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　地 盤 工 学会の 会員の 多 くは ＋一木工 学 と建築学 ，ある い

は そ れ らに 近 い 分 野 の 技術 者や 研 究 者 で あ る か ら，こ こ

で は 十一木 ・
建築の 分野 が 他の 学問 ，研 究 分野 と どの よ う

な 関係 に あ り，⊥ 木 と建築 の 相互 の 関わ り に つ い て 論述

す る 。 ま た，編集委員会 か ら 「総説」の 依頼が あ っ た か

ら ， 本特集の テ
ー

マ そ の も の を 本稿 の タ イ トル と した 。

　最近 は異分野融合，他分野連携 な ど とい う言葉 を 耳に

す る こ とが 多い が ，そ の ほ とん ど は 必 要 性 を述 べ て い る

の で あ っ て ，具 体 的 な 事例 に触 れ て い る の は 多 くは な い

よ うに 思え る。そ こ で ，こ こ で は 筆者が 直接関わ っ た 事

例 を紹介 しつ つ ，与 え られ た課題，す な わ ち r他分野 と

の 融合」に つ い て共 に考え て み た い 。

　文 部科学省の 科 学 研 究費補助 金 は 大学関 係 者の み な ら

ず ，企 業関係で も今 日 で は広 く知 られ て い る。大学人 に

と っ て は ，大学 か ら 支給 さ れ る 研究費以 外 の ，い わ ゆ る

競争的 外部 資金 の代表的 な もの で あ り，審査 に あ た るの

は そ れ ぞ れ の 専門分野の 研究者 で あ るか ら，こ の 研究費

（
一

般 に は 科研費）の 採否 は研究者 に 対す る 客観評価の

結果 で もあ る。

　 科 研 費 に お い て は 十 木 と建 築 は 丁 学 分 野 の 「土 木 工 学

分科」，「建築学分科 」 と して 別 の 分科 に 属 して お り，土

木 に は 6 細 目，建築 に は 4 細 目が 設 け られ て い る 。こ

の 分科細 日 は 10年毎 に 見直 し が 行 わ れ る こ と に な っ て

い る が ，平 成 5 年 に 抜 本 的な 改正 が 行 わ れ た。こ の 改

正 の 際 に 筆者 は土 木，建築 の 両 分科 を担 当す る こ とに な

っ た。こ の 見直 し で は 化学 の 分科細 目に お い て 大きな組

み替 えが 行 わ れ，機械 や電 気 に つ い て も化 学 ほ ど で は な

い が 見直 しが行 わ れ た 。

　 こ の 改正 に おい て は，土 木
・
建築の 分科 だ け が 枠紐み

と して の 細 目の 組 み 替 え はせず，一
部 の 細 目名が変更さ

れた の み で あ っ た。土木 で は，「構造 工 学 」 の 細 目 に お

い て 地 震 工 学 と い う分 野 を 加 え，ま た，そ れ まで は 「土

質 力 学」 で あ っ た 細 目名を 「地 盤 工 学 」 に 改め た 。 問題

は こ こ か ら先 で あ っ て ，工 学系の 全体会議で は，土木 と

建築は 研究 の 内容も似通 っ て い る か ら，両 者を 統合 して

合計 10の 細 目 と し，現時点で の 学問 ・研 究 の 状 況 に 相

応 しい 細 日に 組み 替 え て は ど うか とい う意見 が強か っ た。

　 こ れ は土 木 ・建築 は 外 部 か ら見 れ ば似 通 っ て い る とい

う こ とを踏 ま え て の 議論 で あ っ た 。 す な わ ち，構造 ，地

盤 ，計 画 ，施 行，環 境 ，材 料，防 災，地 震，耐 震，都 市 ，

な どの 項 目は 土木，建築の 両方 の分科 に お い て 共通 し て

見 られ る。 多くの共通項 目が在 る か らに は ， 土木と建築

