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 講演のアウトライン 

1)  太陽地球系のイントロ 
2)  共役点観測 
3)  南極周回気球 
4)  欧州非干渉散乱レーダー 
5)  研究所と本部での仕事 
6)  これから 
　　　　 



SOLARMAXより了解を得て使用 



地球 

太陽コロナ・太陽風と地球磁気圏 

© SOHO (NASA & ESA) 

磁気圏 

コロナ質量放出 太陽 

磁力線 

磁力線 



磁力線 

太陽風 
電子:10-100万度 

地球磁気圏とその内部構造 

放射線帯 
1-1000億度 

磁気圏 

プラズマシート
100万-1億度 



~500 倍の違い 

水星 　地球 

土星 　木星 天王星 
海王星 

原典：Introduction to Space Physics (1995)から引用 



From http://helios.gsfc.nasa.gov/heliosph.html 

太陽圏 

様々な空間スケールがあるが、磁気圏構造は宇宙で普遍的にみら
れる基本的な構造	

太陽 

星間風 
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原典：Introduction to Space Physics (1995)から引用 



下層大気 

弱電離 
プラズマ 

地球磁気圏 

電離圏 

中性大気圏 

完全電離 
プラズマ 

地表・海洋 

コロナ 

彩層 

対流層 

太陽風 

極風 彩層蒸発流 

音波 大気重力波 
エネルギー	

磁力線を介した
エネルギーと物
質の流れ 

プラズマと中性
大気の相互作用 

磁気圏- 
電離圏- 
熱圏結合 

エネルギーの流れ 



磁気圏電離圏結合における電離圏の能動的な役割 
朝　方 夕　方 

Σ=2	

Σ=4	

Σ=5	

Σ=3	

Fujii and Iijima (1987)	



磁気圏電離圏結合における電離圏の能動的な役割 

Region 1 Region 2 
Λ

dark

Region 1
Region 2

Λ

sunlit

Region 1

Region 2

磁気静穏時(KP<1) 
14-16 MLT 

電流強度 

電流幅 

電流密度 

電離圏電気伝導度の増加 

増
加
方
向 

増
加
方
向 

増
加
方
向 

電圧源 

電流源 

電気伝導度増大 

Fujii et al. (1981), Fujii and Iijima (1987)	
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電離圏能動的役割 
カスプ電流 

研究 

オーロラ共役性 

地磁気共役点 
観測PJ 

プロジェクト 



佐藤夏雄先生の結果 

オーロラ帯の地磁気共役点は昭和ーアイスランドのみ 

昭和ーアイスランド地磁気共役点におけるテレビカメラ観測 

アイスランド 

昭和基地 

電子 

電子 

加速域 

加速域 
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アイスランドでの3観測拠点・共役点図 

アイスランド 

フッサフェル 

昭和基地の 
計算上の共役点 

フッサフェル 

フサヴィーク 

マラジョジナヤ基地の 
計算上の共役点 

フサヴィーク フサヴィーク イサフィヨルズル 

みずほ基地の 
計算上の共役点 

イサフィヨルズル 

レイキャビック 





イサフィヨルズルでの拠点建設	





1984年夏：アイスランド３観測拠点の設置 

スノーリ一家 
フッサフェル 



アイスランド　　　　　　　　昭和基地 

オーロラの共役性（形と動き） 



1984年9月26日　23:46 UT 
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Fujii et al.: Conj•gacies of pulsating auroras 117 
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Fig. •-. (a) The timing of the appearanc e and/or 
fade-out of the isolated pulsating patch (denoted 

parison of the relative luminosity of the 
pulsating aurora for B and C, respectively, shown 
in Figure lc during the period 2338.05 UT- 
2338.50 UT. The interval examined in Figure 3a 
is marked. The pulsating aurora B seems to ap- 
pear out of phase in both hemispheres after 
2338.20 UT, although it occurs nearly simulta- 
neously before 2338.20 UT. The pulsating aurora 
C appears to alternate between the conjugate 
regions during the period 2338.05 UT-2338.50 UT. 
This time profile clearly shows that the pul- 
sating auroras do not always occur simultaneous- 
ly, but rather often appear out of phase (alter- 
nately) around the conjugateoPOints. Even if the 
time delay effect for 5577A is taken into ac- 
count, this temporal characteristic is not 
changed. 

Summary 

A simultaneous comparison was made of pul- 
sating auroras at Syowa and Husafell on 26 Sep- 
tember,' 1984. Concerning the conjugacy of the 
pulsating auroras in this particular event, the 
following characteristics were found: 

1. The pulsating aurora has very good spatial 
conjugacy in the view field of both stations. An 
individual pulsating aurora in one hemisphere has 
a topologically corresponding counterpart in the 
other hemisphere. 

This result is consistent with previous inves- 
tigations (Belon et al., 1969; Davis et al., 1971; 

by D in Fig. lc) obtained at Husafell (top) and Stenbaek-Nielsen et al., 1972), but other re- 
at Syowa (bottom), 2338.29-2338.36 UT. (b) The searchers did not show a complete one-to-one periods of the appearance and/or fade-out of the pulsating patch observed at both places (above correspondence between pulsating auroras in the the line for Husafell and below the line for two regions. The present result suggests that 
Syowa) as functions of time (UT), 2338.00-2338.50 specific patterns of the pulsating aurora are UT and 2345.58-2347.00 UT. determined by the distribution patterns of cold 

while an opposite tendency is seen around 2338.40 
UT. However, even considering the approximately 
0.6s 'time delay between particle precipitation 
and auroral luminescence at Syowa, the periods of 
the patch observed in both hemispheres overlap 
fairly well. It can be concluded that the patch 
appears simultaneously in the conjugate regions. 

