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Chapter 5

教員・技術職員の研究・業務活動

5.1 各教員等の研究成果

各教員等が 2017年 1月 ∼2018年 12月の間に発表した論文等．なお (a)∼(d)の区分は以下のとおり．
(a) 雑誌等に掲載された査読を受けた論文
(b) 査読を受けていない論文および報告書
(c) 国内・国際学会のプロシーディングスに記載された論文
(d) 著書

5.1.1 数理系研究部門

小屋口 剛博
(a) Shimizu, H.A., T. Koyaguchi and Y.J. Suzuki, A numerical shallow-water model for gravity currents for a wide

range of density differences, Progress in Earth and Planetary Science, 4, 8, DOI 10.1186/s40645-017-0120-2,
2017.

田島靖久・星住英夫・松本哲一・廣田明成・小屋口剛博, 阿蘇火山，Aso-1火砕流堆積物に関する新知見とAso-1
噴火に先駆けて噴出した古閑溶岩, 火山, 62, 4, 177–188, 2017.

Costa, A., Y. J. Suzuki and T. Koyaguchi, Understanding the plume dynamics of explosive super-eruptions,
Nature Communications, 9, 654, doi: 10.1038/s41467-018-02901-0, 2018.

T. Koyaguchi, Y. J. Suzuki, K. Takeda, S. Inagawa , The condition of eruption column collapse: Part 2
Three-dimensional (3D) numerical simulations of eruption column dynamics., J. Geophys. Res., DOI:
10.1029/2017JB015259, 2018.

T. Koyaguchi, Y. J. Suzuki, The condition of eruption column collapse: Part 1. A reference model based on
analytical solutions., J. Geophys. Res., DOI: 10.1029/2017JB015308, 2018.

(c) Shimizu, H.A., T. Koyaguchi and Y. J. Suzuk , Fluid dynamics of very large plumes generated by explosive
super-eruptions., 日本地球惑星科学連合 2017年大会 (JpGU-AGU joint meeting), 幕張メッセ (日本), 5.20-
24, 2017.

Suzuki, S.J., A. Costa, and T. Koyaguchi , Fluid dynamics of very large plumes generated by explosive super-
eruptions., 日本地球惑星科学連合 2017 年大会 (JpGU-AGU joint meeting), 幕張メッセ (日本), 5.20-24,
2017.

Koyaguchi, T., Y. Inagaki, T. Kozono and Y. J. Suzuki, Two positive-feedback mechanisms controlling the
bifurcation of gas-escape processes during volcanic eruptions., 日本地球惑星科学連合 2017年大会 (JpGU-
AGU joint meeting), 幕張メッセ (日本), 5.20-24, 2017.

Jenkins, S.F., H. Goldstein, R.S.J. Sparks and T. Koyaguchi , Forecasting explosion repose intervals with a
Bayesian survival model: Application to Sakura-jima volcano, Japan., IAVCEI Scientific Assembly, Portland
(USA), 8.14-18, 2017.

Koyaguchi, T., K. R. Anderson and T. Kozono, Determination of conduit-flow model parameters based on inverse
analysis of ground deformation and mass eruption rate data: the effects of mathematical structure of the
conduit flow model., IAVCEI Scientific Assembly, Portland (USA), 8.14-18, 2017.

Kozono, T., H. Ueda, T. Ozawa, T. Shimbori, K. Fukui, T. Koyaguchi, E. Fujita, A. Tomiya and Y. J. Suzuki,

3



CHAPTER 5. 教員・技術職員の研究・業務活動 4

The dynamics of the 2011 Kirishima-Shinmoe-dake eruptions, Japan, revealed by geodetic, satellite, and
weather radar observations., IAVCEI Scientific Assembly, Portland (USA), 8.14-18, 2017.

Anderson, K. R., T. Koyaguchi, and T. Kozono, What can we learn by inverting monitoring data from explosive
eruptions? Insights from a fast, physics-based eruption model., IAVCEI Scientific Assembly, Portland (USA),
8.14-18, 2017.

金子克哉・小屋口剛博, 阿蘇火山のマグマ生成過程と生成条件の時間的進化．, 火山学会秋季大会, 熊本 (日本),
9.21-22, 2017.

小屋口剛博, 観測と物理モデルに基づく噴火推移予測の可能性．, 火山学会秋季大会, 熊本 (日本), 9.21-22, 2017.
小屋口剛博, 火山噴火現象予測モデルの数理デザイン．, データ同化ワークショップ, 神戸 (日本), 9.25-26, 2017.
Koyaguchi, T., K. R. Anderson and T. Kozono, Bayesian estimation of analytical conduit-flow model parameters

from magma discharge rate observed during explosive eruptions., AGU Fall meeting, New Orleans (USA),
12.11-15, 2017.

Kozono, T. and T. Koyaguchi, Effects of conduit pressurization during eruption transition on crustal deformation.,
日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕張 (日本), May 20-24, 2018.

鈴木雄治郎・小屋口剛博, 火砕物降下と噴煙ダイナミクスのカップリング計算：ピナツボ 1991年噴火シミュレー
ション., 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕張 (日本), May 20-24, 2018.

志水宏行・小屋口剛博・鈴木雄治郎, 二層浅水波モデルに基づく火砕流ダイナミクスの数値的研究：流れの形
態と堆積構造の変化．, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕張 (日本), May 20-24, 2018.

de’ Michieli Vitturi, M., T. Koyaguchi and A. Costa, The physics of magma ascent in volcanic conduits: a
proposal for a model intercomparison and sensitivity study., EGU 2018 meeting, Viena (Austria), April
8-13, 2018.

波多野 恭弘
(a) Takahiro Hatano, The Third Law of Earthquake Statistics?, JPSJ News Comments, 14, 03, 2017.

Hiroki Tanaka and Takahiro Hatano, Statistical properties of Olami-Feder-Christensen model on Barabasi-Albert
scale-free network, European Physical Journal B, 90, 248, 2017.

Y. Yamaguchi, S. Takada, and T. Hatano, Rheology of Cohesive Granular Particles under Constant Pressure, J.
Phys. Soc. Jpn., 87, 094802, 2018.

Ryo Itoh and Takahiro Hatano, Geological implication of grain-size segregation in dense granular matter, Philo-
sophical Transactions A, 377, 20170390, 2018.

T. Matcharashvili, T. Hatano, T. Chelidze, and N. Zhukova, Simple statistics for complex Earthquake time
distributions, Nonlin. Processes Geophys., 25, 497–510, 2018.

S. Roy and T. Hatano, Creeplike behavior in athermal threshold dynamics: Effects of disorder and stress, Phys.
Rev. E, 97, 062149, 2018.

Y. Ootani, J. Xu, T. Hatano, and M. Kubo, Contrasting Roles of Water at Sliding Interfaces between Silicon-Based
Materials: First-Principles Molecular Dynamics Sliding Simulations, J. Phys. Chem. C, 122, 10459–10467,
2018.

(b) 波多野恭弘, 地震におけるミクロとマクロ, 数理科学, 649, 52–53, 2017.
(c) Takahiro Hatano, Crackling noise in sheared granular matter (Invited talk), FRACMEET - Plasticity and failure

in disordered materials, Chennai (India), 4-7 JAN, 2017.
Takahiro Hatano, Creep rupture and Omori law in a simple deterministic model (Invited talk), ジャムドマター

の非ガウスゆらぎとレオロジー, 京都市 (日本), 9-11 March, 2017.
Takahiro Hatano, Creep-like relaxation in athermal systems (Invited talk), International workshop on Glasses

and Related Nonequilibrium Systems, 大阪市 (日本), March 21st-23rd, 2017 , 2017.
波多野恭弘, 速度状態依存摩擦法則における長さ定数のスケーリング特性 (招待講演), 地球惑星科学連合大会 ,

千葉市 (日本), 5月 21日, 2017.
Takahiro Hatano, Friction and earthquakes: Bridging across scales (Invited talk), MINI-COLLOQUE RNL 2018

: NON-LINEARITE ET TREMBLEMENTS DE TERRE, パリ (フランス), 3月 27日, 2018.

亀 伸樹
(a) Tetsuya Kusakabe and Nobuki Kame, Derivation of 2-D XBIEM kernels and their application to a rupture

crossing a bimaterial interface, Geophys. J. Int., 210, doi: 10.1093/gji/ggx240–1374-1387, 2017.
Tetsuya KUSAKABE, Nobuki KAME, Shingo WATADA 日下部哲也・亀伸樹・綿田辰吾, Derivation of series

expansion of Kajiura filter, Green’s function of tsunami 津波のグリーン関数 Kajiura Filterの級数表現の
導出, 地震 2, 71, 117–119, 2018.

(c) Masaya Kimura and Nobuki Kame, Earthquake-induced prompt gravity change and its negative observability
due to self-gravity effect, CoMFoS17 International Conference on Mathematical Analysis of Continuum
Mechanics, Okinawa(Japan), 09.21, 2017.
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5 5.1. 各教員等の研究成果

Nobuki Kame , Modeling earthquake dynamic rupture in an elastic continuum: a boundary integral equation
approach , CoMFoS17 International Conference on Mathematical Analysis of Continuum Mechanics, Oki-
nawa(Japan), 09.21, 2017.

Masaya Kimura, Nobuki Kame, Shingo Watada, Makiko Ohtani, Akito Araya, Yuichi Imanishi, Masaki Ando,
and Takashi Kunugi, Absence of prompt gravity signal induced by the 2011 Tohoku-Oki earthquake in data
recorded by gravimeters, seismometers, and tiltmeters, ERI-IPGP 2017 Workshop , Tokyo(Japan), 10.04,
2017.

Masaya Kimura and Nobuki Kame, Theoretical gravitogram and gravito-gradiogram associated with seismic
sources, EGU General Assembly, Vienna(Austria), 04.24, 2017.

Masaya Kimura, Nobuki Kame, Shingo Watada, Makiko Ohtani, Akito Araya, Yuichi Imanishi, and Masaki
Ando, Absence of prompt gravity signal induced by the 2011 Tohoku-Oki earthquake in data recorded by
gravimeters and seismometers, EGUGeneral Assembly , Vienna(Austria), 04.24, 2017.

木村将也・亀伸樹・綿田辰吾・大谷真紀子・新谷昌人・今西祐一・安東正樹・功刀卓, 重力で地震発生を捉える
(4) –データ解析における信号不検出とその物理的解釈–, 日本地震学会 2017年度秋季大会, 鹿児島, 10.26,
2017.

木村将也・亀伸樹, 重力で地震発生を捉える (5) –地震即時重力変化による弾性変形場の理論解析–, 日本地震学
会 2017年度秋季大会, 鹿児島, 10.26, 2017.

Makiko Ohtani, Nobuki Kame and Masao Nakatani, Time to instability of the seismic event triggered by SSE,
Joint Scientific Assembly of IAG-IASPEI , Kobe(Japan), 08.02, 2017.

亀 伸樹・西條 祥・西田 究, シングルチャンネル記録における地震波初動同定のニューラルネットワークに基
づくアプローチ, JpGU2018, 千葉市, 05.23, 2018.

小澤 創・波多野恭弘・亀伸樹, フラクタル的な非平面断層における震源核形成, JpGU2018, 千葉市, 05.20, 2018.
木村将也・亀伸樹・綿田辰吾・大谷真紀子・新谷昌人・今西祐一・安東正樹・功刀卓, 地震による即時重力変化

の検出可能性：既存モデルから期待される理論信号の加速度データ解析における不検出および重力計測原
理に基づく解釈, JpGU2018, 千葉市, 05.23, 2018.

So Ozawa, Takahiro Hatano, and Nobuki Kame, Longer migration and spontaneous decay of aseismic slip pulse
caused by fault roughness, International joint workshop on slow earthquakes 2018, Fukuoka(Japan), 09.21,
2018.

So Ozawa, Takahiro Hatano, and Nobuki Kame, Fault roughness induces longer migration of aseismic slip pulse
on the earthquake nucleation process, 10th ACES International Workshop, Awaji(Japan), 09.26, 2018.

Koji Uenishi, Yuki Fukuda, and Nobuki Kame, Multiple cracks in brittle solids: individual mechanical interaction
versus collective behavior, 日本地震学会 2018秋季大会, 郡山市, 10.10, 2018.