を統合 して研究費の 応募 の 枠組 み を組み 替 え る こ とこ そ，

今 回 の 抜 本 的 な 見 直 し の 口的 に 適う とい う意 見 で あ り，

工 学系全 体 の 見直 しの 役 目を担 う委員た ち か らす れ ば 至

極当然 の 考 え で あ っ た。

　 こ の よ うな外圧 を受 け つ つ 筆者は，土 木 ・建築の 関係

者 に細 目の ．見直 し と，統合を働 きか けた が反対 が 強 くて

はか ば か しい 成果 は 得 られな か っ た。建築 の 分科 で は

「建築構造
・
材 料 」 の 細 目へ の 応 募数は 極 め て 多 く，そ

れ に 比 較 して 「建築 史 ・意 匠 」 は は る か に少 な い 状 況 で

あ っ た。そ こ で ，四 つ の細 日の 組み替 え も図 っ た が強 い

反対 が あ っ て，こ れ も実現 で きな か っ た。こ の よ う に し

て，土 木 ・建築に関して は抜本的ど ころ か細 目の組み替

え す らで き な か っ た 。 な お ，こ の 細 目の 組 み 替 え は 15

年 を 経た 現在も変 わ っ て い な い。こ れ は既存 の 枠組 み が

よ ほ ど 優れ て い た か ，も し くは 土 木 と建築 の 間 に は万 い

の 融 合 を 嫌 う通 奏 低 音 の よ うな もの が流 れ て い る の か も

しれ な い 。

　 こ うい う状況下 で の 委員会 で は，土 木
・
建築 の担当者

と して は人変辛 い 立場 に 立た さ れ て，い ろい ろ な言 い 訳

に 四 苦 八 苦 し て い た ときに ，土 木 ・建 築 の 分 野 を比 較 的

よ く殫 解 し て い た委員 が 「士 木 と建築 は人種 が 違 うよ う

で す か ら，……
」 との

一
言で ，現状維持 とな っ た。こ れ

以 上 見直 し を迫 られ な くな る こ とで，ほ っ とす る と同 時

に 大変恥 ず か しい 思 い で もあ っ た 。 人 種 が違 うとい うの

は 侮蔑的な 意味 で は な い が，他 の 工 学分野 と同 じ上 俵 に

は 立 っ て い な い とい うの が 本意 で あ っ た ろ うし，土 木 ・

建築は 自分 た ち だ け の 世 界 に こ もって い る とい う意味 に

も取れ ， 決 して 誉 め られ た の で は な か っ た ろ う。

　科研費の 抜本的見直しに 際 して の 出来事を長 々 と記し

たが，こ れは土木 ・建築の 分野が工 学系の 他 の 分野か ら

どの よ うに 見 られ て い るか を理 解 す るた め に は よい 事例

で は な い だ ろ うか。また，研 究 分 野 とし て は非 常に 良 く

似通 っ て い る こ とは 自他 と もに 認 め て い な が ら，な ぜ 両

者が融合 が で きない か を考 え させ られた機会 で もあ っ た。

　最近 は大学 の 外部資金導入 の必 要 性 が強く要 望さ れ る

よ うに な り，国 を は じめ と して，い ろ い ろ な機関 に よ る

プ ロ グ ラ ム が 用意され て い る。こ うし た競争的外部資金

の 獲 得 に 際 し て は ，応 募 す る プ ロ ジ ェ ク トの 構 成 メ ン

バ ーが，どの 大学の どの 学科 に 属す る か は もは や 大 きな

意味 を持 た な くな っ て お り，目 的の 達成 に 最適 な チ
ー

ム

が構成されて い る，ある い は そ れ に 向か っ て 最大の 努力

が行われて い る。例 え ばナ ノ テ ク関連 の テ
ー

マ で あれば ，
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電気，化学，機械 な ど の 学科 に 属 す る研究者 が テーマ 毎

