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Ｉ 2

Ｉ 1

動画のしくみ

画像認識ってどんな技術？

石原　次郎

新井　啓之

　私たちが毎日みているテレビやインターネットのストリーミング映像
は、どのような仕組みで動いているように見えるのでしょうか。昔の人
たちは絵を描き、写真を撮り、それら静止画を何とかして動かそうと苦
心してきました。どれほど「動くこと」に憧れて、さまざまな道具を作っ
てきたのでしょう。この授業では、過去に遡って静止画から動画への移
り変わりを解説し、動画の原点を探ります。また、テレビの仕組みや映
像の圧縮技術についても学びます。

　人は目で見たモノが何であるのかを理解することができます。これを
カメラとコンピュータを使って行おうとするのが画像認識と呼ばれる技
術です。近年、画像認識技術は、顔や指紋による個人認証、車の自動運転、
自分で考えて行動するロボットなどなど、様々な分野で利用されつつあ
ります。
　この授業では、普段皆さんがどのようにしてモノを見ているのか、を
考えながら、画像認識の中身がどうなっているのかを一緒に見ていきた
いと思います。
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Ｉ 3

データのお話

大宮　望

　“ データ ” という言葉が最近凄く注目されています。その理由は、“ デー
タ ” で世の中が大きく変わろうとしているからなんです。例えば、コン
ビニのポイントカードからどんな商品が売れるか予測したり、ショベル
カーの様々な動きをデータ化して故障を予想したりすることが出来る世
の中になりつつあります。そこでこの授業では、 “ データ ” によっていま
までは出来なかったことが出来るようになったことを中心に、皆さんに
紹介していきたいと思います。
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Ｉ 5

Ｉ 6

AI 時代を生きる

本人認証～ひとそれぞれが持っているもの～

神林　靖

北久保　茂

　AI という言葉を耳にしない日はない。しかし改まって AI って何？と
聞かれるとよくわからない。何が問題で、どうしてそうなるのだろうか。
シンギュラリティは来るのだろうか。われわれはどうすればよいのだろ
うか。歴史から学べるのだろうか。
　技術的な視点のみならず、社会学的、法学政治学的な視点からも、ど
のような視点をもって考えればよいかについて議論したい。何かを教え
る・伝えるというスタンスではなく、「現状をどのように考えたらよい
か、そして何をするべきか一人ひとりが考えましょう」という態度で臨
みたい。

　身分証明書といえば学生証や保険証、運転免許証などが思い浮かびま
すね。
　ネット上では、ユーザー名とパスワード、銀行では暗証番号でしょう
か。本人かどうか確認する（認証する）方法として最近注目を集めてい
るのが、指紋や静脈パターンに代表される人間の体の特徴の情報「バイ
オメトリクス」です。
　この授業では、バイオメトリクスを用いた認証について解説します。
実際に指の静脈パターンを見たり、静脈の写真を撮って画像処理してみ
ましょう。
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Ｉ 4

インターネットアプリケーションの仕組み

勝間田　仁

　私たちが普段利用しているパーソナルコンピュータや携帯電話で利用
できる電子メールや WWW 等のインターネットアプリケーションがどの
ようにコンピュータ間で通信を行っているかを説明する。特に、電子メー
ルの送信、受信の際にどのようなデータがネットワーク上を流れている
かを紹介する。
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Ｉ 8

ことばを測る

佐藤　進也

　この授業では、ことばを測る方法とその応用について説明します。こ
とばには発音や綴りなど様々な側面がありますが、ここでは文字で書か
れた文書を対象とします、そして、文書を抽象化して、文字あるいは語
の集合として捉えます。この文書を「文字や語を数える」ことで測る方
法を紹介し、著者を推定したり、特徴的な言葉を見つけ出したり、話題
を把握するという応用とその原理について解説します。
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Ｉ 7