大谷真紀子・亀伸樹・中谷正生, バネブロックモデルで観察される地震と周期的 SSE の同期, 日本地震学会 2018
秋季大会, 郡山市, 10.11, 2018.

亀伸樹・木村将也, 新たに見いだされた因果を及ぼし合わない弾性変形様式:質点が全空間に渡り突然引き起こ
す重力加 重に対する弾性体の過渡的応答, 日本地震学会 2018秋季大会, 郡山市, 2018.

Nobuki Kame and Masaya Kimura, Transient elastic response to instantaneously applied gravity load induced by
a point mass – Derivation of an analytic solution in an unbounded homogeneous isotropic elastic medium,
AGU Fall Meeting, Washington DC (USA), 12.11, 2018.

So Ozawa,Takahiro Hatano, Nobuki Kame,, Longer Migration and Spontaneous Decay of Aseismic Slip Pulse on
the Earthquake Nucleation Process Induced by Fault Roughness, AGU Fall Meeting, Washington DC(USA),
12.01, 2018.

西田 究
(a) Kiwamu Nishida, Ambient seismic wave field 　, Proceedings of the Japan Academy, Series B, 93, 7, 423–448,

2017.
Takagi., R., K. Nishida, T. Maeda, and K. Obara, Ambient seismic noise wavefield in Japan characterized by

polarization analysis of Hi-net records, Geophys. J. Int., 215, 3, 1682–1699, 2018.
Akiko Takeo, Hitoshi Kawakatsu, Takehi Isse, Kiwamu Nishida, Hajime Shiobara, Hiroko Sugioka, Aki Ito, and

Hisashi Utada, In Situ Characterization of the Lithosphere–Asthenosphere System beneath NW Pacific
Ocean Via Broadband Dispersion Survey With Two OBS Arrays, Geochemistry, Geophysics, Geosystems,
19, 3529–3539, 2018.

武尾 実, 大湊 隆雄, 前野 深, 篠原 雅尚, 馬場 聖至, 渡邉 篤志, 市原 美恵, 西田 究, 金子 隆之, 安田 敦, 杉岡 裕子,
浜野 洋三, 多田 訓子, 中野 俊, 吉本 充宏, 高木 朗充, 長岡 優, 西之島の地球物理観測と上陸調査, 海洋理工
学会誌, 24, 1, 45–56, 2018.

(c) Kiwamu Nishida, Source characteristics of microseisms (invited), Cargese Summer School ”Ambient Noise Imag-
ing and Monitoring 2017, Cargese, France, 6/5-6/9, 2017.

西田究, Primary microseisms と secondary microseisms の振幅比について, 日本地震学会秋季大会講, 鹿児島,
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10/6, 2017.
西田究・高木涼太, Global source locations of P-wave microseisms using Hi-net data from 2005 to 2011, JpGU,

幕張メッセ, 5/25, 2017.
Kiwamu Nishida, Ryota Takagi, Global source location of P-wave microseisms using Hi-net data from 2005 to

2011, IAG-IASPEI, Kobe, 8/2, 2017.
Kiwamu Nishida , Takuto Maeda , Takashi Tonegawa , Yoshio Fukao, Seismic observation of tsunami at island

broadband stations, JpGU meeting , Makuhari, 5/24, 2018.
西田究, ランダムな海洋重力波に対する海洋島の弾性応答 , 日本地震学会秋季大会, 郡山, 9/21, 2018.
Kiwamu Nishida, Takuto Maeda, and Yoshio Fukao, Seismic observation of tsunami at island broadband stations

, AGU fall meeting, Washington DC (USA), 12/13, 2018.

中尾 篤史
(a) Endo, S., Nakao, A., Hirano, S., and Yagi, Y., The 2013 Sea of Okhotsk deep earthquake: A complex rupture

within the Ringwoodite stability zone, Earth Evolution Sciences, 11, 23–30, 2017.
Nishizawa, T., Nakamura, H., Churikova, T., Gordeychik, B., Ishizuka, O., Haraguchi, S., Miyazaki, T., Vaglarov,

B. S., Chang, Q., Hamada, M., Kimura, J.-I., Ueki, K., Toyama, C., Nakao, A., and Iwamori, H., Genesis
of ultra-high-Ni olivine in high-Mg andesite lava triggered by seamount subduction, Scientific Reports, 7,
11515, doi:10.1038/s41598-017-10276-3, 2017.

Atsushi Nakao, Hikaru Iwamori, Tomoeki Nakakuki, Yujiro J. Suzuki, and Hitomi Nakamura, Roles of hydrous
lithospheric mantle in deep water transportation and subduction dynamics, Geophys. Res. Lett., 45, 11,
5336–5343, 2018.

(c) Nakao, A., Iwamori, H., Nakakuki, T., Suzuki, Y. J., and Nakamura, H., Numerical simulations of water transport
in subduction zone: Influences of serpentinized layer in oceanic slabs on subduction dynamics, 2017 AGU
Fall Meeting, NewOrleans, United States, Dec. 13, 2017.

中尾篤史, 水は地球深部にどれくらい入ってゆくか?――沈み込みダイナミクスの観点から, 火山性流体討論会,
茨城県つくばみらい市, 11月 14日, 2017.

Nakao, A., Iwamori, H., and Nakakuki, T., Whole mantle dynamical simulation for aqueous fluid transportation
and Pb-Sr-Nd isotopic evolution, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, Chiba, Japan, May 20, 2017.

Nishizawa, T., Nakamura, H., Churikova, T., Gordeychik, B., Ishizuka, O., Chang, Q., Nakao, A., and Iwamori,
H., Genesis of ultra-high-Ni Ol in high-Mg andesite lava triggered by seamount subduction in the northeast
Kamchatka, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, Chiba, Japan, May 20, 2017.

中島 悠貴
(c) Yuki Nakashima, Kiwamu Nishida, Yosuke Aoki, Kosuke Heki, Dense simultaneous observations of ionospheric

electron density & near-surface pressure perturbations excited by the 2015 Kuchinoerabujima explosive
volcanic eruption in Japan: comparison with energy distribution calculated by ray-tracing, AGU Fall meeting
2018, Washington D.C. (USA) 12月 10日 14日, 2018.

中島悠貴・西田究・青木陽介・日置幸介, 複数センサーで探る火山噴火に伴う大気波動のダイナミクス: 2015年
口永良部島火山噴火による電離圏擾乱, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉市, 5月 20日–24日, 2018.

Yuki Nakashima, Kiwamu Nishida, Yosuke Aoki, Kosuke Heki, TEC and pressure changes by the 2015 Kuchino-
erabujima eruption: comparison with energy distribution by ray-tracing, TEC and pressure changes by the
2015 Kuchinoerabujima eruption: comparison with energy distribution by ray-tracing, 名古屋市, 11月 23
日–27日, 2018.

志水 宏行
(a) Shimizu, H.A., T. Koyaguchi and Y.J. Suzuki, A numerical shallow-water model for gravity currents for a wide

range of density differences, Progress in Earth and Planetary Science, 4, 8, 1–13, 2017.
(b) Shimizu, H., A numerical study of pyroclastic density currents by a two-layer shallow-water model, Ph.D. thesis,

1–262, 2017.
(c) Shimizu, H.A., T. Koyaguchi, Y.J. Suzuki, Numerical simulations of a two-layer shallow-water model for pyro-

clastic density current, JpGU-AGU Joint Meeting, Chiba (Japan), May.20-25, 2017.
志水宏行・小屋口剛博・鈴木雄治郎, 二層浅水波モデルに基づく火砕流ダイナミクスの数値的研究: 流れの形態

と堆積構造の変化, 日本地球惑星科学連合大会, 千葉 (日本), 5月 20-24日, 2018.

髙田 智史
(a) H. Hayakawa and S. Takada, Kinetic theory of discontinuous shear thickening, EPJ Web of Conferences, 140,

09003, DOI: 10.1051/epjconf/201714009003, 2017.
A. Flachi,M. Nitta, S. Takada, and R. Yoshii, Sign Flip in the Casimir Force for Interacting Fermion Systems,

Phys. Rev. Lett., 119, 031601, DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.031, 2017.
S. Takada, D. Serero, and T. Pöschel, Homogeneous cooling state of dilute granular gases of charged particles,
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Phys. Fluids, 29, 083303, DOI:10.1063/1.4993620, 2017.
H. Hayakawa, S. Takada, and V. Garzó, Kinetic theory of shear thickening for a moderately dense gas-solid

suspension: From discontinuous thickening to continuous thickening, Phys. Rev. E, 96, 042903 DOI:
10.1103/PhysRevE.96.042903, 2017.

S. Takada and H. Hayakawa, Rheology of dilute cohesive granular gases, Phys. Rev. E, 97, 042902 DOI:
10.1103/PhysRevE.97.042902, 2018.

Y. Yamaguchi , S. Takada, and T. Hatano, Rheology of Cohesive Granular Particles under Constant Pressure, J.
Phys. Soc. Jpn., 87, 094802 doi:10.7566/JPSJ.87.094802, 2018.

(c) 髙田智史・早川尚男, Rheology of dilute cohesive granular gases, Workshop on glass, suspensions, and granular
materials, 東北大学材料科学高等研究所 (日本), 2017年 6月 8-9日, 2017.

髙田智史・早川尚男, 引力を持つ稀薄粉体ガスのレオロジー, 基研研究会「原始惑星系円盤」, 京都大学基礎物
理学研究所 (日本), 2017年 7月 10-12日, 2017.

Hisao Hayakawa, Satoshi Takada, and Vicente Garzó, Kinetic theory of shear thickening for a moderately dense
gas-solid suspension: from discontinuous thickening to continuous thickening, Rheology near Jamming tran-
sition and its related subject, Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University (Japan), August
8, 9, 2017, 2017.

髙田智史, 早川尚男, 一様速度で流れる 3次元流体中の抵抗則, 日本物理学会 2018年秋季大会, 同志社大学京田
辺キャンパス (日本), 2018年 9月 9-12日, 2018.

髙田智史, 波多野恭弘, ヒーリングの効果を取り入れた粉体のレオロジー, 日本物理学会 2018年秋季大会, 同志
社大学京田辺キャンパス (日本), 2018年 9月 9-12日, 2018.

Satoshi Takada and Hisao Hayakawa, Particles flows behind an intruder: from Stokesian flow to turbulent flow,
Physics of Jammed Matter, YITP, Kyoto Univ. (Japan), 2018.

5.1.2 地球計測系研究部門

今西 祐一
(a) Imanishi, Y., Nawa, K., Tamura, Y., Ikeda, H., Effects of horizontal acceleration on the superconducting gravime-

ter CT #036 at Ishigakijima, Japan, Earth Planets Space, 70, 9, 2018.
Tanaka, Y., Suzuki, T., Imanishi, Y., Okubo, S., Zhang, X., Ando, M., Watanabe, A., Saka, M., Kato, C.,

Oomori, S., Hiraoka, Y., Temporal gravity anomalies observed in the Tokai area and a possible relationship
with slow slips, Earth Planets Space, 70, 25, 2018.

Imanishi Y., Nawa, K., Tamura, Y., Ikeda, H., Honda, R., Okuda, T., Okubo, M., Combined Use of a Supercon-
ducting Gravimeter and Scintrex Gravimeters for Hydrological Correction of Precise Gravity Measurements:
A Superhybrid Gravimetry, International Association of Geodesy Symposia, 2018.

(c) Kimura, M., Kame, N., Watada, S., Ohtani, M., Araya, A., Imanishi, Y., Ando, M., Absence of prompt gravity
signal induced by the 2011 Tohoku-Oki earthquake in data recorded by gravimeters and seismometers, EGU
General Assembly, Vienna, 2017.

Imanishi, Y., Nawa, K., Tamura, Y., Ikeda, H., Honda, R., Okuda, T., Okubo, M., Combined use of a supercon-
ducting gravimeter and Scintrex gravimeters for hydrological correction of precise gravity measurements -
A superhybrid gravimetry, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, Chiba, 2017.

田村良明・今西祐一・池田博・名和一成・杉原光彦・宮川歩夢, 神岡における超伝導重力計による重力観測 12
年, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 千葉, 2017.

Honda, R., Imanishi, Y., Tamura Y., Gravimetric Connection with CG type Relative Gravimeter in the Kamioka
Mine, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, Chiba, 2017.