Figure 3a shows an example of the temporal 
profile of the expansion type of pulsating aurora 
during the period 2338.28 UT-2338.35 UT (B in 
Figure lc). The location of the aurora is shown 
on the lefthand side of the figure. This aurora 
appeared recurrently with a repeating interval of 
about 8s. It seems to be produced in the higher 
latitude portion of a more stable aurora (A in 
Figure lc) and extends toward higher latitudes. 
In the northern hemisphere the intense aurora at • 
2338.28 UT g•adually became weaker and smaller, 
almost disappearing at 2338.33 UT, and then it 
once again intensified around 2338.36 UT. On the 
other hand, in the southern hemisphere a rather 

23i38:28 - 23:38:36 UT S©p. 26 1984 
28.88 29.81 30.8• 31.88 32.88 33.88 34.88 35.88 
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weak aurora at 2338.28 UT became stronger and Fig. 3. (a) The temporal profile of the pulsating 
larger, reaching a maximum at 2338.31UT. Then aurora (denoted by B in Fig. lc) which extends 
it gradually shrank and almost faded. out at repeatedly from a more stable aurora (labeled A 
2338.36 UT. It is obvious that the enhancement in Fig. lc) obtained at Husafell (top) and at 
and/or appearance of the pulsating aurora B ap- Syowa (bottom), 2338.28-2338.36 UT. (b) The com- 
peared asynchronously during this period. That parison of the relative luminosities of the pul- 
is, the pulsating aurora B is enhanced in the sating auroras (denoted by B and C in Fig. lc) 
northern (southern) hemisphere when the corre- obtained at both places, 2338.05-2338.50 UT. The 
sponding aurora is weakened in the southern interval displayed in Fig. 3a is marked by an 
(northern) hemisphere. Figure 3b shows a com- underline. 

1984年9月26日　23:38:28 ‒ 23:38:36 UT 
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Birkeland currents, electric fields, auroras 
during the expansion phase of substorms 

Fujii et al., 1994 
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ionosphere	

E//	

j//	 j//	

Upward FACはenergetic electronに
より運ばれる。 
1.5 keV (130 km)で 10Re  ~3秒 
Alfven波が電離圏に到達する前に電流
系は形成される。 

電離圏電子が担う
Downward FACは
Alfven波の伝搬と共に発
展する。 

E⊥	

	それによる電離圏での偏極
電場は瞬間的に生成される。 

３次元電流系 

magnetosphere	

aurora	
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j//	 j//	

ionosphere	

magnetosphere	

太陽光電離が無い場合	
電子密度減少はとめられない 

E//	

沿磁力線電流量が一定の場合 
Electron depletionが起きると 
 
電流の連続性を保つために 

磁気圏では 
Carrier不足 : j//=nev//のv//増大 

→ 沿磁力線電場 E// 生成 

電離圏では 
Conductivity Σが減少するので 
Closure current J⊥ = Σ E⊥の  

E⊥増大 

ー
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Elongating auroral form	

電場や電気伝導度は電流を介して密接に影響し合っている 

December 8, 1981	

Fujii et al., 1994 
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昭和基地沖に接岸した砕氷艦しらせ 







パリティ(1989)  パリティ(1989)  



予測	



128kg	

観測器191 kg 
バラスト152 kg	

総重量471 kg 
総浮力518 kg	

全長 
〜90 m 

 
飛翔中 

〜190 m 

秋山他 (1993) 







1990年12月25日放球 

高度～30km 
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イオン流出 

Cowlingチャネル 

EISCAT 
全国共同利用 
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1996	 EISCAT加盟 



 
 
  

 

EISCAT radars E.	Turunen	
EISCAT	Scien/fic	Associa/on	

EISCAT Radar (欧州非干渉散乱レーダー)  

世界最先端の非干渉散乱
レーダー 
電離圏内の電子密度、電
子・イオン温度、イオン速
度などを測定できる。 
 
1981年観測開始 
（英独仏,北欧３国） 
 
1996年日本正式加盟 
現在は北欧３国、英国、日
本、中国が加盟国 

Svalbard ESR 

Tromsø VHF radar 

UHF radar at Tromsø, 
Kiruna, Sodankylä 

With support by 

EISCATレーダー 

極冠帯 カスプ 

オーロラ帯 

3局レーダー 

スバルバールレーダー 

スバルバール 
トロムソ 



藤井 國分所長 Röttger所長	
平澤所長 

Brekke教授	

EISCAT評議会（ハンブルグ） 1995年５月23日：日本の加盟を承認 



EISCAT トロムソサイト（69.6N, 19.2E）の全景	

Naライダー	

EISCAT VHF レーダー	

EISCAT UHF レーダー	

流星レーダー	

MF レーダー	

MST レーダー	

光学観測機器	
FPI	

電離圏加熱装置	

光学観測機器	

メインビルディング	



トロムソナトリウムライダー 
2010年9月29日観測開始 

高出力(2W)5 ビーム / 5受信機 

 



スヴァールバルレーダー落成式  Longyearbyen (1996) 

１号機 



スヴァールバルレーダー落成式  Longyearbyen (1996) 

松浦延夫教授 
平澤威男所長 

文科省の方々 





EISCATレーダーによる最近の成果 

65 
65 

◎スペースデブリの観測 
（地球周辺宇宙空間の安全監視） 

Ø  宇宙ゴミが近年急激に増加しており、EISCATレー
ダーによる継続観測・監視の必要性が高まっている。 

高度 

デ
ブ
リ
の
数 

Markkanen et al., 2009 Krag et al., 2007 

年 Ogawa  et al., GRL, 2014 

温
度
の
変
化

Ø  この成果は、超高層大気中を飛翔する人工衛星
の軌道への影響（寿命）や全球規模の気候変動
の理解に貢献。 

◎高度300 kmの大気温度が30年間で 
約40度低下していることが判明 

大気温度は10年で－14度の割合で寒冷化が進行中 

高度300km 

　
　
　
高
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　上昇するイオンの量 [個/
m2s]　　　 

