェックシステムの公正を期することの重要性が強調され,この趣旨に沿った修正

を経て可決された｡この勧告は,全国民に直接関 り合いをもっものであり,前総会

において確認された学術会読の任務,すなわち｢科学を産業及び国民生活に反映浸

透させる｡ ｣ことの端的な具体化であるといえよう｡国際環境保全学会議 (仮称 )

開催準備の申 し合せについても同じことがいえる｡すなわち現実の環境破壊に対す

る対症療法的な対処に止 らず,人間と自然の間に調和のある正 しい関係を確立 し,

これを将来にわたって保持 して環境の保全をはかるため,全世界の科学 ･技術者ベ

ースによる科学的 ･学際的な討議を行な うとしその準備を進めることを申 し合せた｡

これ らの勧告申合せのほかに,今後の学術会議の活動に関 り合いをもっこつのこ

とが決定された.一つは日本学術会議 25年史の編纂であり,他は日本学術会議の

広報活動の基本についてである｡学術会議がその会議法に示されているように,わ

が国の科学者の内外に対する代表機関であるならば,国民および科学者一般に学術

会議の活動に関する広報活動を広 く展開することは極めて必要なことである｡この

申合せは,広報活動のありかたを提示 してあ り,これに基いて全会員が一層活動す

ることを求めている｡大学改革については,これが日本の学術体制に関わる重要な

問題として考えられ,特別委員会を設けて審議が進められているが,今総会ではさ

しあたり筑波新大学問題に関しては,次期総会までの間その成 り行きを注視 し緊急必

要な場合には会長が運営審議会の議に基づいて政府に一定の申 し入れを行なうこと

かできようにした｡さらに大学院制度については,その改革を本会議と十分な連絡

をとって進めるよう申入れることにした｡

科学技術の平和利用は,学術会議がその発足以来絶えず深い関心を示 してきたと

ころである｡この観点に基いて本総会は,イン ドシナ地域における破壊的戦争行為

について内外の科学者に訴える声明を行なった'oまた,科学技術庁長官の国防会議

参加問題に関 してわが国の科学技術のあり方に?いて強い懸念を表明するとともに,

科学技術平和利用の原則の堅持について政府に要望することとした｡これ らの問題
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については種々の意見が活発に交換された｡その他いくつかの要件が申合 されたが,

とくに研究連絡委員会の群別案については引き続き検討することを申し合せた｡

議題の審議を終えてから,日本学術振興会のあり方 (試案 )について活発な討論

が行なわれた｡この試案が日本の学術体制上重大な問題を提起するものであるとい

う指摘 とともに,この試案に対処するための具体的な政策の検討を行なう必要性が

力説された｡この結果会長から現在の運審附置学振小委員会の機能を強化する旨の

見解の表明があった｡

その後ひき続いて会長から日中学術交流について所信の表明があった｡ここで会

長は,事情が許せば本会議の代表を中国に派遣することを含めて,中国科学院を唯

一の相手 として本格的な学術交流の促進をはかるとともに,'これに関する内外の要

望については関係委員会に検討を求めることとし,さらに本会議が戦時中のわが国

の科学者の態度の深刻な反省を契機 として創造されたという伝統を,アジア諸国と

の学術交輝に際してとくに堅持する決意を表明 した｡さいごに沖縄県から参加 した

5人の科学者を代表 して池原貞雄琉大教授からあいさつがあり,第 62回終回は終

了 した｡

轟 核 研 連 報 告 (高 木 )

(i)8月に核研連が発足し1 8月･ 上o月, 11月と3回会議をおこなった｡

(ii)これまでにおかれた′い委員会｡核研小委員会,学術研究体制小委員会｡

日iiJ決議,甲入れ,要望等

科学技術庁長官の国防会議参刀口問題について (決議および要望,宛先会長,

第4部長,原子力問題特委委員長 ･学術体制委員長 ･原子力研連委員長,物

研連委員長 )

日中学術交流の推進について (決議,要望を会長, 4部,学術交流委員長 ･

物研連委員長- )

原子力問題特委と核研連との連絡強化について_(問題委委員長あて｡うつ し

会長 )

(iv)今後とりくむべき主要な課題

(a)学振改組案,大学院制度の改革案,科研費制度の変更,オーバー ドクター問

題,公私大差別問題など学術体制上の多くの問題が同時に個々別々の形をと
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■

って出てきている｡

これ らの問題の相互関連 を整理 し,Lにつめ, 今 後 の 運 動 方 針 等 を 検 討 す る た

め学術研究体制小委 をお くことに した｡

(b)原子核将来計画

起高エネルギー計画,高エネルギー研の共 同 利 用 体 制 の 確 立 な ど 将 来 計 画 の

アフターケア｡

(C)既 設の共 同利用研 の研究条件 の悪化 を ど う す る か ｡

(d)国際学術交流

(e)原子力問題

原子力発電,原子力公害 の問題

物 研 連 報 告 ( 田 中 - )

第 9期第 1回の吻研連は, 日本 学 術 会 議 第 4 部 会 議 室 で 9 月 1 3 日 開 催 さ れ た ｡

まず役員 の選出 を行 い,委員 長 に 今 井 功 , 幹 事 と し て 小 野 周 , 田 中 - , 菅 原 忠 ,

渡部力 ,西川哲治及 び木下 是 雄 を 選 ん だ ｡

っ いも 61回総会 の国 際 学 術 交 流 の 推 進 に つ い て の 申 し 合 せ に も と づ い て 日 中

学術交流について討落 した｡

又, 1974年 の固体表面及 び第 6 回 真 空 科 学 会 議 を 学 術 会 議 が 後 援 す る こ と に

賛成す るこ とに した｡ 1976年 の高エネ ル ギ ー 物 理 学 国 際 会 議 に つ い て は 学 術 会

議が主催す る方向に推進 してい くことになった ｡ 今 後 の 活 動 と し て は , 本 委 員 会 の

定員削減,核研連 の定員,両委員会 の関係,研連 の 群 別 と そ の あ り 方 , 及 び そ の 提

案権や 準委員 につ いて今後 とも検討 してい くことに し た ｡

又 ,物性小委員会 をひきつ ゞき設置す る と共 に,生 物 物 理 基 礎 研 設 立 準 備 小 委 員

会 には和 田八三氏,固体地 球科学研究所設立準備小委員 会 に は 宮 原 将 平 氏 , 学 術 情

報研連委員 には木下是雄氏 の各義貞 を推薦す ることに した ｡

i.UI,Af,執行委員会 が IUPAP副会長 と して久保亮五氏 を 推 薦 す る こ と に 同 意

した｡ IUI)AP Com ission memberの選 出につ いては,本委員会からは推薦し

た候補者 について総会 で投票す るこ ととし,そ の他 については,本人の承諾をまっ

て態度 を決 め ることと した｡
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以下のような提案趣旨説明が野田二次男氏によって行われた｡

現在,大学を中心 とした学術研究体制は,大きな曲 り角に立っていると思われる｡

即ちいわゆる財政誘導方式といわれるように,講座予算の硬直化,定員削減,地方

大学,私立大学問題, OD問題,教養部問題等様々な矛盾をテコとした再編が推 し

進められようとしている｡事実,昭和 49年度 をめざして中教審の方針にのっとっ

た大学院の大巾な｢改組 ､｣がすでに準備されつつあるとも聞くし,科研費の増大,

学振改革案,学振B種案などの政策 と考え合わせた時,再編はすでに始動 している

と思われる｡

しかしながら,これらの事態に対 して研究者側の対応は,いまだ不十分のまゝで

逆に各大学で個別的に｢改革案｣が提出され,研究者の内部から中教審の ｢先取 り｣

が一部で行われようとしているのが現状で奉ると考えるO

このような状況の中で,研究部員会議に集る全国の研究者は研究自身を発展させ

ると共に,共同利用研をいかにactjveなものにしていくかという問題に止まらず,

これら反動攻勢の中で全国的な基礎科学研究体制をどのようにつくっていくのか ?