大久保修平・山本圭吾・井口正人・田中愛幸・今西祐一・渡邉篤志, 重力変動から桜島の火山活動 (2009年 2016
年)を読み解く, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 千葉, 2017.

Okubo, S., Zhang, X., Tanaka, Y., Imanishi, Y., Miura, S., Ueki, S., Oshima, H., Maekawa, T., Okada, K., Ando,
M., Afterslip and viscoelastic components observed in surface gravity change after the 2011 Great Tohoku
earthquake, IAG-IASPEI Joint Assembly 2017, Kobe, 2017.

Tanaka, Y., Imanishi, Y., Okubo, S., Nawa, K., Tamura, Y., Yoshida, K., Anomalous gravity changes observed
during long-term slow slip events and a possible interpretation based on fluid flow, IAG-IASPEI Joint
Assembly 2017, Kobe, 2017.

Imanishi, Y., Nawa, K., Tamura, Y., Ikeda, H., Honda, R., Okuda, T., Okubo, M., Combined use of a supercon-
ducting gravimeter and Scintrex gravimeters for hydrological correction of precise gravity measurements -
A superhybrid gravimetry, IAG-IASPEI Joint Assembly 2017, Kobe, 2017.

Mochizuki, K., Nawa, K., Imanishi, Y., Local hydrological disturbances on gravity revealed by simultaneous
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observation with a gPhone and a superconducting gravimeter, IAG-IASPEI Joint Assembly 2017, Kobe,
2017.

今西祐一・名和一成・田村良明・池田博・宮地竹史, 石垣島における水平加速度の超伝導重力計観測への影響,
日本測地学会講演会, 瑞浪, 2017.

望月一磨・名和一成・今西祐一・木村武志, F-net石垣観測点における gPhone重力計観測, 日本測地学会講演会,
瑞浪, 2017.

Kimura, M., Kame, N., Watada, S., Ohtani, M., Araya, A., Imanishi, Y., Ando, M., Kunugi, T., Search for
gravity signals preceding direct seismic waves in Hi-net tiltmeter data, EGU General Assembly, Vienna,
2018.

今西祐一, 精密重力観測のための積雪重量の簡易観測定及び推定方法の確立, 平成 29年度新潟大学災害・復興
科学研究所共同研究成果報告会, 新潟, 2018.

今西祐一・高森昭光, 反磁性体を用いた相対重力計のデザインについて, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千
葉, 2018.

木村将也・亀伸樹・綿田辰吾・大谷真紀子・新谷昌人・今西祐一・安東正樹・功刀卓, 地震による即時重力変化
の検出可能性：既存モデルから期待される理論信号の加速度データ解析における不検出および重力計測原
理に基づく解釈, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉, 2018.

望月一磨・名和一成・今西祐一・木村武志, Precipitation effects on continuous gravity observations at Ishigakijima,
Japan, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉, 2018.

田中愛幸・鈴木岳人・今西祐一・大久保修平・張新林・安藤美和子・渡邉篤志・加藤知瑛・大森秀一・平岡喜文,
東海地方の重力の時間変化とスロースリップとの関係, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉, 2018.

中谷 正生
(a) Junya Yamaguchi, Makoto Naoi, Masao Nakatani, Hirokazu Moriya, Toshihiro Igarashi, Osamu Murakami, Yasuo

Yabe, Raymond Durrheim, and Hiroshi Ogasawara, Emergence and disappearance of very small repeating
earthquakes on a T geological fault in a gold mine in South Africa, Tectonophysics, 747-748, 318–326, 2018.

(b) R. J. Durrheim, H. Ogasawara, M. Nakatani, Y. Yabe, M. Naoi, H. Moriya, A. Cichowicz, T. Satoh, H. Kawakata,
A. Milev, T. Kgarume, A.vZ. Brink, A.K. Ward, L. Ribeiro, M.S.D. Manzi, S. Mngadi, and the SATREPS
Team, Observational studies in South African mines to mitigate seismic risks: challenges and achievements,
Proceedings of AfriRock 2017 ―Rock Mechanics for Africa―, AR157, 175–187, 2017.

中谷正生, 経験則から期待される大地震発生の確率:相場のレビュー, 地震予知連絡会会報, 99, 465–469, 2018.
Masao Nakatani, Statistical Evaluation of Precursory Phenomena ー A Review, Proceedings of the 17th Japan-

Taiwan International Workshop on Hydrological and Geochemical Research for Earthquake Prediction, 19–
23, 2018.

(c) Abe, S., Y. Yabe, T. Ito, M. Nakatani, H. Gerhard, H. Ogasawara, Estimate of the stress state in the source region
of Mw 2.2 earthquake in a South African deep gold mine, JpGU-AGU, Chiba, May 24, 2017, SIT24-08, 2017.

中谷正生, 経験則から期待される大地震発生の確率:相場のレビュー (招待), 地震予知連絡会重点検討課題「予
測実験の試行」, 東京, 2017年 11月 22日, 2017.

中谷正生,経験則による大地震の確率予測-相場と意義 (招待),日本地震学会秋季大会,鹿児島, 10月 26日, S21-06,
2017.

森田 笙, 中谷 正生, 茂木 透, 島原地方における,簡単な客観手法で作成した予測マップによる VHF電波伝播異
常と地震発生の相関, JpGU, 千葉, 25 May, 2017.

Sho Morita, Masao Nakatani, Toru Mogi, Correlation between earthquake occurrence and the anomalous propa-
gation of VHF radio waves indicated by the gain and the p-value of prediction maps produced by a simple
objective algorithm in the Shimabara area, Kyushu, Japan, IAG-IASPEI 2017, Kobe, 2 August, 2017, 2017.

M. Naoi, J. Yamaguchi, M. Nakatani, H. Moriya, T. Igarashi, T. Kgarume, O. Murakami, T. Masakale, Y. Yabe,
K. Otsuki, H. Kawakata, T. Ishida, L. Ribeiro, A. Ward, R. Durrheim, H. Ogasawara, Very small repeating
earthquakes on a geological fault at 1-km depth in a gold mine in South Africa, IAG-IASPEI 2017, Kobe
International Conference Center, 2017.

清水 以知子・竹内 昭洋・中谷 正生, 熱水式回転摩擦試験機のための圧力容器の耐圧性能, 日本地質学会第 124
年学術大会, 愛媛大学 (愛媛県松山市), 16 Sept, 2017.

Ohtani, M., N. Kame, and M. Nakatani, Time to instability of the seismic event triggered by SSE, IAG-
IASPEI2017, Kobe, Japan, Aug. 2, 2017, 2017.

長尾年恭・中谷正生, 地震予知が当たっているとは?, 日本地震予知学会学術講演会, 電気通信大学, 25 Dec., 2017,
2017.

清水以知子・中谷正生・竹内昭洋・廣瀬丈洋, 熱水式回転摩擦試験機の設計開発, 新学術領域「地殻ダイナミク
ス」2017年全体集会, 島根県米子コンベンションセンター, 9/25, 2017.

M. Naoi, J. Yamaguchi, M. Nakatani,, H. Moriya, T. Igarashi, T. Kgarume, O. Murakami, T. Masakale, Y.
Yabe, K. Otsuki, H. Kawakata, L. Ribeiro, A. Ward, R. Durrheim, H. Ogasawara, Significance of Very
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Small Repeating Earthquakes Observed in a Deep Gold Mine in South Africa, 10th ACES International
Workshop, Awaji Island, September 27, 2018.

M. Naoi, M. Nakatani, H. Moriya, Y. Yabe, H. Ogasawara, Possible precursors implied from acoustic emissions
and strain records in deep gold mines in South Africa, International Symposium on Earthquake Forecast/5th
International Workshop of Earthquake Preparation Process, Chiba, May 25-27, 2018.

H. Moriya, M. Naoi, M. Nakatani, G. van Aswegen, O. Murakami, T. Kgarume, A. K. Ward, R. J. Durrheim,
J. Philipp, Y. Yabe, H. Kawakata, H. Ogasawara, Large localized damage structures detected by acoustic
emissions at an active mining front in South Africa gold mine, International Symposium on Earthquake
Forecast/5th International Workshop of Earthquake Preparation Process, Chiba, May 25-27, 2018.

Y. Yabe, M. Nakatani, M. Naoi, J. Philipp, C. Janssen, H. Kawakata, D. Georg, and H. Ogasawara, Fore-
shock activity of Mw2.2 earthquake in a South African deep mine, International Symposium on Earthquake
Forecast/5th International Workshop of Earthquake Preparation Process, Chiba, May 25-27, 2018.

松田幹生・直井誠・南隆太郎・石田毅・中谷正生・矢部康男, 南アフリカMponeng金鉱山地表下 3.3 kmで発生
したM2地震前後の Acoustic Emission活動, 資源・素材学会 第 15回若手研究者・学生のための研究発表
会, 滋賀県立大学, 12月 7日, 2018.

直井誠・中谷正生・矢部康男・森谷祐一, 南アフリカ大深度金鉱山における微小破壊観測, 2018年度地盤工学会,
7月 26日, 2018.

松田幹生・直井誠・南隆太郎・石田毅・中谷正生・矢部康男, 南アフリカMponeng金鉱山地表下 3.3 kmで発生
したM2地震前後の Acoustic Emissionの震源位置標定と絶対規模推定, 日本地震学会秋季大会, 郡山, 10
月 10日, 2018.

Akimasa Ishida, Bennie Liebeberg, Michael Rickenbacher, Siyanda Mngadi, Harumi Kato, Shuhei Abe, Yasuo
Yabe, Kosuke Sugimura, Taku Noda, Akio Funato, Takatoshi Ito, Masao Nakatani, Anthony K Ward,
Raymond J Durrheim, Hiroshi Ogasawara, and Tatsunari Yasutomi, Stress measurement using cores of
drilling into seismognic zone of M2.0-M5.5 earthquakes in South African gold mines (ICDP DSeis project),
JpGU2018 meeting, Chiba, May 22, 2018.

勝俣 啓・中谷 正生, 静穏化による地震の長期予測の試行 千島・東北・伊豆小笠原沈み込み帯の場合, 地球惑星
連合大会, SSS13-04, May 24, 2018.

森田 笙・中谷 正生・日置 幸介・茂木 透, 島原における FM電波伝播異常の観測と 2016年熊本地震前の異常に
ついて, 地球惑星連合大会, Chiba, May 22, 2018.

Masao Nakatani, Short-Term Precursors, Why do I care? (invited), International Symposium on Earthquake
Forecast/5th International Workshop of Earthquake Preparation Process, Chiba, May 25-27, 2018.

Masao Nakatani, A revised seismogenesis scenario implied by the discovery of a too consistent, immediate pre-
cursor - I think I’ve figured it out! (invited), International Symposium on Earthquake Forecast/5th Inter-
national Workshop of Earthquake Preparation Process, Chiba, May 25-27, 2018.

Masao Nakatani, Statistical Evaluation of Precursory Phenomena – A Review (invited), 17th Japan-Taiwan
International Workshop on Hydrological and Geochemical Research for Earthquake Prediction, Tsukuba, 4
September, 2018.

勝俣 啓・中谷 正生, 静穏化による長期予測の試行 予測と検証, 日本地震学会秋季大会, 郡山, 10月 10日, 2018.
大谷真紀子・亀 伸樹・中谷正生, バネブロックモデルで観察される地震と周期的 SSEの同期, 日本地震学会秋

季大会, 郡山, 10月 11日, 2018.
森田 笙・中谷 正生・日置 幸介・茂木 透, 島原における FM電波伝播異常の観測と 2016年熊本地震前の異常に

ついて, 地球惑星連合大会, Chiba, May 22, 2018.
M. Ohtani, N. Kame, and M. Nakatani, Nucleation of the characteristic earthquake in simulated cycles involving

huge SSEs on the deeper extension, International Symposium on Earthquake Forecast/5th International
Workshop of Earthquake Preparation Process, Chiba, May 25-27, 2018.

Kei Katsumata and Masao Nakatani, Long-term earthquake forecast based on the seismic quiescence: trials
in the Kurile, the Tohoku, and the Izu-Bonin subduction zones, International Symposium on Earthquake
Forecast/5th International Workshop of Earthquake Preparation Process, Chiba, May 25-27, 2018.

S. Morita, K. Heki, M. Nakatani, K. Matsushima and T. Mogi, Statistical evaluation of anomalous propagation
of VHF-band radio wave and reliability of the anomaly that immediately preceded the 2016 Kumamoto
Earthquake, International Symposium on Earthquake Forecast/5th International Workshop of Earthquake
Preparation Process, Chiba, May 25-27, 2018.