◎地球大気が宇宙空間に流出する現象を 
イオン組成毎に定量的に観測 

この領域をEISCATで観
測 

Ø  地球大気が流出する仕組みの解明や長期的な大気組
成の変遷の理解に貢献。 

Ogawa et al., GRL, 2009 

年 

高
さ
 

500km 

200km 
太陽 
活動大 

太陽 
活動大 

EISCATレーダー観測による33年間のイオン温度変動。 
超高層大気の温度は、太陽活動の影響を受けて上昇ある 
いは低下する。 

高温 高温 



J•E: 磁気圏からの電磁エネルギー 
J•E’: ジュール熱散逸 
U•(JxB): 中性大気へのエネルギー 

高さ方向に大きく変化 
3D観測が必須 

EISCAT_3D 

Fujii et al. 1998a 

J(h)•E = J(h)•E'(h) + U(h)•(J(h)×B) 

中性大気運動からプラズマ
へのエネルギー輸送 

132km	

119km	

109km	

101km	



1997 斎藤 享 
1998 遠藤 実 

 鈴木克恵  
1999 小川泰信 

 杉野正彦 
2000 片岡弘匡 

 森瀬和宏 
2001 松尾俊一 
2002 足立 和寛 

 今井田星子 
 河野 政樹 

2003 岩橋弘幸 
 隅山智子 
 玉川貴文 

2004 田中雄一郎 
 冨田修平 

2005 岡田慶吾 
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2006 藤村昌樹 
2007 半田弘司 

 澤津橋磨由子 
2008 渡邊太基 
2009 岩田陽介 
 
2009以降：本部 



2002年度 メンバー

足立和寛(D1)、藤井良一(教授)、野澤悟徳(助教授)、冨田修平(M1)、田中雄一郎(M1)
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()内は撮影当時の学年、役職

2002年度 卒業記念写真

小川泰信(助手)、野澤悟徳(助教授)、藤井良一(教授)、冨田修平(M2)
？、岩橋弘幸(M2)、隅山智子(M2)、玉川貴文(M2)

()内は撮影当時の学年

2003-4	



櫻井彰宏
(M1)、

藤井良一(教
授)、

野澤悟徳(助教
授)、

岩橋弘幸
(D1)

津田卓雄
(M1)、

岡田慶吾
(M1)

足立和寛
(D2)

Zhigang
YUAN(PD)、

元場哲郎
(PD)、

小川泰信(助
手)

藤村昌樹
(M1)、

冨田修平
(M2)、 田中雄一郎(M2)

()内は撮影当時の学年、役職

2003年4月 集合写真

　　　　　　　　　　　　　　　　　櫻井彰宏(M1)　　藤井良一　　野澤悟徳　岩橋弘幸（D1) 
　　　　　　　　　　　津田卓雄(M1)　　岡田慶吾(M1) 　　　　　　　　　　　 足立和寛（D1) 

Yuan 元場哲郎(PD) 小川泰信　　　　　 藤村昌樹(M1) 　富田修平(M2) 　田中雄一郎(M2) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

2003-11	



()内は撮影当時の学年、役職

2005年3月 集合写真

足立和寛(D3) 元場哲郎(PD) 藤村昌樹(M2)野澤悟徳(助教授)藤井良一(教授) Amm Olaf(客員教授)

　　　　　　　　　　　　 小川泰信(助手) 津田卓雄(M2) 櫻井彰宏(M2)
()内は撮影当時の学年、役職

2003年11月 集合写真

2005-3	



　　元場哲郎(PD)　　 ?????? 　　　藤井良一(教授)　　　野澤悟徳(助教授)　　小川泰信(助手)　　足立和寛(D3) 
藤村昌樹(M2) 　　津田卓雄(新D2)　　　渡邊太基(新M1)　　　半田弘司(新M2)　　　澤津橋磨由子(新M2)

()内は撮影当時の学年、役職

2005年4月 集合写真

元場哲郎
(PD)

津田卓雄(D1) 岩橋弘幸
(D3)

野澤悟徳(助教授) 足立和寛
(D3)

小川泰信(助
手)

　　
　

半田弘司
(M1)

藤井良一(教
授)

　　
　 澤津橋磨由子

(M1)
藤村昌樹
(M2)

2005-4	

　元場哲郎(PD)      津田卓雄(D1)     　岩橋弘幸（D3)          野澤悟徳           足立和寛（D3) 
　　 小川泰信               半田弘司(M1)                藤井良一      澤津橋磨由子(M1)　　 藤村昌樹(M1) 　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	



　　元場哲郎(PD)　　 ?????? 　　　藤井良一(教授)　　　野澤悟徳(助教授)　　小川泰信(助手)　　足立和寛(D3) 
藤村昌樹(M2) 　　津田卓雄(新D2)　　　渡邊太基(新M1)　　　半田弘司(新M2)　　　澤津橋磨由子(新M2)

()内は撮影当時の学年、役職

2005年4月 集合写真

元場哲郎
(PD)

津田卓雄(D1) 岩橋弘幸
(D3)

野澤悟徳(助教授) 足立和寛
(D3)

小川泰信(助
手)

　　
　

半田弘司
(M1)

藤井良一(教
授)

　　
　 澤津橋磨由子

(M1)
藤村昌樹
(M2)

2006-3	



津田(PD)　Brekke（客員教授）　川端（技術職員)　久保田(M2)　野澤(准教授)　　高橋(M1)　橋本(M1)　大山（助教）　藤井(副総長)　
Vanhamäki（PD）　Kosch（客員教授） 