に 離合集散 を 繰 り返 し て い る と 面
』

っ て も過 言 で は な い 。

大型の 研究費の審査 や 評価に 当た っ て い る と ， どの 研究

者が ど こ の 大学 の 何 の 学科 か とい うこ とは ほ とん ど意味

を持たな くな っ て い る こ とに気付 く。とこ ろ が，⊥木 ・

建 築 を 専門 とす る研 究 者 がユ：学 系 の 他 の 分 野，あ る い は

人 文
・社 会科学 の 専門家 と共同 して 何 らか の 新 し い 課題

に 挑戦 して い る例は，審査 や評価の 場 を通 じて 知 る限 り

は，そ れ ほ ど 多 くな い よ うに 思わ れ る。こ れ で は 人 種 が

違 う と言 わ れ て も仕方 が 無い の か も知 れ な い 。

　他の 分野 か ら ど の よ うに 見られ よ うと構 わ な い ，自分

た ち の ltl：．pmで 本 来 の 使 命 を 果 た せ ぱ 良 い で は な い か とい

う議論 もあ る で あ ろ う 。 しか し な が ら木当 にそ れ で 良い

の だ ろうか。人類 が 将来遭遇す る か も知れな い 世界を思

い 浮 か べ る と き，土木 や 建築が主役 を 果た し うる 新 しい

分 野 を開拓 す る こ と も，そ の 分野 の 専門家 とし て の 責務

の
一

つ で は な い だ ろ うか。他者 か らの 要請で 動 き始め る

の で は な く，自分 た ち の 創意 に よ り 新 し い 分 野 を 切 り拓

き，そ れ を 日本や 匹 界 に 向 かって提案す る とい う視 点 と

行動力 が あ っ て 然 る べ きな の で は な い だ ろ うか 。

　 例 え ば環境問題 は 人類の エ ネル ギ
ー

資源を ど うす る か

が関わ っ て い る が，そ の 解決法 として い ろい ろ な 方策が

講 じ ら れ て い る。そ の
一
つ が太 陽 エ ネ ル ギ

ー
で あ り，風

力 エ ネ ル ギーな どの 自然 エ ネ ル ギー
の 活用 で あ る。ま た，

海洋 で の 波 力発電や海水 の温度差発電，海上 農業などが

実験的 段 階 と は い え検討 が 進ん で い る。こ うした 分 野 で

の事業 は，ま さ に 土 木 や建築の 人 々 が培 っ て きた技 術 を

活用 し て ，他 の 分野の 人達 と 恊働 し 得 る 場 で あ ろ う。こ

れ ま で も異分野 との 連携 な くして は大型の 国 家プ ロ ジ ェ

ク トに 参 画 す る こ と は 出 来な か っ た が，しば しば 見 られ

る の は 土 木
・建築が 卞 動 で 提案し た もの で は な く，受動

約な 立 場で あ っ た よ うに 見え る 。 立 場 を 能動的 に して ，

他分野 を 引 き込 む よ うな 新 し い 分野や 事業 を興 す こ とが

肝要で あ ろ う。宇宙 で あ ろ う と海洋で あ ろ うと主 導的 な

立 場 に stLtっ て ，先 導 しな け れ ば い つ まで も他 分野 か らは

仲間扱 い さ れ な い の で は な い だ ろ うか 。

　 土 木や 建築 が 建設系の 分 野 の プロ ジ ェ ク トで 主 導的な

の は 当然 で あ っ て ， こ れ ま で は 関わ りの な い 分野 で新 し

い 途 を拓 い て こ そ，異分野 か らの 見 る 目が変 わ る の で は

な い だ ろ うか 。こ の よ うな 考 え は 単 に 理 念 の 展 開の み で

終 わ っ て は な らな い の で あ っ て ，実際 に 実行 さ れ な け れ

ば 意味 が 無い
。 以 下 に は，こ れ まで は全 く関係 の な か っ

た分野 との 協力を 必 要 とす る新 しい 課題 を 見 い だ し，そ

れ が規模 は 小 さ い もの の 研究や 実際 の 事業 と して 進展 し

て い る 事柄 に つ い て 紹介した い。

　 筆者は地震 工 学 を専門 と して い て ，圭木構造物 の 耐震

解析，ラ イ フ ラ イン ，地 震動入 力，地 盤 と構造物の 動的

相互 作用 な ど の 研 究 に 携 わ っ て きた 。そ れ が 阪 神淡路大

震災を き っ か け と し て 大 き く変 わ っ た 。そ の 直接 的な 動

機は 出 火 点 が 280 余箇所 に も達 し た 同 時多発 火 災の 発生

で あ っ た。地 震 の 起 こ っ た 当 日か ら 2 日間 に わ た っ て，

空 と陸 とか らつ ぶ さ に被災状況 を見 る こ とが で き，い ろ
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い う と考 え さ せ ら れ た が，最 も大 き く影響を受 け た の が