Makoto Naoi, Masao Nakatani, Hirokazu Moriya, Yasuo Yabe, Hiroshi Ogasawara, Possible precursors implied
from acoustic emissions and strain records in deep gold mines in South Africa, International Symposium
on Earthquake Forecast/5th International Workshop of Earthquake Preparation Process, Chiba University,
Chiba, Japan, May 25-27, Chiba, May 25-27, 2018.

Makiko Ohtani, Nobuki Kame, and Masao Nakatani, Time to instability of the seismic event triggered by SSE,
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11th joint meeting of UJNR Panel on Earthquake Research, Napa, USA, 2016 November, 2018.

綿田 辰吾
(a) Ho T.-C., K. Satake, and S. Watada, Improved Phase Corrections for Transoceanic Tsunami Data in Spatial

and Temporal Source Estimation: Application to the 2011 Tohoku Earthquake, J. Geophys. Res., 122, 10,
doi:10.1002/2017JB015070, 10155–10175, 2017.

Y. Fukao, O. Sandanbata, H. Sugioka, A. Ito, H. Shiobara, S. Watada, and K. Satake, Mechanism of the 2015
volcanic tsunami earthquake near Torishima, Japan, Science Advances, 4, 4, doi:10.1126/sciadv.aao0219,
eaao0219, 2018.

Sandanbata, O., S. Watada, K. Satake, Y. Fukao, H. Sugioka, A. Ito, and H. Shiobara,, Ray tracing for dispersive
tsunamis and source amplitude estimation based on Green’s law: Application to the 2015 volcanic tsunami
earthquake near Torishima, south of Japan, Pure Appl. Geophys., 175, 4, DOI: 10.1007/s00024-017-1746-0,
1371–1385, 2018.

日下部哲也・亀伸樹・綿田辰吾, 津波のグリーン関数 Kajiura filter の級数表現の導出 , 地震 2, 71, 117–119, 2018.
(b) 綿田辰吾, 地球科学と津波防災：遠地津波の遅れと初動反転の原因解明, 地震本部ニュース, 2017年, 秋, 10–10,

2017.
(c) Ho, Tungchhen, K. Satake, S. Watada, Tsunami inversion for sea surface displacement utilizing far-field data, a

case of the 2011 Tohoku earthquake, Asia Oceania Geoscience Meeting, Singapore , August 11, 2017.
Ho, T., K. Satake and S. Watada, Tsunami inversion for sea surface displacement from far-field data of the 2011

Tohoku tsunami, JpGU-AGU Joint Meeting, 幕張メッセ (千葉市), 5月 25日, 2017.
綿田辰吾・金子りさ・王宇晨・佐竹健治, 波形干渉法による深海水圧記録からの津波の抽出, JpGU-AGU Joint

Meeting, 幕張メッセ (千葉市), 5月 24日, 2017.
岩國真紀子・村山貴彦・大井拓磨・新井伸夫・綿田辰吾・市原美恵,微気圧計の振動実験, JpGU-AGU Joint Meeting,

幕張メッセ (千葉市), 5月 22日, 2017.
三反畑修・綿田辰吾・佐竹健治・深尾良夫・杉岡裕子・伊藤亜妃・塩原肇, 分散性を考慮した津波波線追跡と初

期海面変動の推定：2015年スミスカルデラ地震への適用, JpGU-AGU Joint Meeting, 幕張メッセ (千葉市),
5月 24日, 2017.

Giovanni Occhipinti, Lucie Rolland, Julian Eisenbeis, Shingo Watada, Pierdavide Coisson, Jonathan Makela4,
Philippe Lognonn, Hlne Hebert, From Sumatra 2004 to Today, through Tohoku-Oki 2011: what we learn
about Tsunami detection by ionospheric sounding, Joint Assenby of IAG-IASPEI 2017, Kobe (Japan),
August 2, 2017.

Shingo Watada, Lisa Kaneko, Yuchen Wang, Kenji Satake, Retrieval of tsunamis by the interferometry of deep
ocean pressure records, Joint Assenby of IAG-IASPEI 2017, Kobe (Japan), August 2, 2017.

Watada, S., M. Yoshimoto, Y. Fujii, K. Satake, Source estimate and tsunami forecast from far-field deep-ocean
tsunami waveforms- The 27 February 2010 Mw 8.8 Maule earthquake, International Tsunami Symposium,
Bali (Indonesia), August 22, 2017.

Watada S., L. Kaneko, Y. Wang, K. Satake, tsunamis without tsunami sources: Tsunami interferometry using
deep-ocean tsunamimeter records, International Tsunami Symposium, Bali (Indonesia), August 22, 2017.

木村将也・亀伸樹・綿田辰吾・大谷真紀子・新谷昌人・今西祐一・安藤正樹・功刀卓, 重力で地震発生を捉える
(4)ーデータ解析における 信号不検出とその物理的 解釈 ー, 日本地震学会秋季大会, 鹿児島県民交流セン
ター (鹿児島市), 10月 27日, 2017.

綿田辰吾, 深海 DART連続記録を用 いた干渉法による海洋表面重力波, 日本地震学会秋季大会, 鹿児島県民交
流センター (鹿児島市), 10月 25日, 2017.

三反畑修・綿田辰吾・佐竹健治・深尾良夫・杉岡裕子・伊藤亜妃・塩原肇, 2015年鳥島近海における 火山性地
震の津波波源モデル, 日本地震学会秋季大会, 鹿児島県民交流センター (鹿児島市), 10月 25日, 2017.

藤井雄士郎・佐竹健治・綿田辰吾, 位相補正した計算津波波形のインバー ジョンによる 2004年 12月スマトラ‐
アンダマ ン地震と 2005年 3月ニアス地震のすべり分布, 日本地震学会秋季大会, 鹿児島県民交流センター
(鹿児島市), 10月 25日, 2017.

Ho, T.-C., K. Satake, S. Watada, and Y. Fujii, Tsunami Source Estimate for the 1960 Chilean Earthquake from
Near- and Far-Field Observations, 米国地球物理学会秋季大会, アーネスト・モリアル国際会議場 (ニュー
オーリンズ，米国), Dec 12, 2017.

Occhipinti, O., F. Manta, L. Rolland, S. Watada, J. J Makela, E. Hill, E. Astafieva, P. Lognonne, Ionospheric
detection of tsunami earthquakes: observation,　modeling and ideas for future early warning, 米国地球物
理学会秋季大会, アーネスト・モリアル国際会議場 (ニューオーリンズ，米国), Dec 12, 2017.

Sandanbata, O., S. Watada, K. Satake, Y. Fukao, H. Sugioka, A. Ito, and Hajime Shiobara, Tsunami Source
Modeling of the 2015 Volcanic Tsunami　 Earthquake near Torishima, South of Japan, 米国地球物理学会
秋季大会, アーネスト・モリアル国際会議場 (ニューオーリンズ，米国), Dec 12, 2017.

Kimura, M., N. Kame, S. Watada, M. Ohtani, A.Araya, Y. Imanishi, M. Ando, and T.i Kunugi, Search for
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Earthquake-Induced Prompt Gravity Signals in Gravimetric Data: Data Analysis and a New Observation
Model, 米国地球物理学会秋季大会, アーネスト・モリアル国際会議場 (ニューオーリンズ，米国), Dec 13,
2017.

M. Kimura, N. Kame, S. Watada), M. Ohtani, A. Araya, Y. Imanishi and M. Ando, Absence of prompt gravity
signal induced by the 2011 Tohoku-Oki earthquake in data recorded by gravimeters and seismometers, 欧州
地球科学連合大会, ウイーン (オーストリア), Apr 24, 2017.

M. Kimura, N. Kame, S. Watada), M. Ohtani, A. Araya, Y. Imanishi and M. Ando, Search for gravity signals
preceding direct seismic waves in Hi-net tiltmeter data, 欧州地球科学連合大会, ウイーン (オーストリア),
Apr 13, 2018.

Ho, T.-C., K. Satake, S. Watada, and Y. Fujii, Source Estimate for the 1960 Chile Earthquake from Joint Inversion
of Geodetic and Transoceanic Tsunami Data, Asia Oceania Geoscience Meeting, Honolulu (USA, Hawaii),
June 06, 2018.

木村将也・亀伸樹・綿田辰吾・大谷真紀子・新谷昌人・今西祐一・安東正樹・功刀卓, 地震による即時重力変化
の検出可能性：既存モデルから期待される理論信号の加速度データ解析における不検出および重力計測原
理に基づく解釈, 日本地球惑星科学連合大会, 幕張メッセ国際会議場・東京ベイ幕張ホール (千葉市), 5月
23日, 2018.

深尾良夫・三反畑修・杉岡裕子・伊藤亜紀・塩原肇・綿田辰吾・佐竹健治, 火山性津波地震のメカニズム　 Part
I 概要, 日本地球惑星科学連合大会, 幕張メッセ国際会議場 (千葉市), 5月 23日, 2018.

三反畑修・綿田辰吾・佐竹健治, ニュージーランド・ケルマディック諸島近海で発生した火山性津波地震, 日本
地球惑星科学連合大会, 幕張メッセ国際会議場 (千葉市), 5月 23日, 2018.

三反畑修・綿田辰吾・佐竹健治・深尾良夫・杉岡裕子・伊藤亜妃・塩原肇, 火山性津波地震のメカニズム　 Part
II: 津波解析, 日本地球惑星科学連合大会, 幕張メッセ国際会議場 (千葉市), 5月 23日, 2018.

何東政・佐竹健治・綿田辰吾・藤井雄士郎・, Source Estimate for the 1960 Chile Earthquake from Joint Inversion
of Geodetic and Transoceanic Tsunami Data, 日本地球惑星科学連合大会, 幕張メッセ国際会議場, 5月 24
日, 2018.

藤井雄士郎・佐竹健治・綿田辰吾・何東政, 2004年スマトラ－アンダマン地震と 2005年ニアス地震のすべり分
布－位相補正した計算津波波形のインバージョンによる再検討－, 日本地球惑星科学連合大会, 幕張メッ
セ国際会議場, 5月 24日, 2018.

Ho, T., K. Satake, S. Watada, Y. Fujii, Source Estimate for the 1960 Chile Earthquake from Joint Inversion of
Geodetic and Transoceanic Tsunami Data, The South China Sea Tsunami Workshop 10th, Singapore, 10月
10日, 2018.

Ho. T., K. Satake, S. Watada, and Y. Fujii, Slip Distribution of the 1960 Chile Earthquake from Joint Inversion
of Geodetic and Far-field Tsunami Data, 米国地球物理連合秋季大会, ワシントン DC(米国), 2018.

Kimura, M., N. Kame, S. Watada, M. Otani, A. Araya, Y. Imanishi, M. Ando, T. Kunugi, Earthquake-induced
prompt gravity signals identified in data recorded by a dense observation array in Japan, 米国地球物理連
合秋季大会, ワシントン DC(米国), 2018.

Sandanbata, O., S. Watada and K. Satake, Abrupt large uplift caused by volcanic tsunami earthquakes near the
Kermadec Islands, 米国地球物理連合秋季大会, ワシントン DC(米国), 2018.

何東政・佐竹健治・綿田辰吾・藤井雄士郎, 地殻変動データと遠地津波波形のインバージョンによる 1960 年チ
リ地震のすべり分布, 日本地震学会秋季大会, ビッグパレットふくしま (郡山市), 10月 11日, 2018.

三反畑修・綿田辰吾・佐竹健治, ニュージーランド・ケルマディック諸島近海における火山性津波地震, 日本地
震学会秋季大会, ビックパレットふくしま (郡山市), 10月 11日, 2018.

高森 昭光
(a) Araya, A., A. Takamori, W. Morii, K. Miyo, M. Ohashi, K. Hayama, T. Uchiyama, S. Miyoki and Y. Saito,

Design and operation of a 1500-m laser strainmeter installed at an underground site in Kamioka, Japan,
Earth Planets Space, 69, 77, DOI: 10.1186/s40623-017-0660-0, 2017.

Akutsu, T., M. Ando, S. Araki, A. Araya et al., Construction of KAGRA: an underground gravitational-wave
observatory, Progr. Theor. Exp. Phys, 2018, 1, 013F01, 2018.