()内は撮影当時の学年、役職

2009年2月 集合写真

　小泉宜子(PD)　津田卓雄(D3)　大山伸一郎（助教） 藤井良一(教授)　野澤悟徳(准教授)　岩田陽介(M2)　栗原純一
（PD）　川端哲也（技術職員) 

()内は撮影当時の学年、役職 

2006年3月 集合写真

2009-2	



津田(PD)　Brekke（客員教授）　川端（技術職員)　久保田(M2)　野澤(准教授)　　高橋(M1)　橋本(M1)　大山（助教）　藤井(副総長)　
Vanhamäki（PD）　Kosch（客員教授） 

()内は撮影当時の学年、役職

2009年2月 集合写真

　小泉宜子(PD)　津田卓雄(D3)　大山伸一郎（助教） 藤井良一(教授)　野澤悟徳(准教授)　岩田陽介(M2)　栗原純一
（PD）　川端哲也（技術職員) 

()内は撮影当時の学年、役職 

2006年3月 集合写真

2010-4	



2011年4月 集合写真

野澤(准教授) 平原（教授） 高橋(M2) 大山（助教） 橋本(M2)　津田(PD)　塩地（M1） 
()内は撮影当時の学年、役職

2010年4月 集合写真

2011-4	



1977	

1981	

1983	

1987	
1988	

1990	
1989	

1992	

1997	

2004	
2005	

2009	

2015	
2016	

2006	

2008	

2019	

南極23次隊 

南極32次隊 

EISCAT加盟 

太陽研所長 

大学本部 

研究所移転 
2010	

研究所地区 
再開発 I, II 期 
研究所統合 

198４	

地磁気共役点 
観測PJ 

NASA/GSFC 

EISCAT_3D 

EISCAT運営 
総長補佐 

First light? 

EISCAT 
全国共同利用 

あけぼの 
衛星PJ 

南極周回気球 

電離圏能動的役割 
カスプ電流 
オーロラ共役性 

磁気圏電離圏結合 
エレクトロ 
ダイナミクス 

プラズマ中性大気 
相互作用 
 
イオン流出 

Cowlingチャネル 

欧 
州 
大 
型 
レ 
｜ 
ダ 
｜ 

極 
地 
研 
15 
年 

名 
大 
24 
年 

研究 プロジェクト 



太陽地球環境研究所の将来に対する基本的な考え方 
  

太陽地球環境研究所電磁気圏環境部門 
藤井良一 

  
　村木運営協議員の求めに応じ、太陽地球環境研究所の果たすべき役割と将来の発展に
対する私の基本的な考えを以下に述べさせて頂きます。 
　最初に研究所の目的を述べ、続いて発展の方向性、共同利用研究所として果たすべき
役割、最後に研究所の懸案である豊川̶東山統合についてふれます。 
  
４　豊川̶東山統合 
　STE研は創立以来、豊川と東山に分かれた状態が続いている。私が所属する電磁圏環
境グループ（第２部門）の例を取ると、研究が依拠する観測手法や主たる興味を持つ領
域（極域／中・低緯度）に若干の違いがあるが、基本的には同一の研究目的を持ったグ
ループが豊川と東山両キャンパスに分かれて１２年以上経っている。共同のセミナーを
定期的に持つ努力など過去にしてきているが、十分な共同関係とはいい難い。本来共通
の部分も多く、両者が統合して協力しあえれば単純に足したものより大きな力になり得
るのに、そのような状態にはなっていない。これは研究所に取って大きな損失で科学を
語る以前の最大の問題と言って良い。 
　（中略）私はどのような立場になるかに関わらず、学内での関係を十二分に利用して、
移転の緊急性を訴え、移転先の具体的な確保等に最大限の努力を行っていきたいと考え
ている。 

2004年11月 



執行部（杉浦理事、若尾理事、山下理事）の強い支援を受け 
2005年に豊川から東山への移転を開始し、2007年に完了 
 
この移転は地元採用の職員の方々には大きな負担をかけるこ
とになったが、研究所のその後の発展の道が開けた。 
 
研究所の教育•研究が活性化し、研究所-センターの統合の基
礎となった（と思う） 
 
一番大きな問題は自分たちの建物が無いことであった。 



旧 核 融 合 科 学 研 究 所 地 区
再 開 発 計 画 完 成 イ メ ー ジ

総合研究実験棟

共
同
教
育
研
究
施
設

２号
館

高等総合研究館

未来自動車材料研究開発拠点

2011年度概算要求	

旧核融合科学研究所地区 
再開発計画完成イメージ 

#1	

#2	

#3	

2014年度概算要求	



研究所共同館＃１ 共同研究館＃2 



旧核融合科学研究所地区再開発計画 

研究・センターゾーン構想	



連携・統合に向けたWG（仮称）立ち上げ趣意書 (2005年4月28日）	
 	
附置研究所、センター、研究科間のより強い連携・協力については、研究 ・ 教
育の発展に取り極めて重要な課題で、過去に山下先生を中心にした WGで 議
論されてきたところです。その後21世紀COEや独法化があり、地球科学系の 
21COEでは研究所とセンターを中心とした再編統合も視野に入れた連携の強
化が謳われています。地球水循環研究センター新センター長の上田と太 陽地
球環境研究所新所長の藤井とが打合せをし，上記の事項について、関連 する
人達が集まり「連携・統合に向けたWG（仮称）」を立ち上げ、 議論を開始しよう
という話になりました。水循環、年代、環境、理学、工学、STE研から各々２名以
内の方に出て頂いてはと考えています。本メイルは科長や部局長ではなく、 関
連が深いと考えられる方にお送りしています。貴研究科・センタ ーで相応しい方
をご推薦くださるようお願いいたします。	
 	