中教審と対決するために具体的に何をなすべきかを積極的に打ち出してゆくべきで

あると考える｡

70年代の文部省の科学技術政策が科学技術の国家統制管理にあり, 60年代の

それは,その布石であったと思われる｡しか しながら将来計画運動は文部省のきび

しい研究者分断の攻撃を打ち破る｢学問の論理と政策 ｣と研究者運動を創造する見

通 しと方策 を持たなかったので,文部省の政策に安易に乗って しまったといわれて

も止むをえない側面があったと思われる｡ したがって研究者内部に運動を広げてゆ

くには,60年代に研究者がとった態度と,その中で研究条件が郊何に悪化 し,如

何に科学技術がね じまげられてきたかを真剣に総括すると共に全研究者が政府の攻

撃に対 し共に斗 う方向性を明らかにしてゆく必要があると思 う｡

以上のように研究体制をいかに考えてゆくべきか若手の考えがのべられた｡

(資料 1)

又,表 1 50年代以降の大学,大学院 (MC,DC)数と教員, 学生数の推移

表 2 50年代以降の大笥乾生数 ･OverDoctor数,学振奨励研究生数の
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推移

が示され,これ らについて補足説明があった｡

070年代は,大学院制度改革 (量的に大学院生 をふやす｡社会人の再教育 )が打

ち出されている｡

o文部省の概算要求の出 し方についての行政指導を47年, 48年で比較すると

47年度は新 しい改革案の前段階で新 しいものは出させない｡ 48年度は大学院

の改組,拡充案を出すことを促す｡

というように大きな違いがある｡

060年代の理工系ブームの中で,研究者が求めて学部を拡充した結果 うみだした

矛盾が70年代の今起っている面がある｡

o各大学が個別に文部省に折衝 している限 り,ツマ ミダイが行なわれる｡各大学の

倍増から文理改組に及んだ径路を大学院問題でくり返すべきではない｡

060年代の反省の上に立って,現状 (反動攻勢 )の坤 でいかに処すべきか基礎科

学学術研究体制検討小委員会文はワーキング ･グループを部員会議につ くってい

た ゞきたい｡

っづいて早大,並木美善雄氏から現在問題になっている大学院問題にらいて説明

が行なわれた｡

11月 8日の大学設置審議会で承認された内容は別紙の通 りである｡ (資料 2大

学設置宥議会基準分科会,大学院及び学位制度に関する特別委員会中間審議報告参

照 )0

文部省の意向ではこの案を

47年 3月 31日省令施行

48年 4月 1日実施
したいもののようである｡

o設置基準の基本方針を現在検討中で, 48年度概算要求では

学生経費 現行

学部 25,700 -→ 40%

63,000 - 505qc

69,000 - 10070

増の案が出されているG

o 将来どうなるかと考えると,部分的にみてみると結構なことが多い｡例えば
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oMCまでの一貫教育はた しかに必要 C

｡ 一貫教育のD.C.で優秀な学生に早 く学位 を与えることもレ)ゝ .

｡ 研究所で大学院をもちたいという要望はかねてから一部の研究所からでて

いた｡

これ らのことでは賛成者が多い｡ (東京で聞いてまわらたところでは )

又,国大協でもDC-研究院という考えがでている｡

中教審答申/はこれまでは大学の役割は研究,教育 というが実は｢教育 ｣が本流だ

ったが,今度は｢~研究 ｣を認めようという構想である｡研究院にはPost-

Doctora1-Fellowを含めるといっている｡ 研究院の研究員とすることでOD

対策 となり,これ も結構な話｡

o 以上のように部分的にみてくると困る話はないようにみえるが問題はどこにある

かというと,

o どこの大学に研究院がっいてどこにつかないか (どこに財政の裏付けがっ くか )0

旧帝大が トップレベルになるのは自明だがボーダーラインにくるのはどこか｡

(南九州連合大学院構想もでている)

単純に反対することはやさしいが,そのまゝではやってゆけない｡個々の局面では

大学では損 をする話は一つもない｡ しかし,話は急テンポで進んでいるので各大学

が自らの具体的な将来計画を､もち,その中で位置づけていく以外に道はない｡又,

大学の教員組織についての諮問が高等教育審議会にあったらしい｡学部,大学院共

通の教員組織 をっ くり必要に応じて学部,大学院を担当するといった筑波方式も考

えられている｡

以上のような現状報告があり次のような質疑応答があった｡

大貫 )省令は強制力があ'8ものだろうか｡

並木 )ある｡

田中正 )大学院固有の設備,技官,事務官などの人員のことはどうなっているのだ

ろう｡

並木 )そこまで議論は煮つまっていないようだが別組織としてつくりたい意向であ

るらしい｡

田中- )大学の学部と教養部の関係に似た形だろう.
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山田 )10月 19日の核研連でこの話を伺って気になったことは,表面上,現場の

要求をよくとり入れているようにみえるが,省令改正でできることは,最初の

部分で単なる手直 しにすぎない｡DC･MCの積み上げ方式が並列方式になるだ

け｡困ることは,運用でできるといって簡単に通る可能性があること｡又,M

Cで論文不要ということはMCの性格をどう考えるかに関係してくる｡ これま

であいまいだったことを正当化されるおそれがある.差をはっきりすると分断

がゆきわたる｡DCを既に持っている所では問題がないようにみえる｡

松田 )研究所が大学院を持たないと不利になるのだろうか ?

