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理学部ラボツアー
コース名 集合場所 実施場所 タイトル イベント概要 7月30日 8月18日 8月19日

論理パズルと無限の不思議 数理論理学のうちの、公理的集合論をやっています。論理（推理）パズルでひと休みはいかが？
①12：00～
②14：00～

極限を通して見る解析学の不思議な世界
解析学とは変化を扱う数学の一分野で「数列」や「関数」を「極限」というものを用いて調べていきます。極限は無限という
ものを用いますが、人間の直感に反する不思議なことがおこります。そんな不思議な体験をぜひ！

①12：00～
②14：00～

一歩先の数論を覗いてみよう 整数は不思議と謎に満ち溢れています。ここでは大学やその先で学ぶことができる整数論の一端についてお話しします。
①12：00～
②14：00～

研究室（確率・統計分野）を紹介します 研究室の3、4年生、大学院生の活動の様子を紹介します。質問などにもお答えします。
①12：00～
②14：00～

整数の世界への入り口 身近な整数を扱う整数論の世界を題材にして、大学での数学の学びなどについて、雑談できればと思います。
①12：00～
②14：00～

不確実性の数理～加藤研究室の研究内容紹介 加藤研究室では確率論を応用した研究を行っています。研究室公開では学部生などの研究内容を紹介します。
①12：00～
②14：00～

物理コース 7号館33教室
23号館

104・105・ 106教室
物理分野の"最先端研究機器"を見学しよう！

物理分野の研究室をツアーで回りながら最先端の研究設備を紹介します。日本に１台しかない研究装置を見ることができる
チャンスです！

多才な金属錯体の世界 実は身近にある金属錯体やその研究例を紹介します。脱炭素の切り札とささやかれる水素の製造現場も見学できます。 ①12：00～

分子システムで理解する生き物らしさ 生き物ではないけども、生き物のようなうごきを示す小さな物質を調べるための実験室です。 ①12：00～

遷移金属元素の活用術 わけあって遷移金属を食べた化合物たちの彩り豊かな世界をご覧ください。上手に食べるための装置も紹介します。
①12：00～
②15：00～

レーザーを使った化学反応観測 一瞬で進む速い化学反応をレーザーを使って計測する見学です。他にイオン液体という不思議な液体も楽しんでもらいます。 ②15：00～ ①12：00～

有機合成化学から分解性高分子材料まで
フラスコを振る。ひたすら振る。フラスコの中で起こっている反応は目に見えませんが、新しい物質やプラスチックが生まれ
てくる「現場」がここです。

②15：00～

光の力でナノ物質を捕まえよう 日常生活では感じ取れない光の力を使った身近な細菌を捕まえる光ピンセット装置や、ナノ粒子合成が見学できます。 ①12：00～

有機光機能性材料・電子機能性材料の開発
テレビやゲーム機で有機ELという言葉を耳にします。有機ELでは、光ったり電気を通す有機物が活躍しています。その仕組
みと未来展望を紹介します。

①12：00～ ①12：00～

水と空気で守る環境-分析化学ができること 実験室で使用する装置や、機能水や環境水の分析、VOCの測定について説明します。 ②15：00～ ②15：00～

環境の保全、浄化、資源循環のための新技術の開発 高温高圧の液体の水（亜臨界水）を使った有害物質の分解装置や有害物質を分析する装置があります。 ①12：00～ ②15：00～

目で見えない分子をコンピュータで見てみよう 簡単な有機反応からたんぱく質や酵素反応まで、コンピュータの中でグラフィックソフトを使って見てみます。 ①12：00～

23号館　312教室 植物系研究室を覗いてみよう 植物科学の研究室ではどんな植物を使ってどんな研究をしているのか、実際の研究現場を紹介します。
①12：00～
②15：00～

17号館　224教室 顕微鏡でのぞく微小世界：翅の構造色の謎に迫る
昆虫の翅の美しい構造色について展示を行います。小さな昆虫たちの色彩と形態を観察しながら、隠された美と秘密を解き明
かそう！

①12：00～

17号館　333教室 脊椎動物の内分泌、形態学の研究室をのぞいてみよう
藤原研研究室では、ラットやマウスを用いて下垂体の研究をしています。また、小型魚類を使って血管の発生の研究もしてい
ます。そのような研究の現場を案内し、実験設備などを見学してもらうツアーを企画しています。

①12：00～
②15：00～

23号館　317教室(豊泉研実験室)／
17号館　219教室(淡水生物飼育室)