地 震 火 災 の 発 生 で あ っ た 。 火 災 以 外に も 各種 の 構造 物の

被害や そ こ か ら 教訓 を得 て 将来 に備 え る とい う研究活動

も彳∫ っ て 多 くの 教訓 も得 た け れ ど，地震 の 特殊性の ゆ え

に 災害 に な らな か っ た事象が 安心 情報 とな っ て い る こ と

に気付 い た 。 その
一

つ が 文化 遺産 の 地 震火災問題で あ る。

神戸 で の 震 災 は 甚大 で あ っ た が，京都 で は 震度階 に し て

5 弱 か ら 5 強程 度で あ っ た た め 全 休 と して の被害は軽微

で あ っ た に も か か わ らず，京都 を代表 す る 二 つ の 寺院 で

の 消防施設 が機能 を 失 っ た 事 と，神戸 で の 同時火災の 怖

さ が 結 び つ い た こ と に よ り，事の 重大 さ を 意識す る よ う

に な っ た の で あ る。す な わ ち，京 都 の 近 辺 で 地 震 が 起 こ

っ た ら ， 歴 史的建造物の 防火機能 が失 わ れ る こ とは 間違

い な く，そこ で 同時多発火災が発生すれば多数の 文化遺

産 が 焼失 す る こ とで あ る。

　 阪神淡 路大 震 災 で は い くつ か の 重 要 文 化 財 が 被 災 し た

が，木造 の 国 宝建造物 が 炎上 す る事 は 無 く，それゆ え に

社 会 的 に も文化財防災 と い う こ と が 取 り上 げ られ る こ と

も無 か った 。 と こ ろが ，京都 は 震源域 か ら 5〜60krl1以

上 も離 れ て い る に も か か わ らず ， 上 述 の よ うに 大寺院 の

貯水槽 と放水銃を結 ぷ地下 の 配管が 破損 し た。筆者 は ガ

ス や水道等の ラ イ フ ラ イン の 耐震性の 研究 に も携わ っ て

い た の で，神 戸 の 地 震 で こ う した 施 設 が多 大 の 被 害 を 被

っ た こ と も把握 して い た。こ れ を知 っ た上 で ，京都の 古

い 木造住宅の 密度 が 神戸 の 2〜3 倍に 達す る こ とを 考 え

る と，京都 が 1995年 兵 庫県南部地 震 程 度の 地 震 に襲 わ

れ た 際 には ，神戸 で 起 こ っ た よ り多 くの 同 時多 発 火 災 が

発 生 す る こ と は 明 ら か で あ る。そ し て ，そ の と き に は ば

とん どの 寺社 で 消防機能 が失 わ れ て い る の で あ る。東西

が 12〜13km ，南北 に15〜16km 程 度 の狭 い 京都盆 地 に

は 国宝 の 木造建造物だ け で も40あ ま りが あ る事 を 考 え

る と，ひ とた び 強 い 地 震 に 襲 わ れ た 時 に は 間違 い な く多

くの 寺社 が焼失す るで あろ う。

　 寺社 の 消防施設の 地 下 埋 設管路の 地 震 に対 す る 脆弱性

と京都 に お け る 国宝 の 木造建 造 物の 稠密性 を知 り，内陸

地震 の 発 牛 の 切迫性 を考 え る と き，地 震災害 の 防止 を専

門 とす る 研 究著 とし て，こ の 問 題 を避 け る こ とは で きな

い と考 え る よ う に な っ た 。 こ れ が筆者が文化遺産防災の

問題 と取 り組む き っ か け で あ っ た。勿論，建築の 専 門 家

が 文化財保護の 諸問題 と取 り組ん で い る こ とは 承知 し て

い た が ，都市直下 地震 と の 関係，特 に 地 震 の 後 に 起 こ る

家屋 の 火災 に よる寺社 で の 延焼 火 災 とい う観 点 か らの 組

織的な取り組 み は 多 くは な か っ た と言 っ て よか ろ う。

　 こ の よ う な理 由で 土 木構造物 の 耐震問題 を 専門 と して

い た 筆者 が文化遺産防災 とい う新 しい 問題 に取 り組 む よ

うに な っ た が，その 数年後 に ，木造建築を 専門 とす る あ

る 研 究者が ，「建築 を 専門 と し な い 者 が な ぜ 文化財 の 防

災 に 取 り組 む の か ？」 と 直接 に 尋 ね られ た 事 が あ る。そ

れ に 対 し て 筆者は 「建築，十一木 と い っ た 次元 の 闇 題 で は

な い。文 化遺 産 の 地 震火 災に 対 す る 脆弱性 を 知 っ た 地 震

防災の 専門家 と して の 責務 だ と思 っ て い る」 と答 えた。

文化 則 は建築 の 分 野 で あ る とい う固 定観念 か ら出 た G”葉
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で あろう。防災の 対象 とな る文化遺産は建造物だけで は