並木 )そこまではわからない｡

牧 ) 京大内の研究所ではスク｢ リングをしない大学院に魅力を感 じている研究所

Pが大部分である｡

5-6年前に基研でも大学院 を置くことについて検討 したが,その時は,塞

研では京大プロパーな大学院をもつべきではない｡ア トム型等で全国の大学の

大学院生と接触をもっことを考えるということであった｡現在, 6部門+客員

部門という構想をもっているがこ でゝ説明された構想が表面化 してくると,莱

現は望めなくなるのではないだろうか｡大学院 をつけるなら増えるが大学院教

育に関係ないなら既存のままにしてお くということで新 しく部門増 などという

ことは著 しく不利になるのではないだろうか｡共同利用研の間でさえ意見が違

う｡批判的立場をとっているところは少ない現状である｡

湯川 )数年前,基研の大学院問題を検討 し,現状のようになった｡当時から将来は

困難な問題になろうということは明白だっ･たので暫定措置としてやってきた｡

情勢は急速に変ってきた｡スクー リングのないDCは考えようによれば現在ま

で基研がやってきたア トム型等のや り方 と異質ではないと思 うO地方大学間題

と一緒に考えることができるのではないだろうか.′′文部省,中教審から措,大

大学的又は中央的意見が表面に出て,地方,小大学の意見は出ない｡基研は,

大大学に属 しながら地方大学又は少数,異端の意見が反映するのが特色である｡

基研は地方 ･私立大学を疎外 しないことを建て前としてきたから,仲介的な役

割をする余地があると思 う｡理想論としては地方大学連合もい がゝ可能性は限

られていると思 う｡
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明城 )60年代前半の貧困放置,後半の拡充, 70年代にクローズアップされた茅
オ ブ

ザー盾 というふ うに研究体制全般が大きく変 りつつあるoどう変化 してきたかを見

バー極めてからどう対処するか決めていく必要がある.｡研究者側で積極的なポ リシ

ーを打ち出 していくべきだ｡

田甲正 )今まである大学院とちがい画一的でないことは結構なようにみえるがど土

の大学にどう適用されるかまでみなければならない｡日本列島改造論に似た理

念が うか ゞえる｡改造によって公害がますますひろがることが考えられるよう

に大資本優位 と同 じく大大学優位,文部省優位がますます強められると思 う｡

一般論で｢公害 ｣がふえるから反対というだけでなく先まで見通 した現場から

の具体的な批判を起 していかねばならないと思 う｡地方大学で研究と教育が統

一 してできるためには何が必要か｡例えばソ連では,研究と教育が分離されて

いると聞いている｡それ らと比べて考えてみることも必要だと思 う｡

敬 ) ソ連では,研究所にだけ大学院がある｡研究所の教授は大学-出かけて

tmdergraduateを教える｡ 大学プロパーのスタッフは大学で研究 ･教育を行

うが,そのスタッフが研究所のメンバーでないかぎり大きい格差がある｡

平野 )今年の春頃,新聞に出ていた記事では,大学院生 (若手 )側の要求がかな り

受け入れ られるかにみえていた. しかし今度示された改革案では果 して研究教

育の現状の解決になるかどうか疑問が残る｡′国立大学の教養部をとり上げてみ

ても助手の定員が東大を除いては昭和 25年以来全然ふえていない｡

山田 )現在は,人文社会系のMCはふえつつあるが,理学系のMCを新設する考え

はないと文部省は明言 してきている｡

医 ･薬系を除くDCは旧制大学に限るという古い中教審答申が生きていてD

Cをもつ大学は増加 していない｡

山口佐 )地方大学の立場からすると,研究はしにくい状況にある｡勤務先で教育 ･

研究 ･管理運営にエネルギーを消耗 してしまって連合大学院ができてもうまく

利用できるかどうか疑問がある｡

湯川 )連合大学院は終局的にはうまくいくかもしれないが,発展段階では困難があ

るだろう｡基研は形の上では大大学に属するが,地方大学との連携をうまくは

かる機関として今後も役目を果 していくようにしなければならない｡
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田中一 )技術院大学という構想があ り,メーカーの研究所が学位を出したいという

ことがあると聞いたがどうなるのだろう｡

並木 )文部省直酪 大学付置は問題ないが,他省庁の研究所特殊法人にまで広げた

いとして枠は現在議論中のようである｡

田中- )特定の大学に集中的に予算を投入 し,大学院がか えゝている多くの問題を

解決 しようという考え方は､,多くの人の賛成を得やすいものである｡これに対

して,今まで格差の是正などの主張に対 しては悪平等で非能率的であるという

批判が加えられている｡両方の考え方を比べるため,格差の是正を基本的な考

え方においた具体案 としては,次のようなものがある｡すなわち,大学,大学

院の経費についてはできるだけ格差を除くようにしながら研究計画を研究者同

志で検討 し,評価 しあって必要な研究を encourageしていくという考え 方で

ある｡これには,研究者相互の研究上の批判と評価が卒直に行われることが必

要とされるのはいうまでもない｡

このような考え方は基研で今まです ゝめてきたことであって,学術会議の研

究基金 という考え方 も同じような立場に立っものである｡この考え方が,研究

の民主化 と呼ばれてきたものである｡集中投資による機能化は能率的であるが,

その考え方はGNP第-主義である. GNP第一主義に疑念をはさむ人は 10年

前は少なかったが今は必ずしもそうではない｡ しか し生産面以外にもGNP第

一主義の考え方が強い｡ GNPの上昇率を高 くおくことに対する批判は, 当面

能率を落 したとしても長い目でみて研究が発展 していくことを考える必要があ

るということである｡

地方大学の研究の levelupをはかってきたということは,やむを得ず行っ

てきたところもあるが,本当は大きな意味をもっているのである｡

並木 )他の動きとしては次のようなものがある｡

科学技術大学院構感

o工尊の上にIviCまでの大学院をおくということが実務 レベルで準備が進んで

いる｡ (50年施行, 51年実施の目標 )

? 教育養成大学 ･大学院

答申がでていて,これも実務 レベルで準備中｡
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o学術会議,学術体制委員会の研究院構想小委で勧告案づくりが行なわれてい

る｡すべての大学から分離 した全国単一研究院 を4月総会に勧告 したい意向

のようである｡これは,科学アカデミーをつ くる考えに近いものである.全

国統一運営はや りにくい.地域別に事務センターを設けてMCを終った人が

地域センターに応募する｡資格審査をパスした人が教員になる｡小委員長は

制度として民主的であり理想案だとして熱心だが,学術会議内には反対もあ

る｡

批判の主なものは

o研究者側の科学アカデミー案だ.

o現在の力関係で実現するだろうか ?

0-番喜ぶのは文部省ではないだろうか｡

｡管理運営が文部省に握られるのではないだろうか｡

学術会議として,研究レベルで議論する必要がある｡国公私立大学の教職員相

互の不信感がある｡ (私立大学を入れるなら厳重な資格審査をしなければ心配

だというような )

坂東 )efficiencyか悪平等かというように問題が出され勝ちだが,地方大学では

有能な研究者の e;nergyをっぶ している面もあるO定員削減,予算削減,助手

定員削減など研究のできる条件が-っていく｡競争 と使いすての原理だ｡

小川 )かって政府は科研費倍増案 とともに新方式を採用するようにといってきたが,

今回の問題の経緯はそれと似た面がある｡前回の経験から教訓をひ き出す必要

がある｡

佐藤 )大学院制度改革 という全体の流れの中で基研だけが無関係だと｢無指定地域｣

を唱えるだけではだめなので,このよ うな時期にこそ基研充実計画や理論の将

来計画など我々の要求を積極的に出していくことが重要である｡

磯 ) 東工大の例では,研究所の強い要望は大学院をもちたいこと,学部の方は学

部についているものは離 したくないということがでている｡要は,研究所の多

様性を認めさせていく以外にない｡

井町 )大大学は簡単に動かないだろうとはいゝきれない｡各大学での動きに十分注

意をしていく必要がある｡
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,以上のような議論の結果,問題の重要性 と緊急性に鑑みて以下のメンバーによる