Abbott, B et al., Prospects for observing and localizing gravitational-wave transients with Advanced LIGO,
Advanced Virgo and KAGRA, Living Rev. Relativ, 21, 3, 2018.

(c) Takamori, A., Araya, A., Morii W., Miyo K. and Ohashi, M., Geophysics interferometer installation and operation,
Elites 5th general meeting, Tokyo, Japan, 2017/02/08, 2017.

西山 竜一
(a) R. Nishiyama, S. Miyamoto, S. Okubo, H. Oshima and T. Maekawa , 3D density modeling with gravity and

muon-radiographic observations in Showa-Shinzan Lava Dome, Usu, Japan, Pure Appl. Geophys., 173, 12,
1061–1070, 2017.
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R. Nishiyama, A. Ariga, T. Ariga, S. Kaser, A. Lechmann, D. Mair, P. Scampoli, M. Vladymyrov, A. Ereditato,
F. Schlunegger, First measurement of ice-bedrock interface of alpine glaciers by cosmic muon radiography,
Geophys. Res. Lett., 44, 12, 6244–6251, 2017.

Ariga, A., Ariga, T., Ereditato, A., Kaser, S., Lechmann, A., Mair, D., Nishiyama, R., Pistillo, C., Scampoli,
P., Schlunegger, F., Vladymyrov, M, A Nuclear Emulsion Detector for the Muon Radiography of a Glacier
Structure, Instruments, 2, 2, 7, 2018.

Alessandro Lechmann, David Mair, Akitaka Ariga, Tomoko Ariga, Antonio Ereditato, Ryuichi Nishiyama, Ciro
Pistillo, Paola Scampoli, Fritz Schlunegger, Mykhailo Vladymyrov, The effect of rock composition on muon
tomography measurements, 地震 2, 9, 6, 1517–1533, 2018.

(b) S. Miyamoto, J. Barrancos, C. Bozza, L. Consiglio, C. De Sio, P. Hernández, R. Nishiyama, G. Padilla, E. Padrón,
C. Sirignano, S. M. Stellacci, H. K. M. Tanaka, V. Tioukov , Muography of 1949 fault in La Palma, Canary
Islands, Spain, Annals of Geophysics, 60, 1, S0110, 2017.

西山竜一・有賀智子・有賀昭貴, 原子核乾板を用いたミューオンラジオグラフィー：山岳氷河の新しい観測窓,
日本写真学会誌, 81, 3, 263–268, 2018.

5.1.3 物質科学系部門

武井 (小屋口) 康子
(c) Yasuko Takei and Hatsuki Yamauchi, Origin of asthenosphere inferred from polycrestal anelasticity, JpGU-AGU

joint meeting, 千葉県千葉市, 20th May-25th May, 2017.

中井 俊一
(a) Nakai, S., A. Takamasa, T. Fujiwara, S. Toyoda, J. Ishibashi, R. Yoshizumi and T. Urabe, , Influence of Th-

rich mineral phases on U-Th radioactive disequilibrium ages of sulfide deposits from the Okinawa Trough,
Chemical Geology, 486, 61–72, 2018.

Agashev, A. M., S. Nakai, I. V. Serov, A. V. Tolstov, K. V. Garanin and O. E. Kovalchuk, Geochemistry and
Origin of the Mirny field kimberlites, Siberia, Mineralogy and Petrology, in press, 2018.

平賀 岳彦
(a) G. Maruyama and T. Hiraga, Grain- to multiple-grain-scale deformation processes during diffusion creep of

forsterite + diopside aggregate: 1. Direct observations, J. Geophys. Res., doi:10.1002/2017JB014254, 2017.
G. Maruyama and T. Hiraga, Grain- to multiple-grain-scale deformation processes during diffusion creep of

forsterite + diopside aggregate: 2. Grain boundary sliding-induced grain rotation and its role in crystallo-
graphic preferred orientation in rocks, J. Geophys. Res., doi:10.1002/2017JB014255, 2017.

平賀岳彦, 岩石　 vs ファインセラミックス, 地質学雑誌, 123, 6, 379–390, 2017.
Nakakoji, T., Hiraga, T., Nagao, H., Ito, S., & Kano, M., Diffusion creep and grain growth in forsterite+ 20

vol% enstatite aggregates: 1. High ‐ resolution experiments and their data analyses., J. Geophys. Res.,
doi:10.1029/2018JB015818, 2018.

Nakakoji, T., & Hiraga, T., Diffusion creep and grain growth in forsterite+ 20 vol% enstatite aggregates: 2.
Their common diffusional mechanism and its consequence for weak ‐ temperature ‐ dependent viscosity,
J. Geophys. Res., doi:10.1029/2018JB015819, 2018.

安田敦
(a) Shiho Nagasaki, Hidemi Ishibashi, Yukiko Suwa, Atsushi Yasuda, Natsumi Hokanishi, Takahiro Ohkura, Keiji

Takemura, Magma reservoir conditions beneath Tsurumi volcano, SW Japan: Evidence from amphibole
thermobarometry and seismicity, Lithos, 278-281, 153–165, 2017.

Stephen Obrochta, Yusuke Yokoyama, Mitsuhiro Yoshimoto, Shinya Yamamoto,Yosuke Miyairi, Gen Nagano,
Atsunori Nakamura, Kae Tsunematusu, Laura Lamair, Aurélia Hubert-Ferrari, Bryan Lougheed, Natsumi
Hokanishi, Atsushi Yasuda, Vanessa Heyvaert, Marc De Batist, Osamu Fujiwara, The QuakeRecNankai
Team, Mt. Fuji Holocene eruption history reconstructed from proximal lake sediments and high-density
radiocarbon dating, Quaternary Science Reviews, 200, 395–405, 2018.

Naoki Araya, Michihiko Nakamura, Atsushi Yasuda, Satoshi Okumura, Tomoki Sato, Masato Iguchi, Daisuke
Miki, Nobuo Geshi, Shallow magma pre-charge during repeated Plinian eruptions at Sakurajima volcano,
Scientific Reports, in press, 2018.

Hidemi Ishibashi, Yukiko Suwa, Masaya Miyoshi, Atsushi Yasuda and Natsumi Hokanishi, Amphibole–melt
disequilibrium in silicic melt of the Aso-4 caldera-forming eruption at Aso Volcano, SW Japan, Earth Planets
Space, 70:137, https://doi.org/10.1186/s40623-018-0907-, 2018.

Y. Nakamura, H. Ishibashi, A. Yasuda, N. Hokanishi and J. Yamamoto, Ultra-magnesian olivine-bearing ultra-
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mafic lava blocks within Cenozoic accretionary sediments at Shizuoka, Japan: Implications for young, hot
plume activity beneath the western Pacific Plate, Lithos, 324-325, 315-324, https://doi.org/10.1016/j.litho,
2018.

Y. Yanagida M. Nakamura A. Yasuda T. Kuritani M. Nakagawa T. Yoshida, Differentiation of a Hydrous Arc
Magma Recorded in Melt Inclusions in Deep Crustal Cumulate Xenoliths from Ichinomegata Maar, NE
Japan, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 19, 3, https://doi.org/10.1002/2017GC007301, 2018.

Kaneko, T., Takasaki, K., Maeno, F., Wooster, M.J. and Yasuda, A., Himawari-8 infrared observations of the
June-August 2015 Mt Raung eruption, Indonesia, Earth Planets Space, 70, 89, 1–9, 2018.

Kaneko, T., Yasuda, A., Yoshizaki, Y., Takasaki, K. and Honda, Y., Pseudo thermal anomalies in the shortwave
infrared bands of the Himawari-8 AHI and their correction for volcano thermal observation, Earth Planets
Space, 70, 175, 1–9 , 2018.

武尾 実・大湊隆雄・前野 深・篠原雅尚・馬場聖至・渡邉篤志・市原美恵・西田 究・金子隆之・安田 敦・杉岡裕
子・浜野洋三・多田訓子・中野 俊・吉本充宏・高木朗充・長岡 優, 海洋理工学会誌, 24, 45–56, 2018.

前野深・安田敦・中野俊・吉本充宏・大湊隆雄・渡邉篤志・金子隆之・中田節也・武尾実, 噴出物から探る西之
島の新火山島形成プロセス, 海洋理工学会誌, 24, 35–44, 2018.

(b) 杉山芙美子・長谷中利昭・安田敦・外西奈津美・森康, 阿蘇 3，阿蘇 4間テフラに含まれる鉱物中のメルト包有
物　ーカルデラ噴火前のマグマ供給系の推定ー, 号外地球　国際火山噴火史情報研究-II ー噴火史とその関
連研究ー, 68, 74–79, 2017.

椎原航介・長谷中利昭・安田敦・外西奈津美・森康, 阿蘇 4火砕噴火直前に噴火した大峰火山, 号外地球　国際
火山噴火史情報研究-II ー噴火史とその関連研究ー, 68, 80–85, 2017.

川口允孝・長谷中利昭・安田敦・外西奈津美・森康, メルト包有物からみた阿蘇火山における玄武岩質マグマの
揮発性成分含有量, 号外地球　国際火山噴火史情報研究-II ー噴火史とその関連研究ー, 68, 86–91, 2017.

安田　敦, 課題Ｃ：火山噴火の予測技術の開発 (サブテーマ 1：火山噴出物分析による噴火事象分岐予測手法
の開発) , 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト 次世代火山研究推進事業平成 28年度成果報告書,
1–19, 2017.

原田智代・飯塚毅・浜田盛久・安田敦・吉本充宏, 微量元素・同位体地球化学から読み解く富士火山マグマの化
学進化, 月刊地球, 40, 4, 234–241, 2018.

大湊隆雄・金子隆之・小山崇夫・渡邉篤志・安田敦・武尾実・青木陽介・柳澤孝寿・本多嘉明・梶原康司・神田
径・為栗健・風早竜之介・篠原宏志, 無人ヘリによる火口近傍観測の進展, 2018年 Conductivity Anomaly
研究会論文集, 2018.

(c) 椎原航介，長谷中利昭，安田敦，外西奈津美，森康, 阿蘇-4火砕噴火直前に噴火した大峰火山:メルト包有物組
成からみるマグマ供給系の変遷, 国際火山噴火史情報研究集会, 福岡大学, 2017.1.21, 2017.

川口允孝，長谷中利昭，安田敦，外西奈津美，森康, 阿蘇における浅部マグマ溜りへの高 S濃度マグマ供給の
証拠, 国際火山噴火史情報研究集会, 福岡大学, 2017.1.21, 2017.

新谷直己・中村美千彦・奥村聡・安田敦・井口正人・味喜大介, メルト包有物から制約する桜島火山歴史時代噴
火のマグマ蓄積深度, 災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画　桜島課題研究集会, 鹿児島市,
2017.1.7, 2017.

安田　敦・ 嶋野 岳人, 揮発性成分定量による活火山爆発力ポテンシャル評価とマグマ溜まり深度の再決定, 災
害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画 火山部会・成果報告シンポジウム, 東京大学, 2017.3.1，
2017.3.7, 2017.

永石 良太，長谷中 利昭，安田 敦，外西 奈津美，森 康, 阿蘇・草千里ヶ浜軽石の鉱物・メルトの化学組成 - Aso-4
との比較-, JpGU2017, 幕張メッセ, 2017.5.22, 2017.

川口 允孝，長谷中 利昭，安田 敦，外西 奈津美，森 康, 阿蘇における浅部マグマ溜りへの高硫黄濃度玄武岩質
マグマの注入, JpGU2017, 幕張メッセ, 2017.5.22, 2017.

椎原 航介，長谷中 利昭，安田 敦，外西 奈津美，森 康, 阿蘇-4火砕噴火直前に噴火した大峰火山メルト包有物
組成からみるマグマ供給系の変遷, JpGU2017, 幕張メッセ, 2017.5.20, 2017.

石橋 秀巳，種田 凌也，千葉 達朗，外西 奈津美，安田 敦, 伊豆大島 1986年噴火の安山岩質メルトを含む斑レイ
岩ゼノリス, JpGU2017, 幕張メッセ, 2017.5.21, 2017.

長谷部 智巳，勝田 長貴，森本 真紀，阿部 理，内藤 さゆり，安田 敦，川上 紳一, 浅間火山トゥファ年輪の酸
素・炭素同位体高分解能分析, JpGU2017, 幕張メッセ, 2017.5.23, 2017.