な く， 周 辺 環境 や 彫刻 あ る い は絵 画 な ど多 くの もの が含

まれて い る の で あ る。そ して，こ こ に も本特集の 表題 で

あ る 「他 分 野 との 融 合 」 に 関 わ る問 題 が潜 ん で い る。土

木
・
建築 が そ の 他の 工 学 か らは 異質 な分野で あ る と看 な

されて い る らしい が，そ の 異質な分野 の 内部 に は更 に土

木 と建築が互 い に異質 な分 野 で ある と思 っ て い る こ とが

上 記 の質間か ら も伺い 知 る こ とが出来 る 。

　 こ うし た外部 か らの 雑音 に は 耳 を か す こ とも な く，阪

神淡路大震災 か ら 2 年後の 1997年 に は ，小松左京会長，

瀬戸内寂聴副会長，新野幸次郎副会長 の も とで 「文化財

を 地 震火 災 か ら守 る協議会」 を 発 足 さ せ ，1999年 に 設

立した任意団体 「文化財 を地震火災か ら守る会 1を基に

して ，2003年 に は NPO 法人 「災害 か ら文化財 を 守 る会」

を 設置 した。こ れ らの 団体 に は土 木や建築の 分野 の み な

らず ，広 い 分野の 専門家 が参画 し て い る。目的 は文化財

あ る い は 文化遺産 の防災 問 題 で あ る が ，学問 分 野 ，職 業，

経 験の 有無な どに関 わ り無 く，先 入 か ら受 け継 い だ 文 化

遺産 を 後世 に毀損 す る 事無 く伝 え る とい う一
点で 共通の

意識 と関心 を 持 っ た人 々 の集まりで あ る。

　 ま た，一
般 の 人 々 も含 む とは い え，い わ ゆ る 「お た く

族 」 で もな い 。現 に，清 水 寺 か ら八 坂 神 社 に至 る区 間 に，

1500t の 耐震性 地
．
ド貯水槽 を 2 基建設 し，こ の 区間 に

は耐震性に 優れたポ リエ チレ ソ パ イプを敷設 し，各種の

消防施 設を 設置 す る事業 が行 わ れ て い る。こ の 事業の 発

端 は NPO の 土 木，建築 の 技術者 や 研究 者 を 中心 とす る

技術部会の メン バ ーが ，清水寺や 産寧坂 の 近隣住民 と協

議を重 ね て 事業計 画 を 作 り上 げ，京都市長 に 提案 した 。

そ して，市長が 国 に対 して，こ の 事業案へ の財政支援を

要請 して，こ れ を 国が 認 め て 自治体 との 共 同事業 とし て

進行中で あ る。

　 こ うした 文化遺産の 防災問題を 扱う事業 の 推進の 過程

に お い て ，技 術 者 や 研 究者 の 間 に，土 木 で あ る とか建築

で あ る とか の 分 け 隔 て は一切 見 られ な い
。 基 本計画 だ け

で も10億円，最終的 に は 数
一
卜億 円 に 達す る と思 わ れ る

事業 で あ る が，専門 とす る 分野や 領域 に と らわ れ る こ と

無 く，持て る知恵 を 出 し合 っ て 事業 主 体 に 協 力 し て い る。

こ こ に は 当然 な が ら文化遺産の 専門家，寺社の 関係者等

も参画 し て い る が，分 野 間の 軋轢（あ つ れ き ）な ど は
一

切

見 られ な い 。こ うし た 分野の 事業 が清 水寺付近 か ら始 ま

っ た 結果，次 な る 同様 な 事業 を ど の よ うな 法制 と財源 を

組 み 合 わ せ て 推進 す る か を 国 と自治体は 検討 を始 め て い

る。土木，建築 に共通 で あ る 「防災」 を切 り口 として，

文化遺産 の 防災 とい う，こ れ ま で に は 全 く存在 しな か っ

た 分 野 が切 り拓 か れ つ つ あ るの で あ る。

　 こ うい う事 業 が 行 わ れ る場 に い て ，関 係 す る人 や組 織

を 近 くで 見て い る者 と して は，大学 の 学科，学協会，業

界団体 な ど とは 無縁 の 立 場 に 立 つ
一

人 ひ と りの 技術者，

研究者 で あ る場合 に は，異分野 の 人々 と も全 く問題な く
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交われ るの だ と思え る。冒頭 に述 べ た よ う に，工 学 の他