小委員会が構成され,次回の部員会詩までに問題点を明確にし,各地にアナウンス

し,各地での討議の結果をまとめて,次回,再び議題としてとり上げることになっ

た｡小委員会は次回議長団会議 (来年 2月に開催予定 )にあわせて2日間行なう｡

基研及び近畿の方々の参加を希望する｡

小委員会メンバー

並木美善雄 (早大 ･理工 ),山口 佐 (鳥取大 ･教養 ),野田二次男 (九
＼

大 ･理 )

議長団 (.田中正 (京大 ･理 ),長岡洋介 (名大 ･理 ),安野愈 (名大 ･理 ))

7.国際交流について

牧所長から次のような報告があった｡

① ヰ エフ理論物理学研究所と基礎物理学研究所を窓口としての交流について

基研側の費用としては湯川財団が万博協会から援助をうける窓口となった｡

今年度は 牧 二郎 (10月 16-11月 14日までキエフに行ってきた｡ )

鈴木増雄 (物性関係運営委員にはかって決った｡ )

の2名を派遣する｡

鈴木氏に関しては, ソ連の会計年度が 1月 1日から12月31日までで, 73

年度計画の締切り(9月 30日)後になったが9970受け入れられる見込みであ

る｡

来年度,キエフ側からの来日予定者はDavydov氏 -(学振の流動研究員に応募

していたゞく予定 )他 2名である｡

日本側としても,財団に援助があると見込んでどうするか検討していたゞきたノ

いo先方の希望としては2名の場合はParticIPhysics関係の人 1名とその他

の分野の人1名である｡遅くとも来年の夏までに決めれば,基研をチャネルとし

て74年度 2名程度派遣できる｡

先に交換 したmemorandum の第6項を次の様に修正することを先方と話し合っ

てきた｡

6.Financialbasisofthisproposedagreemen･tmightbesetin

accordancewiththedraftoftheagreementbetween the
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ScienceCouncilofJapanand theAcademyofScienceofthe

U.S.S.R .

Revisedversion

6･ Financialbasisofthisproposedagreementmightbe_set,

alongwith thefinancialsystemsofeachside,in accordance

with thepossibleagreementbetween the theScienceCouncil

ofJapan and theAcademyofScienceofthe U.S.S.R.

ソ連としては日本の学術会議,学振など正式な機関との協定が出来なければ正

式に発効しない現状である｡

(夢 ソ連との交流の今後の問題

ソ連では例年,小 ･中規模の国際会議 (主に国内の人で,少 し外国の人を招 く)

を開いている｡

来春又は夏, Deeplnelastic反応の会議を開きたいので外国人招待者 10名

のうち日本から2名招きたいという話がある｡ (旅費は日本負担,滞在費先方負

担 )

(夢 IAEAとの関係

サラム所長から日本から人を招 くために財政援助がほしいという要望が以前か

ら来ている長.

今年度は,阪大,斉藤武氏が IAEAに行かれた際, 先方は4ケ月 しか負担 し

ないので,湯川財団から■1ケ月援助 した｡

以上のような報告に関連して次のような質疑が行われた｡

藤田 )キエフとの交換は具体的にはどのようにするのだろうか｡

牧 ) どのような人を招きたいか,派遣 したいかという希望を出して,双方の研究

所の意志で決めることになる｡双方がチャネルとなるということである｡

山田 )ソ連の科学アカデミーから学術会議に申し入れがあり,実施は学坂でという

線で検討 してきたが,最近,文部省が扱いかねるから外務省で窓口になってほ

しいという話がある｡ しか しながら,ソ連科学アカデミーの人にこの話をした

人の話では,先方としては,国際政治に左右 される可能性があるから好ましく

ないといっている｡又, ソ連では科学アカデミーと外務省の地位に差がある
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(アカデ ミーが上 ), 日本 の外務省 では外務省以 外 の 人 は 委 員 会 に 入 れ な い な

どの支 障があ る｡

湯川 )外 務省 が窓 口 となれ ば, プラクテ ィカルな 問 題 と し て チ ャ ネ ル が っ ま っ て し

ま うのではないだ ろ うか｡

牧 ) 学坂 と しては, Informalな会合 を ソ連 側 と 持 ち た い 意 向 の よ う で あ る ｡ ア
t;i

カデ ミシャンであるマル コフ氏 が 1月 に 来 日 さ れ る と 聞 い て い る の で , 具 体 的

な話 が進 む ことを期待 してい る｡

次 の こ とが確認 され た｡

① memoノrandum の修 正 の件 は了承 す る ｡

②キエ フとの交換計 画 につ いて は , 事 務 局 報 な ど を 通 じ て ア ナ ウ ン ス し , 研 究

部員会 議で人 選す る｡

④ Deep lnelastic反 応 の 国 際 会 議 出 席 者 に 関 し て は 同 じ く 事 務 局 報 な ど に ア

ナ ウンス して,牧 氏が関 係 者 と 相 談 し て 人 選 す る ｡

8.任期 制につ いて

議長 (安 野 )前 回,物 性 教 授 公 募 の 際 任 期 の こ と が 問 題 に な っ た が , 物 性 教 授 は

一 応今 まで通 り任 期 をっ け て 公 募 し た が , こ の 辺 で 共 同 利 用 研 の 任 期 を ど う 考

えるか議論す べ き時 に来 てい る の で は な い だ ろ う か ｡

原 ) 私 と しては基研 の任期 制は続 けて は し い と い う 他 議 論 す る こ と は な い ｡

小 沼 )数年前 ア ンケー トを とった時, 自分 の大学 で は 何 も 考 え な い が 基 研 だ け は 続

けて くれ とい う意見 が強か った｡基 研の任期 の問題は各研究機関の研究者がど

う考 え, ど うサポー トして い･くか を含 めて考 えなければならない｡

磯 ) 基研 ではいつ も理想案が討歳 され てい るが, 任期制の問題は大きな内部矛盾

が含 まれ ている｡他 の大学 では ど うして も動けな い事情がありそれは依然とし

て改善 され ていない｡他 の大学で任期 制 を とるためには,動いても損にならな

い,得 にな るよ うな制度 が必 要 なのではな いか｡

原 ) 基研は研究条件 がい い し,共 同利 用研 と して任期 は必要だ｡

位 田 )昔 と今 とで困難 な事情 が依 然 と して変 って御 ､点 もあ るが,大きく変化して

いる点 に も注 目 して ほ しい｡素粒子 では,OD問題が ます ます深刻になってお

り,一方,今後 10年 間に老化現象が進む ことは明 らかである｡こういう中で
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こそ基研の任期制が非常に重要性 をもっている｡現状では,人事交流の活発化