　　　　　上田　博、藤井良一	



ヴァーチャルな連携
研究機構（５年毎）	

環境学研究科	
年代測定
総合研究
センター	

横断専任	 横断専任	

ＣＯＥ	

ＣＯＥ 

深宇宙（銀河）	

地球水循環
研究センター	

太陽地球　
環境研究所	 理学研究科	 工学研究科	

大学院教育を考えた
連携研究機構	

現COE 
 
 
５年 
	

次期COE
構想 
 
５年 
	

ポスト　
ビジョン	

全国共同利用施設
としての役割	

高等研究院？＞	

（学内組織）　　　	

太陽地球生命圏	

教員・機関研究員　
客員研究員	

今までの連携および将来の構想（ミッション／プロ
ジェクト）で発展性のあるもの，具体性のあるもの
をコアーとして，現在の研究機関間の連携をさら

に強いものにしていく（研究戦略）	

生命農学 
研究科	

地球科学と宇宙科学の架け橋	



連携・統合に向けたWG（仮称）立ち上げ趣意書 (2005年4月28日）	
 	
附置研究所、センター、研究科間のより強い連携・協力については、研究 ・ 教
育の発展に取り極めて重要な課題で、過去に山下先生を中心にした WGで 議
論されてきたところです。その後21世紀COEや独法化があり、地球科学系の 
21COEでは研究所とセンターを中心とした再編統合も視野に入れた連携の強
化が謳われています。地球水循環研究センター新センター長の上田と太 陽地
球環境研究所新所長の藤井とが打合せをし，上記の事項について、関連 する
人達が集まり「連携・統合に向けたWG（仮称）」を立ち上げ、 議論を開始しよう
という話になりました。水循環、年代、環境、理学、工学、STE研から各々２名以
内の方に出て頂いてはと考えています。本メイルは科長や部局長ではなく、 関
連が深いと考えられる方にお送りしています。貴研究科・センタ ーで相応しい方
をご推薦くださるようお願いいたします。	
 	