分野の 人 々 か ら土 木や 建築の 人 は仲間で な い な ど とい う

言葉を聞くような状況は全 くない 。異人種だなどと言わ

れ るの は，自 らが 他 者 との 間 に壁 を 作 っ て い るの で は な

い か とさ え 思 わ れ る。

　現在，筆者は私学 に おい て 文部科学省 に よる GCOE

（Global　Center　of　Excellence） とい う大型の 研究 に 関わ

っ て い る 。 2003〜2007年ま で の 21世紀 COE に 続 い て

2008〜2012年 ま で 続 くプ ロ グ ラ ム で あ り，文 化遺産 の

防災問題 が 主 題で あ る が，こ こ で も上 木 と建築 の 軋轢 は

．見 られ な い し，歴 史 学 ，清報工 学，地 理 学 ，社会経済学

な ど多 くの 分野の 専門家 が
一
つ の 目的達成 の た め の プ ロ

ジ ェ ク ト研究を行 っ て い る。まさに，本稿 の主題 で ある

「他分 野 との 融合」 が 極め て 自然 な 状況で 行 わ れ て い る

の で あ る。

　COE 研究の 出発当初 か ら こ の 研究プロ ジ ェ ク トの 構

成員 の
一

人 と して，筆者 は先 人 の 遺 した 京都の文化遺産

の被 災 の 歴 史 を調 べ て，そ れ を ビ ジ ュ ア ル化 す る こ とを

行 っ て きた 。 こ れ は文化遺 産 の 災害対策 の 重要性 を広 く

一
般 の 人 々 に理解 して もらうた めで あ っ て，その ために

ア ニ メ
ー

シ ョ ン を作 成 した とこ ろ，研 究 グ ル
ー

プの 仲 間

で あ る情 報 処 理 の 専 門家 が特 許 を取 得 す る こ とを強 く勧

め て くれ た。地震工 学 の 主 として ハ
ー

ドの 研究 に 従事 し

て来た者が文化遺産 の被災の 歴史を調 べ て，そ の結果 に

基づ い て 情報 処 理 分 野で 特許 申請 を す る こ とに な る な ど

とは 考 え て も い な か っ た 。この よ うな予 想 さ え し な か っ

た こ とが 起 こ る の も，他分野 と の 融合 と連携 の 結果 で あ

る。

　筆者 の所属す る大学 で進行中の もう
一

つ の COE 研 究

で は ， 芸術 と情報処理 の 専門家 が主 体 とな っ て 研究 が 行

われ て い て ，い わゆ る 文理融合 の 研究 の 例 で あ る。

COE の 研究 は 大型 で あ り，厳 し い 競争 に打 ち 克 っ て は

じめ て 採 択 さ れ るか ら，当 該分野 に おい て 実績 の あ る研

究グ ル
ー

プが 更に 高い 目標 を 目指 す 申請や 提案 が 高い 評

価を 受 け，厳 しい 競争 に勝ち 残 る。　 ・
方，こ の よ うな 大

型の 研 究プロ ジ ェ ク トで は，これ ま で に は見 られ な か っ

た 新 し い 視 点に 立 ち，将来 を 見据 えた 研究 も高 い 評価を

受け る。そ し て 新 しい 世界 を 切 り拓 く研究 と なれば，既

存の 学問分 野 内だ け に閉 じた テ
ー

マ は 既 に誰 か の 手 が 付

い て い る か ら，新 しい もの を 目指す に は必然的に こ れ ま

で と異 な る 分野 に 目を 向け ， そ の 世界 の 人達 との 協働が

必要 となる 。こ う した こ とを間近 で 見 る機会があ る者 に

とっ て は ，「他分野 との 融合」 とい う こ とは，結局は新

し い 分 野 を 切 り拓 く とい う こ と と同義 な の で は な い か と

思 わ れ る の で あ る。換言す れ ば，新 し い 領域 を 開拓 し 上

う とす る ときに こ そ 「他分野 との 融合」 が可 能 な の で あ

ろ う。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （原稿受理 　　2009 ．9、1δ）

3

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　