ということを今まで以上に考えなければならない｡

玉垣 )最近いわれている大学改革案の任期制は,資格審査的で上からやられるもの

で,我々の考えている任期制とは内容的に異なる｡任期制の内容を明確化する

ことが必要だ｡
＼

藤田 )任期制の問題もdryに整理すると,研究所,所員,所員個人 という立場が考

えられるが,研究所 としては activityを上げるためには任期制が有効だが,

共同利用の serviceとしては周題があり,所員としては,あちこち移動するこ

とはプラスだが,身分保障に問題がある｡どの立場をとっても-長丁短があり,

何にメリットをつけるかによって考え方が違ってくる.研究所の統一見解が必

要で,任期制をつけるならやめるときの条件をはっきりさせるか又は建前はき

び しく,運用はケースバイケースで柔軟にしていくことが必妻だと

松田 )先ほど大学改革案の任期制を資格審査的といわれたが私が,改革の試案に関

係 した段階ではそうは思わなかった｡大学の任期制というものは,研究者の権

利 を･狭めているのではなく,人事交流を促進するものだ｡任期制がなければ他

の大学から誘いがかかっでも,内部から反対が出て,動きにくい｡研究者は人

事の交流を図るという義務があると自覚 して動 くべきだ｡また動き得る権利と

みる/こともできる｡

基研では,重任を認めないのがよいことだと思 う｡

助手だけに任期をつけるのはよくない｡近頃のように人事が客観化すると任

期のある助手は業績主義に陥ってしまう｡また若い人だけが他方に出ていくの

は好ましいことではない｡むしろある程度 establishされた人が地方大学-出

て行って conditionをととのえた方がいいのではないか0

小川 )数年前広島で公募 した時,応募者が非常に少なかったことがあるが,その時,

任期をつけると条件が悪いということで人がこないのではないかという意見が ･

あった｡その時の話し合で,能力が同じなら内部でとらないrtいうことが決っ

た｡それぞれの大学の事情は異っているが,基研の任期制は全国的な capacity

の中で守られてきた｡研究者間の連帯責任ということで,基研の任期制は続け

られるべきだ｡個人の責任だけになってはいけない｡だいたい,藤田さんの第
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二案に賛成だが,任期につレ｢て原則的には明確な考え方を出 し,全体の問題と

して,弾力的な運用を図るというや り方で任期制を守ってゆきたい｡

牧) 任期制には交流,契約の二つの要素がある｡ソ連では,アメリカと違って

contract制ではないから先の心配がなく,おちついて研究できるという意見

をソ連の学者から聞いたが, Bogoliubovは基研の任期制を circulation と

いう点で支持 していた｡任期がなければどうしても停滞 してゆく｡

菅野 )原理的には,共同利用研だけ任期があって他の大学にないということでもさ

しつかえないと思 うが,実際には,任期をつけるところが-ってきたようでや

りにくい｡就職難で動きにくいという面もあらわれている｡

沢田 )各大学でも具体的に任期制をすすめるべきだ｡助手だけでなくもっと上部に

も任期をつけるべきで,長さは変える｡しか し,状況は非常に困難で,原則は

はっきりさせておいて,弾力的運用をして行 くより仕方がない｡

敬 ) 全部任期をつける｡ しかし再任可能というのでは,精神論にすぎない｡

池田 )最近ポストが多くなっているのに exchangeがむずか しくなった.O人数が多

くなって身動きがとりにくくなってい早,O全体の研究基盤 を広げてゆく必 要が

ある｡たとえば地方大学に50代の人が行って,かわ りに若い人がその後任に

なる｡ 50代の人が地方で教室を広げて若い人を吸収するという･風に,意識的

に交流 しなければならない｡､

田中- )任期制は,これまでポス トが全国的に拡大 してきたので保たれてきたが,

今後,今までのようなポス トの拡大は望めそうにない.進学率の上昇とポス ト

の増加のテンポが全くアンバランスでこれからは任期制を錐持 してゆくことが

大変困難になってきた｡任期制の弾力的な運用について具体的に考えざるを得

ない時期にきているのではないか｡

現在の研究者は｢教育 ｣と｢研究｣の二つの面をもっているがもっと違った

あり方があるのではないか｡それぞれの専門分野において資料をっ くりながら

全般に提供するといった,研究をしながら学術情報をあつめるというような新

しい typeの研究者の養成 も必要だ｡

敬 ) 田中さんの意見は基研の任期制を続けるのは無理だという響告のようだが｡

原 ) 全体的にもっと若い人をとらなければだめだ｡大学と研究所では立場が違う｡
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湯川 )悲観論が多いが,閉鎖的に考えないで,もっと広い分野に興味を広げてゆけ

ばいいのではないか｡物理学は自分自身を狭 く限定しないとレ1ぅことに徹 して

いかなければならない｡松田さんは今度生物学の教室 (数理生物学 )-行かれ

たがいいことだと思 う｡連帯ということを閉鎖的に考えることはない｡学問の

豊富さの可能性をもっと考えてほしい｡

平野 )未就職者の立場から現荏どうしても若手研究者の多様性の追求ということを

考えざるを得ない状況になっている｡なおかつ,今,地方大-中けんの研究者

が出てゆくことが,研究者間の流動を高め,また,未就職者のポス ト増大につ

ながる｡若手が各研究室で中けん研究者 を説得すべきだ｡そうすれば基研を通

じて研究をすすめることもより活発になろう｡

藤田 )中央から地方へ出て行 くこともencourageするような策, たとえば,号棒

を上げるとか赴任旅費,住宅問題などを考えれば,実現するのではないか｡核

山田 )数年前地方大学で文理改組を行なった時,その案が出ていれば実現可能だっ

たろうが,現在では地方大学も埋ってしまっている｡数年前に考えておればよ

かった ｡

井町 )これまで,共同利用研の任期ばか り問題にされて,大学での任期制について

はどういうわけかほとんど問われていない｡現在,どの大学でも助教授,教授

-層が固定化 してきてこのままいくと,研究の activityはどういうことになる

のか, 心 もとない｡

池田 )大きな大学で部分的に規制できないだろうか｡昇格でなく,同じポス トで大

学間の交流ができないだろうか｡

松田 )人事の清新をはかるために気を配る_ことが必要だ｡地方大学-は高年層が行

った方がよい｡

池田 )postがあかなくてもex与hangeすれば,meritがあるということを多くの

人が理解 しなければならない｡多角的 exchangeの方策を考えるべきだ｡高年

令の視野の広い人が地方に出て行けば,一今のような centralizationはなくな

る｡

議長 (安野 )現在困難な状況のようだが共同利用研の任期は守るよう努力していか
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なければ な らない｡任期制を守 ってゆ く上 に も,各研 究 室 の ac tiv ity を 高 め

る点か らも,全国的交流 を高 めてゆ くことが重要 で あ る ｡ ま た 学 問 の 閉 鎖 性 に

とらわれ ないよ うに しなければ,物理 の発展 は望 め な い ｡

部員会議の討議 と共に,各研究室でも討議 を 続 け て い た だ き た い ｡

9.来年度数理解析研究所専 門委員会委員推薦につい て

大阪市立大学,中野董夫氏に今年度にひきつ ゞきお ね が い す る こ と に し , 物 研 連

に推薦す ることにな､つた｡

基研か らは,物性関係の人に任期 1年で申ていた ゞくこ と に な っ た ｡

10Cその他

① プログレスについて (資料 3)