　　　　　上田　博、藤井良一	

 ＠理事室　2014年4月１日 松見先生，石坂先生、中村先生、藤井 



宇宙線	
宇宙開発	

太陽	
電磁	
気圏	

高層	
大気	

陸域	
岩石	大気	

水循環	 海洋	

タンデトロン	

総合解析	

IUGONET	

共同利用	

技術部
（13名）	

事務部	

計算機	

ジオスペースセンタ	

低い高度領域 
環境応用 

高い高度領域 
物理学	

「新　研　究　所」	

旧・太陽地球環境研究所系	

旧・地球水循環研究センター系	

旧・年代測定総合研究センター系	

気候	
気象	

バーチャルラボラトリ	

（H25より既に統合した技術部・計算機室を有する）	

（H25より既に研究所統合した事務組織で対応）	

HPCI	
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1977	

1981	

1983	

1987	
1988	

1990	
1989	

1992	

1997	

2004	
2005	

2009	

2015	
2016	

2006	

2019	

南極23次隊 

南極32次隊 

EISCAT加盟 

太陽研所長 

大学本部 

研究所移転 

研究所地区 
再開発 I, II 期 
研究所統合 

198４	

地磁気共役点 
観測PJ 

NASA/GSFC 

EISCAT運営 
総長補佐 

EISCAT 
全国共同利用 

あけぼの 
衛星PJ 

南極周回気球 

電離圏能動的役割 
カスプ電流 

磁気圏電離圏結合 

オーロラ共役性 

磁気圏電離圏結合 
エレクトロ 
ダイナミクス 

プラズマ中性大気 
相互作用 
 
イオン流出 

Cowlingチャネル 

欧 
州 
大 
型 
レ 
｜ 
ダ 
｜ 

極 
地 
研 
15 
年 

名 
大 
24 
年 



本部での仕事　2009～2015 
 
● 施設，公正研究，男女共同参画，ハラスメント，全学技術 
 
● 財務，公正研究，男女共同参画 



省エネ・環境負荷低減　アクションプラン 

新たな全学的	
省エネ改修と管理	

エネルギーの計量システム導入	
研究室単位での目標設定	
受益者負担導入の検討	

これまでの省エネの	
取組　（2005-2009）	

中長期保全計画による	
更新・改修	

ＥＳＣＯ事業の推進	
	

グリーンＩＴの推進	
	

各部局の計画的取組	
〜毎年1％削減義務化	

エネルギー使用量の	
「見える化」	

学内外への周知徹底	
構成員の意識改革	

CO2排出量	

削減目標	

2014年時点で	

2005年比	

20％以上	

の削減	

実施済
の取組	

計画中
の取組	

今後の
取組	

その他
の取組	

GHP（ガスヒートポンプ空調機）の更新	

中央図書館ESCO	

鶴舞・動物実験施設ESCO	

複層ガラス、断熱強化等	

高圧変圧器統廃合等	

空調機運転見直し等	

実験装置高効率化等	

屋上防水・遮熱塗装の改修	

待機電力の節減	
マイ・テーブルタップ	
スクリーンセーバー設定	

サーバーの統合	
省電力型機器への更新	
大型計算機の利用促進と電力低減	

附属病院ESCO	

※ただし、2006年以降の施設面積増加、 
　及び、大型実験装置等の導入による

CO2排出量の増加分は加算しない	

新築・改修建物での	
省エネ設計の徹底	

トップダウン型の啓発活動	
室温管理のガイドライン	
ボトムアップ型の活動、教育の推進	

再生可能エネルギーの導入 
高断熱、日射遮蔽、設計基準見直し	
高効率機器、計測機器の導入 

照明器具の高効率化	
実験装置等の高効率化	
フリーザー類の統廃合	

空調機の時間帯・温度集中制御	

鶴舞・病院の省エネ徹底	

ギャランティドESCOの導入	
空調機の集中監視	
ドラフトチャンバのインバータ化	
高圧変圧器統廃合	 エネルギーの計量システム導入	

90	



新営建物の省エネルギー対策例：ES総合館 

○全館LED照明 
○照明制御システム導入 
○電力使用量の詳細な「見える化」 
○超高効率変圧器の導入 

　SRC７階　15,280㎡　2011年3月完成	

○ドライミストの採用 
○高効率空調機の導入 
○屋外機に水噴霧　　　 
○空調機制御システム導入 
○アースチューブの設置 





�組織概要

減災連携研究センターの組織

減災連携研究センターは，社会と連携し地域の安全・安心を考え人材育成に
貢献する社会連携部門と，最先端の学術研究をリードする研究連携部門の2部
門が核となっています．環境学・工学・医学系・教育発達科学などの研究科，国
内研究機関，大学，自治体，市民団体などと連携し，減災を実現します



��  

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

学術憲章

名古屋大学は、学問の府として、大学固有の役割とその歴史的、社会的使命を確認し、その学術活動の基本理念
をここに定める。
名古屋大学は、自由闊達な学風の下、人間と社会と自然に関する研究と教育を通じて、人々の幸福に貢献するこ
とを、その使命とする。とりわけ、人間性と科学の調和的発展を目指し、人文科学、社会科学、自然科学をともに
視野に入れた高度な研究と教育を実践する。このために、以下の基本目標および基本方針に基づく諸施策を実施
し、基幹的総合大学としての責務を持続的に果たす。
1. 研究と教育の基本目標
(1)名古屋大学は、創造的な研究活動によって真理を探究し、世界屈指の知的成果を産み出す。
(2)名古屋大学は、自発性を重視する教育実践によって、論理的思考力と想像力に富んだ勇気ある知識人を育て
る。

2. 社会的貢献の基本目標
(1)名古屋大学は、先端的な学術研究と、国内外で指導的役割を果たしうる人材の養成とを通じて、人類の福祉
と文化の発展ならびに世界の産業に貢献する。
(2)名古屋大学は、その立地する地域社会の特性を生かし、多面的な学術研究活動を通じて地域の発展に貢献す
る。
(3)名古屋大学は、国際的な学術連携および留学生教育を進め、世界とりわけアジア諸国との交流に貢献する。

3. 研究教育体制の基本方針
(1)名古屋大学は、人文と社会と自然の諸現象を俯瞰的立場から研究し、現代の諸課題に応え、人間性に立脚し
た新しい価値観や知識体系を創出するための研究体制を整備し、充実させる。
(2)名古屋大学は、世界の知的伝統の中で培われた知的資産を正しく継承し発展させる教育体制を整備し、高度
で革新的な教育活動を推進する。
(3)名古屋大学は、活発な情報発信と人的交流、および国内外の諸機関との連携によって学術文化の国際的拠点
を形成する。

4. 大学運営の基本方針
(1)名古屋大学は、構成員の自律性と自発性に基づく探究を常に支援し、学問研究の自由を保障する。
(2)名古屋大学は、構成員が、研究と教育に関わる理念と目標および運営原則の策定や実現に、それぞれの立場
から参画することを求める。
(3)名古屋大学は、構成員の研究活動、教育実践ならびに管理運営に関して、主体的に点検と評価を進めるとと
もに、他者からの批判的評価を積極的に求め、開かれた大学を目指す。
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し、基幹的総合大学としての責務を持続的に果たす。
1. 研究と教育の基本目標
(1)名古屋大学は、創造的な研究活動によって真理を探究し、世界屈指の知的成果を産み出す。
(2)名古屋大学は、自発性を重視する教育実践によって、論理的思考力と想像力に富んだ勇気ある知識人を育て
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(2)名古屋大学は、その立地する地域社会の特性を生かし、多面的な学術研究活動を通じて地域の発展に貢献す
る。
(3)名古屋大学は、国際的な学術連携および留学生教育を進め、世界とりわけアジア諸国との交流に貢献する。
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(1)名古屋大学は、人文と社会と自然の諸現象を俯瞰的立場から研究し、現代の諸課題に応え、人間性に立脚し
た新しい価値観や知識体系を創出するための研究体制を整備し、充実させる。
(2)名古屋大学は、世界の知的伝統の中で培われた知的資産を正しく継承し発展させる教育体制を整備し、高度
で革新的な教育活動を推進する。
(3)名古屋大学は、活発な情報発信と人的交流、および国内外の諸機関との連携によって学術文化の国際的拠点
を形成する。

4. 大学運営の基本方針
(1)名古屋大学は、構成員の自律性と自発性に基づく探究を常に支援し、学問研究の自由を保障する。
(2)名古屋大学は、構成員が、研究と教育に関わる理念と目標および運営原則の策定や実現に、それぞれの立場
から参画することを求める。
(3)名古屋大学は、構成員の研究活動、教育実践ならびに管理運営に関して、主体的に点検と評価を進めるとと
もに、他者からの批判的評価を積極的に求め、開かれた大学を目指す。
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男女共同参画 