ソフトウェアはどのように開発されているのか

粂野　文洋

　携帯電話、銀行、自動車、コンビニエンスストア、医療など、ソフト
ウェアは私たちの身近な様々なところで利用されています。本授業では、

「ドリトル」というシステムを使い、簡単なプログラムを実際に作ってみ
ることでソフトウェアの基本的な仕組みを学びます（windows PC によ
る実習環境が必要です）。さらに、社会で実際に使われているソフトウェ
アがどのようにして開発されているのか、最先端のソフトウェアで何が
できるようになっているのかを学びます。
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Ｉ 9

新しい “ 計算 ” の時代へ ―進化する計算―

辻村　泰寛

　世の中の多くの問題を解決するためには、科学計算が必要不可欠です。
しかし、現実に存在する多くの問題は、数学的に計算することができな
かったり、計算に非常に長い時間を要したりして、計算に対して大きな
困難を伴うため、実用的ではありません。
　このような問題を解決する有力な方法の一つに、生物の進化にヒント
を得て考案された “ 進化的計算 ” があります。この授業では、進化的計
算とは何か、またどのように使うのかを具体的に示し、その効果につい
て考えます。
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Ｉ 11

多数決は本当に合理的なのか？ グループによる意思決定支援の仕組み

橋浦　弘明

　世の中では様々なところで、グループ活動が行われています。いつで
もみんな仲良く物事を決定していければ良いのですが、人間は一人一人
物事の考え方が違うので、意見が対立して話がまとまらなくなってしま
うということが起こります。
　そんなときにはどのような解決方法があるでしょうか？多数決をとっ
たり、じゃんけんをしたり、時にはリーダーに全て任せてしまうことも
あるかもしれません。このような問題解決するために生まれた意思決定
法について紹介し、実際にワークシートを使いながら演習します。
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Ｉ 10

並列処理の話～メートル級からナノメートル級まで～

中村　一博

　コンピュータの世界では、時間のかかる計算や手間のかかるデータの
加工、分析、探索、認識などの処理を効率良く行うために、様々な並列
処理が行われています。コンピュータの世界に限らず、複数の処理をで
きるだけ同時に行い、全ての処理の完了時刻を早めようとするのが、並
列処理です。この授業では、皆さんの身の回りのメートル級の並列処理
から、コンピュータ内部の 1/1000000000 メートル級の並列処理まで、
並列処理についてお話しします。
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Ｉ 12

組合せ最適化問題ってなぁに？

松浦　隆文

　最も有名な組合せ最適化問題として「巡回セールスマン問題」という
問題があります。この問題では、都市の集合と都市間の距離が与えられ
ます。そして一人のセールスマンがある都市から出発し、全ての都市を
ちょうど一度ずつ訪問し、出発した都市に戻ってくる巡回路を求めます。
例えば、セールスマンが車で各都市を移動する場合、移動距離が長くな
ると多くのガソリンを消費することになります。優秀なセールスマンは、
ガソリン代を削減し会社の利益
を上げるために、なるべく短い
巡回路で全都市を訪問しようと
考えるはずです。では、どうやっ
て短い巡回路を作れば良いので
しょう？その方法・アルゴリズ
ムについて説明します。

アメリカ合衆国 48 州を訪問する最短巡回路
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Ｉ 13

コンピュータグラフィックスの世界

松田　洋

　３Ｄコンピュータグラフィックス技術の応用分野として、物語のシナ
リオを記述するように表記するだけで、簡単に映像を制作できるメディ
アシステムを実演を交え分かりやすく解説します。また、最新の卒業研
究のテーマも動画等を利用して紹介します。「コンピュータは、情報を見
るだけの道具ではなく、情報やイメージを可視化する道具として活用で
きる」ということを実感してもらいます。
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Ｉ 14

コンピュータグラフィックスのしくみ

山地　秀美

　映画やテレビゲームで馴染み深いコンピュータグラフィックス（ＣＧ）
が、どのような仕組みで作られているのかをお話しします。
　ＣＧのなかに作られる人や物がどのように動くのか、光はどのように
表現されるのか、本物のように見せるための工夫や「ごまかし」のテク
ニックをわかり易く説明します。