資料に関して玉垣氏か ら説明が行なわれ,ひきつ ゞき次のような , 質 疑 応 答 及

び補足説明があった｡

湯川 )プログレスとしては原稿 50ページ以上は困る｡又, Vol毎に 1冊別冊 を っ

くることも困る｡

小川 )ジャーナル式に原稿ページ数が多 くなるほど別刷代を上げるカーブをきつ く

してはどうだろうか｡

玉垣 )分野によって事情が異るが,例えば 1-2年かかって仕上げたような長い論

文を載せるのがむずか しくなる｡

山田 )会費を上げると発行部数が減ることにつながるのではないだろうか｡長い論

文を少なくすることを努力することが必要だと思 う｡会費とページ数制限と両

方を考えねばならないだろう｡

' 池田 )個人 と機関の会費の差を大きくしてもい ゝのではないだろうか｡他の雑誌と

比べても不自然ではないと思 うO別刷代を上げるとすればページ制限というよ

りもページ数 と価格のカーブの勾配を全体 として上げることを考えるべきだ｡

並木 )先の別刷代値上げて 10ページ以上の論文が書けなくなった｡ レター以外書

けない状態なので, レターのページ数の枠 をゆるくしてほしい｡

山田 )最低 ュ0ページ位までは別刷代の値上げをしないでほ しい｡最低の発表の機

会だけは保障してほしい｡

湯川 )レターのページ数制限をゆるめると,性格が変ってくる｡私個人 としては著
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者の意向を最終的には優先するという今の審査方法のまま,制限をゆるめてい

いと思っている｡

松田 )Journal的にするのはプラクティカルでない｡ PartI,∬などとして細切れ

になるだけである｡長い論文はプレプリント,素研,物性研究に発表するよう

にするとか,オフセット印刷にするなど印刷形態をかえる工夫をすればもう少

しコス トが下がる｡

玉垣 )レターのページ制限をゆるめて本文のページ数が減るならいゝが ･･･-

湯川 )例えば レター2ページが4ページになれば本論文のかわ りになるだろうか ?

久保 )PhysicsLettersなどは,掲載された論文はそのま､で,あとから本文を■

書かないものが多い｡殆んどの論文は detailがそれ以上必要というものでな

い｡

これらの意見を考慮 してプログレス編集部 ･理事会で検討 していたゞくことにな

った｡

④ 基研20周年について (牧所長 )

来年創立 20周年を迎える｡ 15周年を盛大にしたので盛大にするのは25周

年と思っている｡ 20周年行事 として,

外国人を含めた小規模のシンポジウムを開きたいと概算要求を出してあるが,

見通 しはむずか しい｡来年秋にシンポジウムを開くことを考えているので,次回

部員会議までに検討しておいていた ゞきたい｡

文責 研究部員会議

議 長 団
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第 58回基研運営委員会議事録

1972年 11月 18日

於 ･基研コロキ ウム室

議 長 牧 二郎

出席者 湯川秀樹,田中 -,久保亮五,小川修三,大貫義郎,森 肇,山口嘉夫,

町田 茂,松原武生,碓井恒丸,高木修二,松田博嗣,玉垣良三,位田正邦

欠席者 中嶋貞雄,井上 健

議 題

1.第57回研究部員会議の報告と承認

2.物性関係教授選考について

3. 1972年度後期ア トム型研究員選考について

4.その他

1.第57回研究部員会議の報告と承認ー

所長から報告が行なわれ,次のような補足意見が出て承認された｡

｡国際交流について

湯川 )基研とキエフとの関係に限らず,特定の国家間との交流という土とにこだわらず,

純粋な学術交流として扱ってほしい｡

敬 ) NielsBoわrlnstitutetが仁科財団を事務的仲介として万博協会から援助を得ら

れたと聞いている｡基研と特に協定はないが,密接な関係を保っているミュン-ンの

Max-Planck-Institutに関しても同じような便宜を得られないか検討したい｡

○ 大学院問題について

玉垣 )｢博士課程の後期段階に在学する学生について,研究指導上特に必要がある場合に

は他の大学院または研究所に必要な研究指導を委託することができる ｣という項は,

共同利用研としては充分にゆとりをもって解釈 しうるようになってほしい｡

敬 ) 基研と核研,物性研など共同利用研が連合 して全国性をもったシステムの大学院を
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もてるならい ゝと思 う｡南九州連合大学院の建て前を広げれば考えられ うるのではな

いだろうか｡

湯川 )基研には,現在も少数ながら大学院生の定員があるのだから少ない定員の大学院な

らいいのではないだろうか｡

久保 )基研で大学院生をとろうとすれば,当然,オープンシステムということになろう｡

しかしその場合,所員の任期制との問題が起ってくる｡

位田 )現在のア トム型を充実 した型の流動的な大学院が基研としては理想的な姿だと思 う｡

共同利用研が連合すれば,この報告書に出ていない新 しいジャンルの大学院も考え出

せるのではないだろうか｡

久保 )基研の大学院は一年間と･し,他の大学院から転学 してきた人をひきうける(委託加

工 )という方法が考えられ る/.

田中 )委託がフォーマルにできるようになれば,現在のア トム型とちがって学生にとって

は,単位が得られるという利点がある｡

小川 )理念的には委託は結構だが,近辺の人はいゝが,遠隔地の人に利用され うるかどう

か問題だ｡実際,生活環境の点で可能かどうか｡

田中 )奨学金の引き上げ等生活面での backupがなければ不可能だろう｡

牧 ) 大学院専任教員に京大がどういう方針をとるか問題がある｡京大の大多数の研究所

は大学院をおいて専任の教員をおき人をふや したい意向のーようである｡付置研として

の性格の上に発想 した大学院をほしがっている感 じである｡

玉垣 )京大の中で共同利用研の性格を生かして大学院制度を考えるのはむずか しいだろう｡

湯川 )他の研究所が大学院を置くことになって基研だけ違 う道をとるということはむずか

しいだろう｡そ うなれば,何 らかの方法で大学院をひきうける方法を考えねばならな

いだろう｡

牧 ) 大学院を置かないで研究所 として意味があるか否か問われるようになるだろう｡

すぐ結論を出せる問題ではないが,念頭において考えておかねばならない｡

o プログレスについて

田中 )今回はページ数制限,値上げなどの方法で解決できても学術情報体系全体の中での

プログレスの位置づけを考えるべき時期にきていると思 う｡

松田 )学術雑誌の果たす機能は多様化 してきている｡プログレスをどういう性格にするか
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によってや り方はいろいろあろう｡