2002年  名古屋大学における男女共同参画を推進するための提言 
 
2003年  男女共同参画室創設（現在専任教員2名配置） 

   男女共同参画推進専門委員会設置 
 
2004年  あいち男女共同参画社会推進・産学官フォーラム 
 
2006年      名古屋大学こすもす保育園開園（東山キャンパス内） 
 
2007~2009年度　    文科省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」 
 
2009年　     名古屋大学学童保育所開所（東山キャンパス内） 

   名古屋大学あすなろ保育園開園（鶴舞キャンパス） 
 
2010~2014年度　    文科省科学技術人材育成補助金 

       「名古屋大学方式女性研究者採用加速•育成プログラム」      
    

2012年　女性教員採用インセンティブ施策（部局予算の傾斜配分等） 
    全部局に男女共同参画に関する委員会を設置  

 
2013年　      リーディングプログラム「ウェルビーイングinアジア 

       実現のための女性リーダー育成プログラム」 
 
2014年　      文科省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動 

       支援（連携型）「AICHI女性研究者支援コンソーシアム」 
       （豊橋技術科学大学、名古屋市立大学共同） 

 
2015年　      UN Women「HeForSheキャンペーン」男女共同参画を 
　　　　　　　　　　　    推進する世界の10大学に選ばれる 

名古屋大学男女共同参画の歩み 
 

UN Women「HeForSheキャンペーン」男女共同参画を 
推進する世界の10大学に選ばれる 



国連 Women HeForShe campaign 
impact 10x10x10  	

松尾総長と濱口前総長と共に記者会見。濱口前総長は、「女性の活躍が
21世紀の日本を救う」をモットーに男女共同参画を強力に推進。 

浜口前総長 

松尾総長 束村副理事 岡田副理事 



設備・機器共用推進室 設備・機器共用システム >　施設紹介

名古屋大学集積共用施設
東山地区 東側

集積共用施設（分析系１）超高圧高温発生装
置室
集積共用施設（生物系１）環境医学研究所近
未来環境シミュレーションセンター
集積共用施設（装置系１）全学技術センター
教育研究技術支援室装置開発技術系
集積共用施設（分析系１）超高圧高温発生装
置室
集積共用施設（生物系１）環境医学研究所近
未来環境シミュレーションセンター
集積共用施設（装置系１）全学技術センター
教育研究技術支援室装置開発技術系

東山地区 西側
集積共用施設（分析系２）ベンチャー・ビジ
ネス・ラボラトリー
集積共用施設（装置系２）全学技術センター
工学系技術支援室装置開発技術系
集積共用施設（環境系１）環境安全衛生管理
室実験棟
集積共用施設（分析系２）ベンチャー・ビジ
ネス・ラボラトリー
集積共用施設（装置系２）全学技術センター
工学系技術支援室装置開発技術系
集積共用施設（環境系１）環境安全衛生管理
室実験棟

鶴舞地区
集積共用施設（生物系２）医学教育研究支援
センター実験動物部門
集積共用施設（分析系３）医学教育研究支援
センター分析機器部門
集積共用施設（環境系２）アイソトープ総合
センター分館
集積共用施設（生物系２）医学教育研究支援
センター実験動物部門
集積共用施設（分析系３）医学教育研究支援
センター分析機器部門
集積共用施設（環境系２）アイソトープ総合
センター分館

その他の集積共用施設等
ナノテクノロジー・プラットフォーム

微細構造解析プラットフォーム
微細加工プラットフォーム
分子・物質合成プラットフォーム
微細構造解析プラットフォーム
微細加工プラットフォーム
分子・物質合成プラットフォーム

工学研究科
マイクロナノメカトロニクス研究センター
機器分析室
機械理工学専攻クリーンルーム
マイクロナノメカトロニクス研究センター
機器分析室
機械理工学専攻クリーンルーム

生命農学研究科
質量分析室
ＮＭＲ室
質量分析室
ＮＭＲ室

環境学研究科
質量分析室
質量分析室

学内共同教育研究施設等
遺伝子実験施設
物質科学国際研究センター化学測定機器室
超高圧電子顕微鏡施設
先端技術共同研究施設
コバルト60照射室
遺伝子実験施設
物質科学国際研究センター化学測定機器室
超高圧電子顕微鏡施設
先端技術共同研究施設
コバルト60照射室

配置図 超高圧高温発生装置室

施設概要

©2015 NUESS



トップ  BEHOLDER  「ねつ造なし 論文は成立」 ディオバン問題 名大会...

ログイン方法変更のお知らせ

English translation of
RISFAX has become
available to view by
corporate contractors only
since July

法人契約の皆さまへ

【2月29日】BEHOLDER
山茱萸(サンシュユ)　-早春のハ
ルコガネバナ-

【2月26日】BEHOLDER
『週刊誌のツボ』　★活気づく
週刊誌メディア

【医薬経済社 公式Twitter】
毎日更新　登録はこちらから

2016年
03月01日号
■認知症保険の
「損得」はいかに
■金を払っても必
要か「かかりつけ

薬剤師」
最新号立ち読み

道なき道の先を診る

　本体：1500円

Beauty is in the eye of the beholder .
日本語で言えば「蓼食う虫も好き好き」。直訳すれば「美は見る者の
目の中にある」。人それぞれによって物事の見方は異なります。さま
ざまな方々から、さまざまな視点・論点を示していただくことで、
「話題」となることをめざします。

「ねつ造なし 論文は成立」
ディオバン問題 名大会見 質疑応答  

 
(写真=左から)　横山正樹・名古屋大学研究協力部長、手良向聡・公正研究調査専門委員会委員

藤井良一・名古屋大学副総長 公正研究委員会委員長

高橋雅英・名古屋大学大学院医学系研究科長 医学部長

石黒直樹・名古屋大学医学部附属病院長、植村和正・公正研究調査専門委員会委員

　名古屋大学が13日、降圧剤「ディオバン」(一般名=バルサルタン)
の臨床試験の論文不正疑惑に対し、「恣意的なデータの操作はなかっ
た」との中間報告を発表した。1150例の全データを外部機関が再解
析した結果、一部で入力ミスが見つかったが、委員会は「論文の結論
には影響はない」と判断。また、名大病院で扱った141例で、「カル
テデータ」と「ウェブ入力データ」の照合を行ったところ、データの
不一致がイベントの発生で2例見つかったが、論文の結論に影響はな
いという。ノバルティスの元社員が試験に関与したことを開示しなか
った点は「不適切」としたものの、基本的に問題ないとの調査結果だ
った。京都府立医大、東京慈恵会医科大学、滋賀医科大学に続く4大
学目のディオバン関連での会見だったが、不正操作がなかったとの判
断から冒頭での謝罪はなかった。

