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　大学院 の 重点化 に よ り本学科 も名実 と もに 大学

院に 重点 が 置か れ る こ とに な るの で 大学院 を中心

に 紹介す る こ と に し よ う．（以下 の 文章は 私 の 個 人

的 な知 識 と偏 見 に よ っ て書か れて い る．）図に 示す

よ うに 地球惑星物 理 専攻課 程 の 構成 は か な り複雑

で あ る．い ろ い ろな研究所の教官が 本専攻に関与

し て い る．図 の 最後 の 列に挙げて あ る の は 惑星 科

学 に関係の 深 い 研究者の 名前 で あ る．（1992年度の

資料 を使 っ て い る の で 正 確 で ない か も知 れ な い ．

ま た，学部の教官であっ て 研究科 の 教官 で な い 入

も入 っ て い る．〉宇富科学研究所に は ， 山本哲 生，

藤村彰夫，藤原顕 氏 の 様に 惑星科学 に 関係の 深 い

研究者 は 他 に も何 人 もい る が制度上は本専攻に 関

与 して い な い ．

　地球惑星物理 学専攻全体 で は 60人 を越え る教官

が い る．従 っ て 大学院 の 定員 も多く，
1993年度 は

修 士 課 程 で 約 45名募集する予定で ある．こ の よう

に 定員が 多い た め 競争率 は低 く， 入 りやす い の で

有名 で あ る．（少 な くとも東 工 大 よりは や さしい ．）

入試 に は地 球惑星物理学 の 専 門知 識 は 必要 で は な

く， 物理 学科 や 化学科 を卒業した 人が 入れ るよう

に な っ て い る．他大学 ・他 学科 か ら 入 学す る 院生
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の ため に 大学院 の 授業 の 充実 が 図られ て い る．博

士 課程 か ら入 学す る こ と も勿論可能 で あ 1り， より

入 りやす くな っ て い る．例年博士 課程 か らの 入 学

者は 4 ，5 入 で あ る が 今後 は （こ の 1 つ 前 の セ ン

テ ン ス が 印刷 される と） もっ と増 える こ とが
一
予想

さ れ る．博 上 号 を取 っ た 人 が 学術振興会 の 奨学 生

と して在籍する こ と も多く，例年 5 人程度在籍す

る．こ の うち半分 ぐら い が 外国 人 で あ り国内の 他

の 大学院 の 出身者 は 少な い ．他大学院 の 出身者が

もっ とい て 良 い とお もっ て い る．大学院に於け る

外国 人 の 数 は 10人 に満 た な い ．こ れ は 東大 で も少

な い 方で あ り国際化 を推 し進 め る 必要 が あ る と思

っ て い る，つ い で に 女性 の 大学院生 の 数 を数 え る

と全体 の 約 20％ で あ る．（私 の グ ル
ー一プ で は 40％を

越 えて い る．中川さん の グル
ープ で は来年度 は 50

％ を越 え る よ うだ ．）こ ち ら の 方 は ほ って お い て も

増 え る ようだ ．

　さ て 地 球惑星物理 の 大学院は上述 の 様に い ろ い

ろ な研 究所 の 教官
・
院生 に よ っ て 構成 さ れ て い る

の で そ こ で 行 わ れ て い る研究 の すべ て を紹 介 す る

こ とは で き ない ．こ こ で は，地球惑星物理学科 の

あ る理 学部 3 号館の 惑星科学グル
ープ を中心 に 紹

介する．理学部 3号館は ，
い わゆ る 本郷 の メ イ ン

キ ャ ン パ ス か ら少 し離 れ た 弥生 キ ャ ン パ ス に あ る．

こ こ は そ の 名 の 通 り弥生式土 器 の で る と こ ろ で キ

ャ ン パ ス の 隅 に その 記念碑 が た っ て い る．ご ち ゃ

ご ち ゃ した キ ャ ン パ ス で あるが 3号館は屋根 の う

えに 天文 の ド
ー

ム が あるの で 近 くまで くれ ば 間違

え る こ とは な い ．ち な み に ，最寄 りの 交通機 関 は

地 下 釟 干代田 線の 根津駅 で あ り そ こ か ら徒歩 5分

の と こ ろ に ある． 3 号館に は 天 文 と生化 （生物化

学）が 地 物 〔地 球惑星物理 ）と 同居して い る．建

物 に は い る と，そ の き た な さ に U ツ 然 とす る．こ

の 建物 は 1960年 に 建設 され た もの で あるか らまだ

30年余 り しか 経 っ て い な い の に ノ 廊下 は 薄暗 く，

特 に 地下 は 床 の タイル が は げて い て 悲惨 な状態 で

あ る。ま た 水 道 の 水 は い つ も錆 で 赤茶 け て い る．

生 化 の 人 は 釟 分 が 入 っ て い て 健康に よ い と い うけ
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れ ど気味 の 悪 い もの で あ る．しか し文 部行政 の 貧