久保 )雑誌を出す側としてはい 論ゝ文を selectして~standard以上のものを授供する責

任がある｡

笑毘 )勘どころ
(abstract)だけの雑誌というのはどうだろう｡完全な論文は情報センタ

一に集めて,要求があればコピーをとって送るというシステムで｡

田中 )二吹情報,三次情報とい うこと隼な り,内容に立ち入って要約 したような情報提供

をすることになる｡そ ういう試みもおもしろいと思 う｡

位田 )グーテンベルグ式雑誌が生き残るのは, Letter誌, Review Article 誌だけだ

ろう｡

玉垣 )どうしても長レ.､論文を書きたいという場合は,速報性を求 めないもの としてサプ

ルメントに書いていた ゞくようにする｡長い論文は全然書けないというのはあまりい

いことではない｡

山口 )サプルメントは Review Articleという観念があるから, 長い論文を集めて出す

時は,何 らかの方法で区別 しなければならない｡

湯川 )機械化も必要だが,人間が｢書く｣ことから離れたとき失 うものが大であることも

念頭におかねばならない｡

プログレスに関しては,検討すべきことが多いので,次回運営委員会までにプログレス

側で問題点を整理 しておくことになった｡

2｡物性関係教授選考について

川崎恭治氏 (現在米国テンプル大学教授 )に決定｡

3.昭和48年度後期ア トム型研究員選考について

下記の方々が認められた｡

中 西 一 夫 (東北大 ･理 ･D･1)

滞在希望期間及び時期 決 定

1ケ月 (2月 ) 1ケ月

ACr-Fe合金の磁性について

高 田 容士夫 (東工大 ･理 ･助手 ) 2週間(1月 5日･J 2週間

構成粒子がスピンを持った複合粒子の散乱 18日)

東 崎 昭 弘 (信州大 ･繊維 ･講師 ) 1ケ月 (1月8日- 1ケ月

p-shell核間相互作用 2月 7日)
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服 部 敏 彦 (徳島大 ･教養 ･助教授 )

K+p弾性散乱の吸収効果

高 木 伸 (東大 ･理 ･D ･2)

滞在希望期間及び時期

1 ケ 月

(13月 95呂二 三3.冒)

1ケ月 (2月又は3月 )

液体Ile33-He4混合液の相転移に関する研究

出 張 型

二 宮 ､勘 輔 (名大 ･理 ) 富山大 ･文理 1 ケ 月

hadronの複合的構造と､素粒子反応 (1月20日-2月20日)

根 本 文 記 (京大 ･理 ) 新潟大 ･理 3週 間

軽い核におけるa-粒子を基本粒子もする分子的構造の研究

以 上

文責 林

ー1ケ月

1ケ月

3週間

千 歳
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資料 2

大 学設置審議会基準分科 会大学院および学位

制度 に関＼す る特別委員会中間等議報告

大学院の基本的な性格について

1 博士課程について

1.博士課程の目的は,研究者養成を主眼とし,その修業年限は5年を標準とする｡

2.博士課程については,スクー リングは前期部分 (修士課程相当部分,所定単位

以上 )のみとし,その後は教官の指導を受けてもっぱら特定の研究に従事 し,研

究者 として必要な能力が学位論文により立証されたときに課程を修了 し,博士の

学位 を授与される｡ただし,最短在学年限は3年とし,最長在学年限は各大学院

の定めるところによる｡

3.博士課程の前期部分 (修士課程相当部分 )修了の段階で,改めて進学のための

選抜 を行なうこととするか,一貫教育を行なうかは,それぞれの大学院の判断に

より定める｡

4.博士課程の後期部分-,修士課程修了者の編入学を認めることができる｡

5.博士課程においても,修士の学位 を授与することができる｡

6.博士課程の後期部分のみの設置も考慮する｡この場合,その修業年限は 3年を

標準とする｡

丑 修士課程にっいて

1.修士課程の目的は,研究能力の養成,専門性の高い職業人の養成,社会人の再

教育など多様性をもたせるものとし,その修業年限は2年 を標準 とする｡

2.修士課程にっいては,スクーリングを重視 し,所定の単位 (30単位以上 )の

修得および修士試験 (必要に応 じて論文の審査を含む｡ )の合格により課程を修

了し,修士の学位を授与される｡

ただし,最短在学年限は1年とし,最長在学年限は各大学院の定めるところに

よる｡

大学院の組織編成方法にっいて (学部,研究所等の関係 )

1.大学院には教育,研窄指導の目的内容に応じ,適当な分野について,研究科を

置く｡

2.研究科には,数個の専攻を置 くことを常例とする｡

3.学部段階の組織 (学部,学科 )と大学院の組織 (研究科,専攻 )を対応させる

ことは必ずしも必要とせず,教育,研究指導の目的内容に応じて編成できる｡

4.-大学院には,教育,研究指導に必要な教員組織を置 くこととし,学部,研究所

等の教員,大学院の専任教員等がこれに当る｡
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5. 上記のほか,学部,大学院,研究所等を通ずる共通の教員組織 を編成 し, この

組織の構成員が必要に応 じ,学部段階の教育を担当し,あるいは大学院における

教育,研究指導を担当するという考え方をとることができる｡

6.博士課程の後記段階に在学する学生について,研究指導上特に必要がある場合

には,他の大学院または研究所に必要な研究指導を委託することができる｡

7. 大学院のみを設置するいわゆる独立大学院の設置が可能 となるよう考慮する｡

8.学生定員は,研究教育の目的,研究者養成の社会的要請等を十分参酌 しながら,

教員組織,施設設備その他を総合的に考慮 して,専攻を単位 として定める

学位制度の基本的なあり方について

1.学位の種類は,博士および修士 とする｡

(博士の学位 )

2.博士の学位は,研究者 として将来活動を痩けるにふさわしい資質,能力を備え

ていることの証明という性格をもつものとする｡

3.博士の学位は,博士課程に3年以上 (修士課程修了者が編入学した場合は,修

士課程における修業年限を通算する｡ )在学して, 30単位以上を修得 したうえ

で,教員の指導を受けて特定の研究に従事し,研究者 として必要な能力 を証明す

るにたる博士論文を提出してその審査および試験.に合格 した者に授与する｡

4.博士の学位は,大学院の課程を経ない者または修了しない者についても,博士

論文の審査および試験等によりこれ と同様以上の学力を有すると認められた者k

も授与する｡

(修士の学位 )

5. 修士の学位は,一定の課程を修了 したことの証明という性格をもつものとする｡

6.修士の学位は,修士課程または博士課程に1年以上在学して, 30単位以上を

修得した者に授与する｡

ただし,必要によっては,修士論文を課し,その審査および試験の合格 を授与要

件に加えることができる｡

7. 博主の種類,修士の題額および学士の感類にっいては,さらに検討する｡

8.学位論文の審査に当っては,捷出された学位論文の主題に応 じて,必要により

学外者,学内の他研究科所属の教員を含め,最も適切な審査が行なわれるよう配～̀
慮する｡

9.博士の学位論文の公表,学位授与報告手続き等を簡素化する｡
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資料 3

議題 10･その他 (プレグレスについて) 関係資料

(I)現 状 と 予 測

1)現状 ti) 1960年以降で頁数,掲載論文数,投稿数は約 2倍.特に 1966

† -71の5年間に約 20%/年の増加｡

図 1 (ii) 1970-72年で,約 650p/年の増加

- 1.7冊/年 〟 に相当

Cii) 1972年 (Vol.47と48)では,合計約 4700頁

→ 特別号(W l･48 6A+息旦)で積残 し解消

2)外挿すると, 700-800頁/年の増加 - 特別号 2冊出す必要

(R)基 本 方 針

1)日本の理論物理の綜合誌 としての性格を保ちたい｡即ち,分冊方式はとらない｡

2)日本で創 られたよい仕事は可能な限 りのせていきたを､ ｡

3)月 1冊 (S360p)を原則 とする｡

(m)編集方針に関連する問題 一 本文

1)掲載論文の基準の問題 /図 2,図 3
2)頁数の多い論文の率がふえている傾向に関連 して,原稿 50p制限 (現行 )以上

のことを考えるかどうか｡

3)頁数制限をきびしくした場合,長い論文の発表の場をどうする. (e･g.Supp-

1ementにかいてもらう,毎 VoloN0.7を出しこれにあてる等 )

4)短かくてよい論文 を優遇するのはどうか ?