------------------------------------------------------
--------

▼全部見る

新着記事
「昔人の物語(24)　山上憶良
「貧窮問答歌の回答は?」」
2016年3月3日

「山茱萸(サンシュユ)　-早春
のハルコガネバナ-」
2016年2月29日

「『週刊誌のツボ』　★活気
づく週刊誌メディア」
2016年2月26日

「【軽読子】免疫力の70%は
「腸」から」
2016年2月25日

「アジュバント研究の現状を
知る②」
2016年2月24日

医薬経済は医療・医薬を取り巻く環境の“いま”にフォーカス！RIS FAXは医薬品に関する行政・制度・企業、流通、国際など独自取材による情報を掲載。

�����
サイト内検索 Web検索

医薬経済社HPより（http://www.risfax.co.jp/beholder/beholder.php?id=338）	

2014年12月22日	



2016年3月  【鶴舞分室臨時閉室】2016年3月1日（火）は、会議のため、午前9時～11時は鶴舞分室
を閉室します。11時より開室します。

2015年10月  学内専用ページを更新しました。

2015年10月11日（日）に第3回　東海ハラスメント相談研究会を開催しました。ご参加ありがとうご
ざいました。

2015年10月  リーフレット英語版（表・裏）を更新しました。

2015年7月  2015（平成27）年4月施行ガイドラインの英語版を掲載しました。

2015年6月  相談センター便り17号日本語版、英語版をUPしました。

2015年4月  学内専用ページに平成25年度の全学アンケートの結果を掲載しました。

2015年4月  2014（平成26）年度の研修実施一覧を掲載しました。

2015年4月  リーフレット日本語版（表・裏）を更新しました。

2015年4月  2015（平成27）年4月よりガイドラインが改正されました。

2014年12月  2015（平成27）年1月6日より鶴舞分室が移転しました。場所はこちらです。

2014年3月  2014（平成26）年4月より大幸分室の開室は、第２・第４木曜となります。その他の日
にご相談をご希望の方は完全予約制となりますので、ご連絡ください。

Copyright（c）2009 Nagoya University Harassment Consultation Center. All Rights Reserved.



2014年度の利用状況 

 

 
相談類型割合 

セクハラ, 
10% 

アカハラ, 
35% 

パワハ

ラ, 28% 

学生間ト

ラブル, 
4% 

メンタル, 
4% 

問い合わ

せ, 7% 

その他, 
8% 不明, 4% 

■相談受付総件数：233件※（予測値で算出） 

■対応回数：2700回（面接、メール、電話相談）※（予測値で算出） 

相談受付総件数と 
対応回数の年次推移 
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EISCAT_3Dコアサイト完成予想図	

出典（http://eiscat.nipr.ac.jp/eiscat3d/introduction/）	



ブラックオーロラ 

オーロラRay構造 

現行のEISCAT
レーダーの視野 

脈動オーロラ 

トロムソ全天カメラ画像 

（約1 km @ 100 km） 沿磁力線方向 

トロムソ狭視野カメラ画像 

オーロラの微細構造 
（~100 m）を干渉手法で観測 

脈動パッチ内外の物理機構を 
イメージング手法で3次元的に理解 

現在のEISCATレーダーでは、基本的に1点のみを3局観測。 
→ EISCAT_3Dでは3次元構造をミクロ&メソスケールで理解可能に。 

EISCAT_3Dの科学: オーロラの3次元構造 

~100km 

~100km 

空間分解能： 
20m @100km 



EISCAT_3D計画 
主局：10000本の送受信アンテナ 
4カ所のリモート受信局:10000本の受信アンテナ 
パワー：10 MW 　　　周波数：220 MHz 
取得データ：54Gビット/秒（生データは計1.6Tビット/秒） 
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平成 27 年 - 31 年度 基盤研究 (S) 申請�

極限時間分解能観測による 
オーロラ最⾼速変動現象の解明�

研究代表者： 藤井良⼀（名古屋⼤学） 
  分担者： 三好由純（名古屋⼤学） 
  分担者： 細川敬祐（電気通信⼤学） 
  分担者： 浅村和史（宇宙航空研究開発機構） 
  分担者： 加藤雄⼈（東北⼤学） 

- 世界最⾼速の衛星・地上観測による脈動オーロラの起源解明 - �



本研究の “独創性” と “革新性” および ”緊急性” 

宇宙空間における世界最高の時間分解能の波動・電子計測 

広エネルギー領域の計測において 
10 ミリ秒の時間分解能を実現 
（本申請で開発) 

大型プロジェクトロードマップ 
学術会議マスタープラン 
　重点大型研究計画 
６カ国共同運営 
　（日本正式加盟国） 
欧州ESFRIに採用 

100 Hz のオーロライメージング 
（本申請でカメラ等を導入） 

地上観測: 世界に類を見ない 
超高速広域オーロラ観測 

ロケット観測：世界最高性能の電子計測 

2018 年度稼働開始 

日本の人工衛星による「その場」観測: 
“来年夏” 打ち上げ 科学衛星 ERG 

シミュレーション: 
世界に先駆けて, 素過程計算が 
可能なコードの開発に成功 
（本申請で専用サーバー導入） 地上観測： 

世界最高性能の北欧大型 
大気レーダー EISCAT_3D 

⑥	



ご清聴ありがとうございました 

お世話になった先輩、後輩、仲間の皆様、、
そして家族 

ありがとうございました（ございます） 

皆様に支えられ、刺激的で充実した 
大学生活をおくることができました 

 