困 を嘆 くの は ま た 別 の 機会 に しよう．（今か ら 5年

後 に新 しい 建物 へ 移転す る案 が 検討 さ れ て い るが，

まだ 実現 まで 時間が か か りそうだ．）

　地球惑星物 理 学科 が 現在 の 名前 に な っ た の は

1991年 の こ とで ある、それ以前 は 地球物理学科 と

呼ばれ て お り，惑星科学 に 重点を置くた め に 現在

の 名前 に 変 更 さ れ た 訳 で あ る．地 球 物 理 学 科 は

1941年に 設 立 さ れ て お り，そ の さ ら に 前 を た ど る

と1893年に 地震学講座 が 開設さ れ た こ とに よ っ て

始 ま っ て い る．従 っ て 今年 は 100周 年 と い うこ と に

な るは ず で あ る．

　地球惑 星物理 学科 の 3 ・4年生 は こ こ で 專門 の

授業 を受け る． 3 年生の 時 は も っ ぱ ら物理学科 の

学生 と同 じ授業 を受け， 4年 に な る と地球惑星関

連 の 授 業 を 受 け る．地 震，気象， 海 洋，超 高層，

地 球 内部，地 球電磁 気，プ レ ートテ ク トニ ク ス な

どい ろ い ろ な こ とを学ぶ こ と に な る。しか し卒業

研
．
究 が あ る わ け で は な い の で 比 較 的 気楽 に 過 ごす

こ とが で き る よ うで あ る．

　こ の 3号館 の 2 階の 201，203，205，206， 210，

214の 6 部屋 に 惑星科学研究 グ ル
ープ が 住 ん で い

る． 3号館 に 於け る惑星科学 は 理論，実験 ， 比較

惑星 の 3 グ ル
ープ と新任 の 阿 部 さ ん に よ っ て お も

に 行 わ れ て い る．（他に も熊沢
・浜野 氏 の グル ープ

が関連 した 分野 で活躍し て い る，）

　中川 さ ん を指導者とする理論グル
ープ で は 太 陽

系 （惑星 系 ） 形 成 の 初期 の 段 階 を お もに 研 究 して

い る．現 在 D3の 中本 さ ん は 原始 太陽系の accre −

tion　diskの 形成を研究 して い る．中川 さん は最近

disk中の 非軸対称 の 擾乱 の 研究を完成 させ ，現在

で は diskの 中の radiative 　 transfer をきち ん と

解 い て 赤外線な ど の 観測 と 比 較 し よう と し て い る．

D1の 三 宅 さ ん も diskの 中の dustの 成長 が opac −

ityに 及ぽ す影響 を考慮 して観測結果 の 意味する

とこ ろ を明 らか に しようとして い る．M1 の 田 島 さ

ん は 木 星 の 大気 の 形 成 を再検 討 し よ う と し て お り，

同 じ く M1 の 北神さ ん は accretion 　diskへ の in一

、．単工．工
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fallに よる shock 　 frontの 構造の 研 究を行お うと