勝田 長貴，阿部 理，安田 敦，内藤 さゆり，森本 真紀，村上 拓馬，川上 紳一, トゥファ年輪δ 13Cに基づく火
山活動の評価, JpGU2017, 幕張メッセ, 2017.5.20, 2017.

Sakauchi Nono, Michihiko Nakamura, ATSUSHI YASUDA, Satoshi Okumura, Nobuo Geshi, Estimation of the
re-equilibrium depths of the Sakurajima vulcanian eruption magma from 2010 to 2015, JpGU2017,幕張メッ
セ, 2017.5.24, 2017.

Chiyo Harada, Tsuyoshi Iizuka, Morihisa Hamada, Mitsuhiro Yoshimoto, ATSUSHI YASUDA, Constraints on
the chemical evolution of magma at Fuji volcano from plagioclase phenocrysts, JpGU2017, 幕張メッセ,
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2017.5.25, 2017.
前野深・中野俊・吉本充宏・大湊隆雄・渡邉篤志・安田敦・金子隆之・中田節也・武尾実, 上陸調査で明らかと

なった新たな西之島の地質および噴火プロセス, JpGU2017, 幕張メッセ, 2017.5.22, 2017.
武尾 実，大湊 隆雄，市原 美恵，前野 深，金子 隆之，篠原 雅尚，馬場 聖至，西田 究，安田 敦，渡邊 篤志，杉岡

裕子，浜野 洋三，多田 訓子，中野 俊，吉本 充宏，川上 和人，千田 智基，高木 朗充，長岡 優, Brief overview
of landing survey and seisimic observation at Nishinoshima, JpGU2017, 幕張メッセ, 2017.5.22, 2017.

Naoki Araya, Michihiko Nakamura, Satoshi Okumura, Atsushi Yasuda, Shallow magma storage prior to Plinian
eruptions in the Sakurajima volcano, 第 2回 地球・海・空: 環境・地球科学国際共同大学院ワークショップ,
東北大学, 2017.5.30, 2017.

永石良太・長谷中利昭・安田敦・外西奈津美・森康, 阿蘇・草千里ヶ浜軽石中の鉱物より推定される温度圧力条
件, 火山学会 2017秋季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 139, 2017.

安田敦・前野深・中田節也・外西奈津美・馬場聖至・武尾実・高木朗充, 西之島近海の海底から採取されたガラ
ス質の火砕物について, 火山学会 2017秋季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

辻原諒・石橋秀巳・外西奈津美・安田敦, 箱根火山 60kaカルデラ形成噴火の準備過程, 火山学会 2017秋季大会,
熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

諏訪由起子・石橋秀巳・外西奈津美・安田敦, 伊豆半島，カワゴ平火山における噴火の準備過程： 溶岩流中の
角閃石斑晶からの制約, 火山学会 2017秋季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

井上智未・石橋秀巳・外西奈津美・安田敦, 斜長石斑晶の化学的組織的特徴が示す富士火山のマグマ供給系の
異方性, 火山学会 2017秋季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

菅野拓矢・石橋秀巳・安田敦・外西奈津美, 富士火山, 2500年前の S-18サブプリニー式噴火のプレ噴火プロセ
ス, 火山学会 2017秋季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

石橋秀巳・種田凌也・千葉達朗・外西奈津美・安田敦, 伊豆大島 1986年 B火口噴火のガブロ捕獲岩にみられる
粒間メルト混合, 火山学会 2017秋季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

桜島火山の火山灰モニタリングにおける測色値と粒径の関係, 嶋野岳人・安田敦・井口正人, 火山学会 2017秋
季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

馬場章・藤井敏嗣・吉本充宏・安田敦・外西奈津美, 富士火山，焼野西丸尾溶岩流に捕獲された斑れい岩岩片,
火山学会 2017秋季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

金子隆之・安田敦・高崎健二, ひまわり 8号による火山観測システムの開発, 火山学会 2017秋季大会, 熊本大学,
2017年 9月 21日-23日, 2017.

原田智代・飯塚毅・浜田盛久・安田敦・吉本充弘, 微量元素・同位体地球化学から読み解く富士火山マグマの化
学進化, 火山学会 2017秋季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

川口允孝・長谷中利昭・安田敦・外西奈津美・森康, かんらん石に捕獲された阿蘇玄武岩質マグマの揮発性成分
含有量, 火山学会 2017秋季大会, 熊本大学, 2017年 9月 21日-23日, 2017.

安田　敦, 地震研の FE-EPMAに付加した機能の紹介, 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト 次世代火
山研究推進事業：課題 C研究集会, 北海道大学 (札幌), 2017年 12月 16日, 2017.

嶋野岳人・鈴木由希・前野　深・安田　敦・三輪学央・長井雅史・中田節也, 霧島火山新燃岳 2018年 3月の火山
灰測色値変化について, 火山学会 2018秋季大会, 秋田大学, 2018年 9月 26日-28日, 2018.

諏訪由起子・石橋秀巳・外西奈津美・安田　敦, 角閃石-斜長石共存関係から探る流紋岩質単成火山のマグマだ
まりプロセス：伊豆カワゴ平火山の例, 火山学会 2018年秋季大会, 秋田大学, 2018年 9月 26日-28日, 2018.

石橋秀巳・種田凌也・安田　敦・外西奈津美, 苦鉄質マグマの噴火様式に及ぼす温度の影響：伊豆大島 1986年
噴火の例, 火山学会 2018年秋季大会, 秋田大学, 2018年 9月 26日-28日, 2018.

原田智代・飯塚　毅・清水健二・牛久保孝行・浜田盛久・吉本充宏・安田　敦, 斑晶鉱物から読み解く富士火山
宝永噴火のマグマ進化及び噴火過程, 火山学会 2018年秋季大会, 秋田大学, 2018年 9月 26日-28日, 2018.

安田　敦・田島靖久・嶋野岳人・金子隆之・吉本充宏・西澤文勝・藤井敏嗣, 新富士火山のテフラ対比用データ
ベースの構築について, 火山学会 2018年秋季大会, 秋田大学, 2018年 9月 26日-28日, 2018.

岩橋くるみ・安田　敦・石橋秀巳・外西奈津美, 角閃石斑晶・クリスタルクロットを用いた雲仙平成噴火のプレ
噴火過程の制約, 火山学会 2018年秋季大会, 秋田大学, 2018年 9月 26日-28日, 2018.

川口允孝・長谷中利昭・田島靖久・安田　敦・外西奈津美, 霧島火山，新燃岳 2018年噴火噴出物の岩石学的特
徴, 火山学会 2018年秋季大会, 秋田大学, 2018年 9月 26日-28日, 2018.

永石良太・川口允孝・長谷中利昭・鳥井真之・安田　敦・外西奈津美, 阿蘇後カルデラ期約 5 万年前のカンラン
石に富む降下スコリア中の鉱物・メルト包有物組成, 火山学会 2018年秋季大会, 秋田大学, 2018年 9月 26
日-28日, 2018.

種田凌也・石橋秀巳・外西奈津美・安田　敦, 斜長石の組織・化学組成に及ぼす冷却速度の影響：玄武岩質メル
トの動的冷却結晶化実験, 火山学会 2018年秋季大会, 秋田大学, 2018年 9月 26日-28日, 2018.

Taketo Shimano, Atsushi Yasuda, Setsuya Nakada, Masato Iguchi, Spectroscopic colorimetry of volcanic ash for
monitoring and reconstructing eruption style, Cities on Volcanoes 10, Napoli (Italy), 2-7 September 2018,
2018.
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三浦 弥生
(a) Sawada, H., R. Okazaki, S. Tachibana, K. Sakamoto, Y. Takano, C. Okamoto, H. Yano, Y. N. Miura, M. Abe,

S. Hasegawa, T. Noguchi and Hayabusa2 SMP Team, Hayabusa2 sampler: Collection of asteroidal surface
material, Space Science Review, DOI:10.1007/s11214-017-0338-8, 2017.

三浦弥生, エポックメイキングな隕石たち (その 11)：～Allan Hills 84001隕石～太古の火星を明らかにする隕
石, 日本惑星科学会誌遊星人, 26, 15–20, 2017.

Cho, Y., S. Kameda, M. Okuno, M. Horiuchi, K. Shibasaki, R. Wagatsuma, Y. Aida, Y. N. Miura, K. Yoshioka,
R. Okazaki and S. Sugita, Experimental characterization of elastomeric O-rings as reusable seals for mass
spectrometric measurements: Application to in situ K–Ar dating on Mars, Advances in Space Research,
DOI.org/10.1016/j.asr.2017.07.002, 2017.

(c) 奥野衛・吉岡和夫・三浦弥生・長勇一郎・齋藤義文・笠原彗・杉田精司, 火星探査におけるネオン測定に向けた
分別膜の性能評価, 日本地球惑星科学連合 2017年大会, 千葉, May 20-25, 2017.

今井優介・齋藤義文・横田勝一郞・笠原彗・齋藤直昭・長勇一郎・三浦弥生・亀田真吾・杉田精司, 月・惑星探
査用飛行時間型質量分析装置の開発, 日本地球惑星科学連合 2017年大会, 千葉, May 20-25, 2017.

三浦弥生・奥野衛・吉岡和夫・長勇一郎・笠原彗・齋藤義文・杉田精司, 透過膜を用いての Ne同位体測定法開
発：火星大気 Ne測定に向けた試み, 質量分析学会同位体比部会, 静岡, November 8-10, 2017.

Horiuchi, M., M. Hosokawa, A. Kawashima, M. Uno, Y. Cho, S. Kameda, Y. N. Miura, S. Kasahara and S.
Sugita, K-Ar Dating System for Mars Lander Missions, 14th Annual Meeting of Asia Oceania Geosciences
Society , Singapore , August 6-11, 2017.

奥野衛・吉岡和夫・三浦弥生・長勇一郎・齋藤義文・笠原彗・杉田精司, 超小型探査機による火星大気散逸科学
へのアプローチ －火星大気 Ne同位体測定に向けた超小型質量分析装置の研究・開発－, 日本惑星科学会
2017年秋季講演会, 大阪, September 27-29, 2017.

笠原慧・沖津由尚・平原聖文・齋藤義文・横田勝一郎・三浦弥生・奥野衛・吉岡和夫・杉田精司, 超小型探査機に
よる惑星観測に向けた粒子計測器の開発, 日本惑星科学会 2017年秋季講演会, 大阪, September 27-29, 2017.

堀内美沙・細川真菜美・川嶋愛弓・宇野めぐみ・沖津由尚・長勇一郎・亀田真吾・三浦弥生・笠原彗・杉田精司,
火星着陸探査に向けた LIBS-QMS法を用いたその場K-Ar年代測定装置開発, 日本惑星科学会 2017年秋季
講演会, 大阪, September 27-29, 2017.

臼井寛裕・岡崎隆司・高野淑識・橘省吾・藤谷渉・三浦弥生・澤田弘崇・MMXサンプル分析ワーキングチーム,
MMXのサンプルサイエンス検討, 第 18回宇宙科学シンポジウム, 神奈川, January 9-10, 2018.

Miura, Y. N., M. Okuno, K. Yoshioka, S. Kasahara, S. Sugita, Y. Cho and Y. Saito, Development of a system for
Ne isotope measurement using permeable membrane to separate Ne from Ar for future Mars exploration, 日
本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉, Ｍ ay 20-24 , 2018.

Tachibana, S., H. Sawada, R. Okazaki, Y. Takano, C. Okamoto, H. Yano, Y. Miura, K. Sakamoto, H. Yurimoto,
T. Nakamura, T. Noguchi, H. Yabuta and H. Narao, Sampling and Analysis of Ryugu Regolith, AGU Fall
Meeting 2018, Washington, D. C. (U.S.A.), December 10-14, 2018.

小泉 早苗
(a) Marquardt, K., De Graef, M., Singh, S., Marquardt, H., Rosenthal, A., & Koizuimi, S., Quantitative electron

backscatter diffraction (EBSD) data analyses using the dictionary indexing (DI) approach: Overcoming
indexing difficulties on geological materials, American Mineralogist, 102, 9, 1843–1855, 2017.