(早い publication ,nodelay)

(Ⅳ)編集方針に関する問題 - Letter

1)本文の変形 と見倣 し,速報性を生かすようにするか.→ 頁数制限をゆるめる.

2)従来の Letterの性格,役割 をどう考えるか0時に, priorityの問題 , 和文誌

との関係｡

(†)会費値上げについて

印刷費,諸経費の増丸 特別号e)経費による支出増O別刷 代は各研究室の事情から

みて限界点にきているらしい｡

1974年 より30-5070(平均 )の会費値上げはさけられない状況にきてい

るO

特別号の経費

現行会費

個人 6,000円

機関 14.400円

個人 12.0)00円

機関 i8.C'00円
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編 集 部 よ り

今年 4月に ｢物性研究｣は vo120 となり創刊以来 10年 目にあたnます｡ ｢物性研究｣

はその前身 ｢物性論研究｣が廃刊になるさまざまな原因を背景にもちながら,編集体制を

強化することで再出発 してきました｡その 10年の歴史 をふ りかえると本誌はニユ-ス連

絡網の役割と研究発表誌の役割を特異にミックスしながら果 してきたと思われます｡そし

て,その両者の役割q)ウエイ トが時代 と共に変 りつつあるようです｡今度 10年目を迎え

るにあたって ｢物性研究｣が tt共同利用誌 "として生きる道は何なのかを考え直すことが

非常に重要であろうと思われます｡そこで,編集部では vo120のはじめの方の恥で物性

研究 10周年記念号を計画 しています｡より広 く読者の方々,及び投稿者の方々の ｢物性

研究｣に対する御意見をうかがいたく,別紙 (巻末 )のアンケー トを作製 しました｡是非

回答下さいますようお願い致 します｡

送 り先 :606京都市左京区北白川追分町

京都大学基礎物理学研究所内

物性研究刊行会

〆切 : 3月 20日

- 3 6 6 -



編 集 後 記

浅野太郎氏が,昨夏,不慮の事故で亡 くなられた事は,御存知の方も多いと思います｡

今月号は,新年第-号ではありますが,浅野氏追悼号としてお送 り致 します｡
●

最近ずっと,研究会報告関係以外の一般投稿論文が減ってきていましたが,遂に今月号

は投稿論文がありませんでした｡この状況は,かつての ｢物性論研究｣が廃刊に致 った状

況 と極めてよく似ています｡講読者数は横ばいという事実と,この事 とから,投稿する側

としての ｢物性研究｣の必要性が低下 したと考えるのは,早計だとは思いますが,創刊以

来約十年が経ち,研究者の意識 と研究環境の変化の著るしい今 日,再度本誌の存在基盤を

考え直す必要があると思います｡ (読者諸兄が 代談話室 ''などを通 じて,御意見を寄せら

れます膏を期待致 します｡)

そもそも,本誌の如き研究者間の共同利用誌及至同人雑誌的な雑誌は,読者 として必要

としている情報と,投稿者 として多 くの人に知らせたい情報の交換の場 として存在 してい

ると思います｡編集部としては,創刊趣意,拡大編集会議 (1970) の意見を踏まえ,大

学特集,領界領域特集など積極的な編集を行って来ましたが,それには自ずと限度があり,

雑識を支える中心はやはりくt知らせたい情報 "の投稿にあると思いますO表紙の裏面には

はっきりと書いてはあ りませんが,本誌ではとくに研究論文では,研究途上にある問題の

討論,反主流的な分野の投稿,叉広 く物性研究者の間に議論を沸き起こす問題捷起などが

歓迎されます｡講議 ノー ト,或いはニ ュース,談話室,海外だよりなど-は,各地編集員

以外の方からの投稿 も期待 していますQ表誌では,読者 と投稿者が一体であり,読者諸兄

が物性物理学を,よ り多くの研究者 との討論により,より一層進歩させる為に本誌を十分

活開される事を期待 しています｡

研究室の図書室の奥の方から,ほこりにまみれた ｢物性論研究｣の創刊号などをひっぼ

り出し,その二十年にわたる変遷を見ますと,論文に対する意識,和文による論文の是非,

プライオリィティの問題などが常に論ぜられ,研究者内における考え方がかな り変って来

ている事が窺われます｡未来どうあるべきかという事は云えないと思いますが,少 くとも,

本誌のようなおおらかな,自由な雑誌が不必要となるような状況は,研究者にとって好ま

しくないものであるとは思います｡

昨年 は, tt十大ニュース "という言葉が無意味になる程多くの出来事が起 りました｡は

たして今年はどんな年になることや ら.青空の中で,唯ひ.たす らに風に飛ぶ凧が うらやま

しい｡ (T.0･)

追 :本誌とじこみのアンケー トに是非御回答下さい｡
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回答者の所属 と身分 (

ン ケ ト

),年齢 ( )

lc あなたは物性研究の記事のどれをよく読みますか.次のうちよく読むものから順に番号

(1, 2,･････.)をっけて下さい｡又投稿する場合,どのような欄に必要を感 じますか｡

必要の大きい順に番号をっけて下さい｡

読者 として 投稿者 として

ィ, ( ) (

ロ. ( ) (

ノ､,( ) (

二･( ) (

ホ. 仁 ) (

へ. ( ) (

卜. ( ) (

チ. ( ) (

リ. ( ) (

ヌ. (/ ) (

) OrigiJlal論文

)研究会報告

)講義 ノー ト

)掲示板 (公募,公示 )

) プレプリント案内

) ニュース(人事移動,談話会のアナウンス,海外だより等)

) 基研研究部員会議,運営委員会報告

)境界領域特集

) 大学特集

) その他の特集 (物性物理の研究体制,科学情報過剰等 )

丑.あなたは ｢物性研究｣がどのような点で存在意義があると思いますか.次のうち適当な

ところに○印をつけて下さい｡ (2つ以上可 )

A. ( ) 研究の誌上討論

fj･ ( ) 迅速な情報交換

｢. ( ) 会議報告その他の資料

D.( ) 特集

E･ ( ) 廉価
＼

F,( ) 自由に気軽に投稿できること

臥 ｢物性研究｣に対する希望があれば書いて下さい｡
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