カエルとイモリを観察しよう
カエルやイモリは古くから発生生物学の研究材料として用いられてきました。その胚や幼生を観察し、両生類の飼育の様子も
ご覧ください。

①12：00～
②15：00～

17号館
330・ 327教室

顕微鏡で観る植物の世界 実体顕微鏡、正立光学顕微鏡、デジタル顕微鏡、電子顕微鏡などさまざまな顕微鏡を使って、植物の観察を行います。
①12：00～
②15：00～

17号館　332教室 細胞生物学に触れる 細胞生物学研究の研究室や実験設備を見学できます。
①12：00～
②15：00～

17号館　225教室 他 いつでも、どこでも、光合成
森林、海洋、湖沼など、地球上の生態系を支える光合成。
多様な環境とそこで行われる様々な光合成を見てみましょう。

①12：00～
②15：00～

17号館　218教室 植物の環境応答に関する研究に触れてみよう！ 植物の環境応答に関する研究の内容や研究に用いる装置などの紹介を行います。 ①12：00～
①12：00～
②15：00～

23号館　211教室
17号館　414教室

隕石に触れてみよう 隕石を用いてどのような研究を行なっているのか紹介します。実際に隕石に触れながら、隕石についての紹介も行います。 ①12：00～

17号館　414・435教室 宇宙を物理する 天文学、宇宙物理学、宇宙論に関する簡単なお話を研究室の学生が紹介します。その前に地学実験室もご案内します。 ①12：00～

17号館　223・414教室 古生物学研究室へようこそ 古生物学研究室で化石標本の処理などを行う設備を見学し、大学生がどうやって化石を研究するのかを覗いてみましょう。 ①12：00～

23号館 ケイ素、フラーレン、化学発光で遊ぼう

ケイ素は身の回りにある有機化合物を構成する炭素と周期表で同じ14の元素ですが、炭素と異なり、地球上の地表付近に26
% 存在し、50 % 存在する酸素に次いで豊富な元素です。このように豊富に存在するケイ素は、現在、半導体やシリコーン
高分子、ガラスファイバーなどとして、我々の身の回りの至る所で活用されています。
今回は、このようケイ素化合物をつくるゾルーゲル反応をもちいて面白い構造（超分子）をつくれることや、さらに同族の炭
素60個からなるサッカーボール分子（フラーレン）とその穴あき誘導体、そして熱的に励起分子を発生（化学発光）するジ
オキセタ分子についても紹介します。

①12：00～

23号館 目で見えない分子をコンピュータで見てみよう 簡単な有機反応からたんぱく質や酵素反応まで、コンピュータの中でグラフィックソフトを使って見てみます。
①12：00～
②14：00～

23号館 光の力でナノ物質を捕まえよう 日常生活では感じ取れない光の力を使った身近な細菌を捕まえる光ピンセット装置や、ナノ粒子合成が見学できます。
①12：00～
②15：00～

23号館
104・105・ 106教室

物理分野の"最先端研究機器"を見学しよう！
物理分野の研究室をツアーで回りながら最先端の研究設備を紹介します。日本に１台しかない研究装置を見ることができる
チャンスです！

17号館
330・ 327教室

顕微鏡で観る植物の世界 実体顕微鏡、正立光学顕微鏡、デジタル顕微鏡、電子顕微鏡などさまざまな顕微鏡を使って、植物の観察を行います。
①12：00～
②15：00～

17号館　224教室 顕微鏡でのぞく微小世界：翅の構造色の謎に迫る
昆虫の翅の美しい構造色について展示を行います。小さな昆虫たちの色彩と形態を観察しながら、隠された美と秘密を解き明
かそう！

②15：00～

17号館　225教室 他 いつでも、どこでも、光合成 森林、海洋、湖沼など、地球上の生態系を支える光合成。多様な環境とそこで行われる様々な光合成を見てみましょう。
①12：00～
②14：00～

23号館　317教室(豊泉研実験室)／
17号館　219教室(淡水生物飼育室)

カエルとイモリを観察しよう
カエルやイモリは古くから発生生物学の研究材料として用いられてきました。その胚や幼生を観察し、両生類の飼育の様子も
ご覧ください。

①12：00～
②15：00～

数学コース 7号館31教室
17号館

３階　数学セミナー室

化学コース 7号館34教室

①12：00～
②15：00～

①12：00～
②15：00～

地球環境科学コース 7号館43教室

総合理学コース 7号館42教室

23号館

生物コース 7号館44教室