Fei, H., Koizumi, S., Sakamoto, N., Hashiguchi, M., Yurimoto, H., Marquardt, K., Miyajima, N., Katsura, T. ,
Mg lattice diffusin in iron-free olivine and implications to conductivity anomaly in the oceanic asthenosphere,
Earth and Planetary Science Letters, 484, 204–212, 2018.

Fei, H., Koizumi, S., Sakamoto, N., Hashiguchi, M., Yurimoto, H., Marquardt, K., Miyajima N., Katsura, T. ,
Pressure, temperature, water content, and oxygen fugacity dependence of the Mg grain-boundary diffusion
coefficient in forsterite., American Mineralogist, 103 , 9, 1354–1361, 2018.

(c) Sanae KOIZUMI, Thoru SUZUKI and Takehiko HIRAGA, Micro-indentation tests on olivine: grain-size and
indentation size effects, American Geophysical Union Fall Meeting 2018, America, 12月 10日～14日, 2018.

Sanae KOIZUMI, Thoru SUZUKI and Takehiko HIRAGA, Grain-size effect on the hardness of olivine　, 日本
地球惑星科学連合大会 2018, 日本, 5月 20日 (日)-24(木), 2018.

山内 初希
(c) Yamauchi, H. and Y. Takei, Application of a new anelasticity model to the seismic discontinuity at the lithosphere-

asthenosphere boundary, JpGU Meeting, Japan, May, 2018.
Yamauchi, H. and Y. Takei, Can grain boundary pre-melting explain the sharp lithosphere-asthenosphere bound-

ary?, AGU Fall Meeting, USA, Dec., 2018.
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5.1.4 災害科学系研究部門

古村 孝志
(a) Furumura, T. and BLN Kennettt, Unusual strong ground motion across Japan from the 680 km deep 30 May

2015 Ogasawara Islands earthquake, J. Geophys. Res., 122, https://doi.org/10.1002/2017JB014519, 2017.
Kennett, B, Yoshizawa, K & Furumura, T, Interactions of multi-scale heterogeneity in the lithosphere: Australia’,

Tectonophysics, Tectonophysics, 717, 193–213, 2017.
原田智也・西山昭仁・佐竹健治・古村孝志, 明応七年六月十一日 (1498年 6月 30日)の日向灘大地震は存在しな

かった－『九州軍記』の被害記述の検討－, 地震 2, 70, , 89–107, 2017.
Maeda, T., S. Takemura, and T. Furumura, OpenSWPC: An open-source integrated parallel simulation code for

modeling seismic wave propagation in 3D heterogeneous viscoelastic media, Earth Planets Space, 69, 102,
doi:10.1186/s40623-017-0687-2, 2017.

Todoriki, M., T. Furumura, and T. Maeda, Effects of seawater on elongated duration of ground motion as well
as variation in its amplitude for offshore earthquakes, Geophys. J. Int., 208, 1, 226–233, 2017.

Furumura, T. and BLN Kennettt, Regional distance PL phase in the crustal waveguide - An analog to the teleseis-
mic W phase in the upper-mantle waveguide, J. Geophys. Res., 123, https://doi.org/10.1029/2018JB015717,
2018.

大石裕介・古村孝志・今村文彦・山下啓・菅原大助, 南海トラフ巨大地震による津波の東京湾周辺での振動特性,
土木学会論文集 B2, 74, 2, 2018.

牧野嶋文泰・大石裕介・今村文彦・古村孝志, 大規模避難シミュレーションによる臨海都市部の津波避難リス
ク分析と低減方策の検討, 土木学会論文集 B2 (海岸工学), 74, 2, 2018.

(b) 原田智也・佐竹健治・古村孝志・室谷智子, 944年東南海地震 (M7.9)の震度分布－発生直後に行われたアンケー
ト調査資料の再検討－, 地震研究所彙報, 92, 1–30, 2017.

原田智也・佐竹健治・古村孝志・室谷智子, 1944年東南海地震 (M7.9)の震度分布 (2)－調査票の欄外に記され
た被害と諸現象の特徴－，『地震研究所彙報』, 地震研究所彙報, in revision, 2017.

古村孝志, 首都直下地震ーその実像と備えー, 交詢雑誌, 626, 5–23, 2017.
古村孝志, 長周期地震動の成因要件と特性, 建築技術, 815, 98–104, 2017.
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Hiroe Miyake, Takashi Furumura, Takuya Nishimura, Kimihiro Mochizuki, Kazushige Obara, Tomoya Harada,
and Naoya Sekiya, Variation of earthquake source scenarios along the Nankai Trough for hazard and risk
assessment, IAG-IASPEI 2017, Kobe, Japan, S13-6-06, 2017.

陳一飛・三宅弘恵, 2004年新潟県中越地震と余震群における上越新幹線沿線の強震動, JpGU-AGU Joint Meeting
2017, 千葉, SCG70-P09, 2017.
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布・形状と活動性, 平成 29年度「富士川河口断層帯における重点的な調査観測」成果報告書, 38–44, 2018.

佐藤比呂志・篠原雅尚・石山達也・鶴我佳代子・林敏史・中東和男・山中順子・馬塲久紀・伊藤谷生, 構造探査
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佐藤 比呂志・石山 達也・加藤 直子・戸田 茂・川崎慎治・阿部 進・藤原 明・田中 康久・J. Claringbould・A. Van
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Iwasaki, T., Sato, H., Shinohara, M., Ishiyama, T., Hashima, A., Matsubara, M. & Amemiya, U.,, Fundamental
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日高衝突帯西部-石狩平野横断地殻構造探査, 日本地球惑星科学連合 2018大会, 幕張, 5月 22日, SCG59-P06,
2018.

佐藤 比呂志・石山 達也・橋間 昭徳・岩崎 貴哉・松原 誠・篠原 雅尚・石川 正弘, 地震発生ポテンシャル評価に
向けた日本列島の基本構造モデル, 日本地球惑星科学連合 2018大会, 幕張, 5月 22日, SCG59-P06, 2018.

橋間 昭徳・佐藤 比呂志・石山 達也・松浦 律子, 地殻変動場に見られる西南日本－琉球弧の遷移テクトニクス,
日本地球惑星科学連合 2018大会, 幕張, 5月 22日, SCG59-12, 2018.

石山 達也・佐藤 比呂志・加藤 直子・阿部 進, 深部・浅層反射法地震探査から明らかになった日高前縁盆地褶
曲衝上断層帯前縁部の活構造, 日本地球惑星科学連合 2018大会, 幕張, 5月 22日, SCG59-06, 2018.

佐藤 壮・野 徹雄・小平 秀一・三浦 誠一・石山 達也・佐藤 比呂志, 地震探査による日本海北部・北海道北西沖～
石狩湾の島弧-背弧海盆域の地殻構造, 日本地球惑星科学連合 2018大会, 幕張, 5月 22日, SCG59-05, 2018.

野 徹雄・佐藤 壮・小平 秀一・三浦 誠一・石山 達也・佐藤 比呂志, 「かいめい」による北海道西方沖での反射
法地震探査, 日本地球惑星科学連合 2018大会, 幕張, 5月 22日 , SCG61-P02, 2018.

加藤 直子・石山 達也・佐藤 比呂志・越谷 信・戸田 茂・阿部 進, 石狩低地における高分解能反射法地震探査, 日
本地球惑星科学連合 2018大会, 幕張, 5月 22日, SCG59-P05, 2018.

新部 貴夫・村上 文俊・淺川 栄一・阿部 進・佐藤 比呂志・石山 達也, 陸上低周波データ取得と広帯域データ処理
の適用を主体とした地震探査記録品質の改善, 日本地球惑星科学連合 2018大会, 幕張, 5月 23日, SSS10-06,
2018.

池口 直毅・松多 信尚・楮原 京子・岡田 真介・廣内 大助・石山 達也・野田 克也・高山 正教・川上 賢太・原田 稚
子・福井 恒平・丸山 雄大・藤井 遥・上田 航・西川 智樹・渡辺 隆輝・佐藤 比呂志, 糸魚川―静岡構造線活断
層系神城断層における極浅層 S波反射法地震探査, 日本地球惑星科学連合 2018大会, 幕張, SSS08-17, 2018.

Ishiyama, T., H. Sato, N. Kato & S. Abe, Deep to shallow structures and active tectonics of frontal fold-and-
thrust belts in arcarc collision system: the Kuril-Northeastern Japan arc collision Zone, Northern Japan ,
18 International SEISMIX Symposium, Cracow　 (POLAND), 17 - 22 June, T.II.1 , 2018.

Sato, H., T. Ishiyama, N. Kato, H. Shimizu, S. Kawasaki, S. Abe & S. Yokoi, 2017 Deep seismic reflection profiling
across the western part of the Hidaka collision zone and the Ishikari foreland basin, Hokkaido, Japan, 18
International SEISMIX Symposium, Cracow　 (POLAND), 17 - 22 June, P02, 2018.

Ikeguchi, N. , N. Matsuta, K. Kagohara, S. Okada, D. Hirouchi, T. Ishiyama, K. Noda & H. Sato, Shear-wave,
very shallow seismic reflection profiling across the Kamishiro fault, Itoigawa-Shizuoka tectonic Line active
fault system, central Japan, 18 International SEISMIX Symposium, Cracow　 (POLAND), 17 - 22 June,
P11, 2018.

佐藤比呂志・石山達也・橋間昭徳・阿部　進, 北海道の地震発生ポテンシャル評価に向けた震源断層マッピン
グ, 日本地質学会北海道支部平成 30年度例会, 札幌, 6月 18日, 2018.

佐藤比呂志・石山達也・加藤直子・岩崎貴哉・清水英彦・川崎慎治 ・阿部進・横井悟 ・佐藤 壮・野 徹雄・三浦
誠一・小平秀一, 北海道南西部における深部反射法地震探査の成果, 日本地震学会 2018年度秋季大会, 宇都
宮, 2018.

Hashima, A., H. Sato, T. Ishiyama, A. Freed, T. Becker, Stress accumulation rate on source faults around the
junction of Ryukyu and Southwest Japan arcs using finite element model, 2018 SCEC Annual Meeting,
Perm Springs (USA), September 9-12, 2018.

佐藤比呂志・岩崎貴哉・石山達也・加藤直子・小平秀一・佐藤 壮・野 徹雄・伊藤谷生・在田一則・阿部 進 ・横
井 悟・菊池伸輔・東中基倫, 北海道トランセクト : 千島弧前弧-日高衝突帯-日本海盆, 日本地質学会第 125
年学術大会, 北海道大学・札幌, 9月 7日, 2018.

Hiroshi Sato, Tatsuya Ishiyama, Anne Van Horne, Naoko Kato, Susumu Abe, Hideo Saito, Inaba Mitsuru,
Makoto Matsubara and Tetsuya Takeda, Magmatic additions to the middle and lower crust during rifting
govern basin response to tectonic inversion in a magma-rich back-arc (NE Japan), AGU 2018 Fall meeting,
Washington DC (USA), 2018.

佐藤比呂志・石山達也・加藤直子 ・ 川崎慎治・清水英彦 ・ 阿部　進・横井　悟 , 石狩平野横断深部反射法地
震探査, 2018年石油技術協会春季講演会, 新潟市　朱鷺メッセ, 6月 14日, 2018.

野徹雄・佐藤壮・小平秀一・三浦誠一・石山達也・佐藤比呂志, 1993 年北海道南西沖地震震源域～日本海盆で
の地殻構造探査, 2018年日本地震学会, 郡山, 10月 9日, S06-P01, 2018.

佐藤比呂志・石山達也・加藤直子・岩崎貴哉・清水英彦・川崎慎治・阿部進・横井悟・佐藤壮・野徹雄・三浦誠
一・小平秀一, 北海道南西部における深部反射法地震探査の成果, 2018年日本地震学会 , 郡山, 10月 10日,
S06-01, 2018.

佐藤壮・野徹雄・小平秀一・三浦誠一・石山達也・佐藤比呂志, 地震探査による日本海・北海道西方沖～石狩平
野海陸境界域の地殻構造, 2018年日本地震学会 , 郡山, 10月 10日, S06-03, 2018.

岩崎貴哉・佐藤比呂志・石山達也・加藤直子・ 川崎慎治・清水英彦・阿部進・横井悟, 2017 年石狩平野横断深
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部反射法地震探査の屈折・広角反射法解析, 2018年日本地震学会 , 郡山, 10月 10日, S06-02, 2018.
佐藤比呂志・石山達也・橋間昭徳・阿部　進, 北海道の地震発生ポテンシャル評価に向けた震源断層マッピン

グ (招待) , 日本地質学会北海道支部会, 札幌　北海道大学, 6月 16日, 2018.
(d) 宮内崇裕・岡田篤正・石山達也, 1:25,000都市圏活断層図「宮津」, 国土地理院技術資料, 2018.