して い る．

　 実験 グ ル
ープ で は 私 が 主 と して 窒素，比屋根 さ

ん が 主 と して希ガ ス を トレ
ーサ ーと して 原始太陽

系 ・初期地球 の 研究を行 う院生 の 指導を して い る．

D3の 橋爪 さ ん は窒素 の 量 と同位体比 を使 っ て 隕

石 の 母 天 体 の 形成 情 造 を議論 し ， D1 の 三 浦 さ ん

は 窒素 ・希ガス を使 っ て エ イ コ ン ドラ イ トの 火 成

活動 の 歴史を明 らか に しよう と して い る．M2 の清

田 さ ん は 始源的隕石 中の presolar　grain を同定し

て 原始太陽系の 物理化学過程 を明 ら か に しようと

して い る．ま た，D1の 宮崎さん は 地 球 の マ ン トル

の 窒素 を測定す る こ とに よ り地 球 の 大気 の 形 成を

研究 して い る．比屋根 さ ん は MORB な どの 希ガ

ス の 測 定に よっ て 大気 の 起源 を研究 して い る．D2

の 佐々 田 さん と技官の 座主さんはそれぞれ カ
ー

ボ

ナ タ イ ト，ダイア モ ン ド中 の 希 ガ ス の 研究 か ら大

気 の 起源 ・マ ン トル の 進化 を研究 して い る，また

D2 の 吾妻さ ん は 衝 突 に よ る脱 ガ ス の 実験 か ら大

気 の 起 源 に迫ろ うと し て い る．私 た ちの 実験 グル

ープ で は研 究 目的に あ っ た 測 定装置 を 自作 し て 他

の 研究グル
ープ で は 測定で きな い もの を測定する

こ とに よ っ て 最先端 の 成果をあげ る よ う努 力 して

い る．現 在 は 炭素同位体 の 高感度測定装置 を開発

中で あ り， 希ガ ス
・
窒素 と合わせ て 炭素 同位体 を

測定す る こ とに よ り，原 始太 陽系 に関す る よ り 多

くの 情報 を得 られ る様に し よ うと努力 し て い る．

また，現在 M2 の 樋 口 さん を中心 と して微粒 子 の

集積 の 実験装置をつ くり， ど ん な形の 微粒子 の 集

合 体 が ど の よ うな タ イ ム ス ケ
ー

ル で 形成 さ れ る か

とい う問題 に 取 り組 ん で い る．今後は 日 本の 惑星

探査 （特 に 小惑星探査）が 本格化する こ と を考え

て 小惑星上 の 測定装置 の 開発 に も取 り組 ん で行 き

た い と考 えて い る．（こ の 分 野は 本 当に 人 材不 足 ，

人手不 足 で あり，若 い 人 に こ の 分野 の 研究 に 参加

するこ とをすすめたい ．）
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　松井 さん を指導者 とす る比較惑星 の グル
ープ で

は ，
D2 の 倉本 さ ん が 火星 の 初期史の 研究 を行 っ て

い る．M2 の 藤井 さん は 火星 表 面 の 環 境 で の レ ゴ リ

ス の 熱伝 導 の 研究 を行 っ て い る．こ れ らの 研究 は

近 い 将 来，火星探査 が 実現す る こ と を想定 して 行

われて い る．M2 の 青木 さんは彗星表面 の 熱・物質

輸 送 の 問題 に 取 1）組 ん で い る．同 じく M2 の 伊藤

さん は 地球 の 自転周期 の 変動 の 問題 に 取 り組 ん で

い る．また M1 の 中川 さ ん は 地球 の 初期海洋 の 化

学組成 の 研究 を始め ようとして い る．松井 さん 自

身は 学外 で 活躍 して い る．（こ れ は 冗 談．）比 較惑

星 の グル
ープ か らは 多 くの 学生 が ア メ リカ の 大学

に 留学 して，一
流 の 惑星科学者 の もと で最先端 の

研究 を行 っ て い る．

　最後 に な っ た が 新 任 の 阿部 さ ん は 揮発性 元 素 の

挙動 ・マ ン トル 対流な ど に 注 目して 地 球初期 史
・

大 陸 の 形 成 ・進 化 に 取 り組 もうと して い る．

　各グル ープ の 人 々 は 独 自の セ ミナー
の 他に惑星

科学 の 共通 セ ミナー，揮 発 性 物質 の セ ミナーな ど

他 の グル
ープ の 人 々 と

一
緒 の セ ミナーに参加 して

情報の 交換
・
意志 の 疎通 をは か っ て い る．また ，

理 学部に は惑星科学 に 関連 した分野 として 地質 ・

鉱物 ・天 文 学 科 な どが あ リ，地 球惑星 物理 学科 の

人 々 も積極的 に他学科 との 境界領域に 進出し よう

と して い る，例 えば来年度地 球惑星物理 の M1 に

進学す る学生の 1 人は 野 辺 山 で 電 波望遠鏡 を使 っ

て 形成 され つ つ あ る惑星系 の 観測 を行 い た い と張

り切 っ て い る．各学科 の 存在 が 垣根 に なっ て 境界

領域 の 研究 の 邪魔に な るこ との ない ように 努力し

な け れ ば な ら な い と思 っ て い る．

　毎 日遅 くまで ， 時 に は 徹夜 を して 研 究に い そ し

ん で い る人 も見受け られ るが 生活 を楽 しむ余裕が

な い わけ で は ない ．最近惑星科学 を主体 とす る チ

ー
ム が 後楽 園 の ドーム 球場 で 野球 の 試合 をした D

もして い る．研 究もス ポー
ツ も生 活すべ て を楽 し

ん で しまえる の が 地球惑星物理 学科 である．
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