岡田真介・岡田篤正・石山達也・宮内崇裕, 1:25,000都市圏活断層図「大江山」.

加納 靖之
(a) 加納靖之, 1854 年伊賀上野地震の際に伏見で発生した局所的な液状化被害地点の検討, 自然災害科学, 37, 2,

205–217, 2018.
竹之内健介・加納靖之・矢守克也, 平成 29年九州北部豪雨において地域独自の判断基準が果たした役割－災害

時におけるスイッチ機能－, 土木学会論文集 F6(安全問題), 74, 31–39, 2018.
(b) 加納靖之・水島和哉, 『伏見酒造組合資料』にみえる明治期の地震, 歴史地震, 33, 213–219, 2018.
(c) 加納靖之・橋本雄太,「みんなで翻刻」による翻刻テキストの分析の試み, じんもんこん 2018, 東京, 12月 1日-2

日, 情報処理学会, 147–152, 2018.
大邑潤三・加納靖之, 大阪府北部の地震による京都盆地の文化財被害, 日本地震学会 2018年度秋季大会, 郡山

市, 10月 9日-11日, 2018.
加納靖之・大邑潤三・ 山村紀香・濱野未来, 自治体史から採られた地震史料の活用 (1)：1407年と 1408年の地

震, 日本地震学会 2018年度秋季大会, 郡山市, 10月 9日-11日, 2018.
加納靖之・大邑潤三・山村紀香・濱野未来, 京都周辺の地震史料の再検討 (1)1407年と 1408年の地震, 第 35回

歴史地震研究会, 大分市, 9月 23日-24日, 2018.
加納靖之・水島和哉, 明治期の地震史料としての伏見酒造組合文書, 第 35回歴史地震研究会, 大分市, 9月 23

日-24日, 2018.
大邑潤三・加納靖之, 寺社の被災事例からみた歴史地震の震度評価の検討, 第 37回日本自然災害学会学術講演

会, 仙台市, 10月 6日-7日, 2018.
加納靖之, 地下水変化を考慮した歴史地震における断層モデルの推定, 第 37回日本自然災害学会学術講演会, 仙

台市, 10月 6日-7日, 2018.

加藤 愛太郎
(a) Toya, M., A. Kato, T. Maeda, K. Obara, T. Takeda and K. Yamaoka, Down-dip variations in a subducting

low-velocity zone linked to episodic tremor and slip: a new constraint from ScSp waves, Scientific Reports,
7, 2868, doi:10.1038/s41598-017-03048-6, 2017.

Maeda, Y., A. Kato and Y. Yamanaka, Modeling the dynamics of a phreatic eruption based on a tilt observa-
tion: barrier breakage leading to the 2014 eruption of Mt. Ontake, Japan, J. Geophys. Res., 122, 1007
doi:10.1002/2016JB013739–1024, 2017.

Iidaka, T. , T. Igarashi, A. Hashima, A. Kato and T Iwasaki, Receiver function images of the distorted Philippine
Sea slab contact with the continental crust: Implications for generation of the 1891 Nobi earthquake (Mj
8.0), Tectonophysics, 717, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2017, 41–50, 2017.

Baba, S., Takeo, A., Obara, K., Kato, A.,Maeda, T., & Matsuzawa, T., Temporal activity modulation of
dee pvery low frequency earthquakes in Shikoku, southwest Japan., Geophys. Res. Lett., 45, https://
doi.org/10.1002/2017GL076122, 2018.

Vuan, A., M. Sugan, G. Amati and A. Kato, Improving the Detection of Low-Magnitude Seismicity Preceding
the Mw=6.3 L’Aquila Earthquake: Development of a Scalable Code Based on the Cross-Correlation of
Template Earthquakes, Bull. Seism. Soc. Am., 108, 1, doi: 10.1785/0120170106, 471–480, 2018.

Masayuki Kano, Aitaro Kato, Ryosuke Ando and Kazushige Obara, Strength of tremor patches along deep
transition zone of a megathrust, Scientific Reports, 8, 3655, DOI:10.1038/s41598-018-22048-8, 2018.

(b) 加藤愛太郎 , 南海トラフで発生しているスロー地震について , 地震予知連絡会会報, 97, 541–543, 2017.
加藤愛太郎, 間欠的な固着のはがれと大地震の発生, パリティ, 33, 06, 48–51, 2018.
加藤愛太郎, 地震活動・房総半島沖のゆっくり滑りと群発活動, 地震予知連絡会会報, 99, 432–433, 2018.

(c) Aitaro Kato, Episodic unlocking of fault leading up to earthquake, EARTHQUAKES: nucleation, triggering,
rupture, and relationships to aseismic processes, Cargese, Corsica (France), 2017, Oct. 2-6, Invited lecturer,
2017.

Aitaro Kato, Illuminating deep tremors along the Nankai subduction zone, Japan, by matched filter technique,
JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 幕張メッセ, 2017年 5月 24日, SSS04-02, 2017.

Aitaro Kato, Shinichi Sakai, Takashi Iidaka, Kazushige Obara and Tetsuya Takeda , Very short recurrence interval
of M 6 earthquakes within the common fault zone, JpGU-AGU Joint Meeting 2017 , 幕張メッセ, 2017年 5
月 23日, SCG62-P03, 2017.

Aitaro Kato, Slip towards the surface new insights from recent crustal earthquakes in Japan, workshop on Frontiers
in Studies of Earthquakes and Faults, SUSTech, Shenzhen in China, 2017, Nov. 27 - Dec. 1, Invited talk,
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2017.
加藤愛太郎, 地震発生前の固着の剥がれ方の多様性の理解, 日本地震学会 2017年秋季大会, 鹿児島, 10月 25日,

2017.
上田拓，加藤愛太郎, 日本の地震活動の季節変動性, 日本地震学会 2017年秋季大会, 鹿児島, 10月 25日, 2017.
A. Kato, M. Toya,T. Maeda, K. Obara, T. Takeda and K. Yamaoka, Down-dip variations in a subducting low-

velocity zone linked to episodic tremor and slip, IAG-IASPEI 2017, Kobe, Japan, 7月 30日, 2017.
Baba, S., A. Takeo, K. Obara, A. Kato, T. Maeda and T. Matsuzawa, Long-term change of activity of very

low-frequency earthquakes in southwest Japan, AGU Fall Meeting, New Orleans, Louisiana, USA, 12月 11
日, 2017.

加藤愛太郎, スロー地震発生域の地震学的構造, 地球内部電磁気現象研究の学際的研究分野への展開, 東京大学
地震研究所, 2018年 1月 9日, 招待講演, 2018.

Kato, A., S. Matsumoto, Y. iio and S. Sakai, Precise hypocenters determined by the ”0.1 Manten” hyper dense
seismic network:Implication of faulting structure linked to geological observation, 日本地球惑星科学連合
2018年大会, 幕張メッセ, 2018年 5月 23日, SCG57-P21, 招待講演, 2018.

上田 拓，加藤 愛太郎, Seasonal variation of seismicity in San-in district, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕
張メッセ, 2018年 5月 24日, SSS12-05, 2018.

Aitaro Kato, The evolution of fault slip rate prior to earthquake: The role of slow and fast slip modes, International
School of Physics ”Enrico Fermi”, Course 202 - Mechanics of Earthquake Faulting, Varenna, Italy, 2018,
July 2-7, Invited lecturer, 2018.

Aitaro Kato, Episodic unlocking of fault and earthquake, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕張メッセ, 2018
年 5月 21日, SSS06-05, 招待講演, 2018.

Kato A., and T. Igarashi, Migrating slow slip transient prior to a shallow crustal earthquake, AGU, Washington
D.C., 12月 12日, 2018.

加藤愛太郎, 2013年 2月 25日栃木県北部の地震 (Mw5.8)の前震活動, 日本地震学会 2018年秋季大会, 郡山, 10
月 10日, 2018.

(d) 加藤愛太郎 (分担執筆), 大地震の発生に至る過程～図説地球科学の事典, 朝倉書店, 2018.

望月 公廣
(a) 望月　公廣, 沈み込み帯におけるプレート境界面の不均質と地震活動-日本海溝およびヒクランギ沈み込み帯を

例として-, 地学雑誌, 126, 2, 207–221, 2017.
Kono A., T. Sato, M. Shinohara, K. Mochizuki, T. Yamada, K. Uehira, T. Shinbo, Y. Machida, R. Hino, R.

Azuma, Geometry and spatial variations of seismic reflection intensity of the upper surface of the Philippine
Sea plate off the Boso Peninsula, Japan, Tectonophysics, 709, 10, 44–54, 2017.

Akuhara, T., K. Mochizuki, H. Kawakatsu and N. Takeuchi, A fluid-rich layer along the Nankai trough megathrust
faultoff the Kii Peninsula inferred from receiverfunction inversion, J. Geophys. Res., 122, 8, 6524–6537, 2017.

Azuma, R., R. Hino, Y. Ohta, Y. Ito, K. Mochizuki, K. Uehira, Y. Murai, T. Sato, T. Takanami, M. Shinohara,
and T. Kanazawa, Along-arc heterogeneity of the seismic structure around a large coseismic shallow slip
area of the 2011 Tohoku-oki Earthquake: 2-D Vp structural estimation through an airgun-ocean bottom
seismometer experiment in the Japan Trench subduction zone, J. Geophys. Res., 2018.

Todd, E.K., S.Y. Schwartz, K. Mochizuki, L.M. Wallace, A.F. Sheehan, S.C. Webb, C.A. Williams, J. Nakai,
J. Yarce, B. Fry, S. Henrys, and Y. Ito, Earthquakes and Tremor Linked to Seamount Subduction During
Shallow Slow Slip at the Hikurangi Margin, New Zealand , J. Geophys. Res., 2018.

福田 淳一
(a) Fukuda, J., Variability of the space-time evolution of slow slip events off the Boso Peninsula, central Japan, from

1996 to 2014, J. Geophys. Res., 123, 732–760, 2018.
Fukushima, Y., S. Toda, S. Miura, D. Ishimura, J. Fukuda, T. Demachi, and K. Tachibana, Extremely early

recurrence of intraplate fault rupture following the Tohoku-Oki earthquake, Nature Geoscience, 11, 777–
781, 2018.

Kano, M., J. Fukuda, S. Miyazaki, and M. Nakamura, Spatiotemporal evolution of recurrent slow slip events
along the southern Ryukyu subduction zone, Japan, from 2010 to 2013, J. Geophys. Res., 123, 7090–7107,
2018.

(b) 福田淳一, 房総半島沖スロースリップイベント, 地震ジャーナル, 64, 1–8, 2017.
(c) Fukuda, J., and K. M. Johnson, A coupled model of stress-driven frictional afterslip and viscoelastic relaxation

following the 2011 Tohoku-oki earthquake, JpGU-AGU Joint Meeting 2017,千葉, 5月20日-25日, SSS04-P09,
2017.

福田淳一, 物理モデルと測地データに基づく地殻変動のモデリング (Invited), JpGU-AGU Joint Meeting 2017,
千葉, 5月 20日-25日, STT61-04, 2017.
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Fukuda, J., and K. M. Johnson, A coupled model of stress-driven frictional afterslip and viscoelastic relaxation
following the 2011 Tohoku-oki earthquake, IAG-IASPEI 2017, 神戸, July 30 - August 4, J02-P-11, 2017.

Fukuda, J., and K. M. Johnson, A coupled model of stress-driven frictional afterslip and viscoelastic relaxation
following the 2011 Tohoku-oki earthquake, AGU Fall Meeting, New Orleans, LA, USA, December 11-15,
T21A-0551, 2017.

Sakaue, H., J. Fukuda, T. Kato, and T. Nishimura, Estimation of the spatiotemporal evolution of the slow slip
events in the Tokai region, central Japan, since 2013 using GNSS data, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 千
葉, 5月 20日-25日, SSS04-P29, 2017.

Yokoi, T., S. Miyazaki, H. Sakaue, and J. Fukuda, Simultaneous estimation of a long-term and short-term slow
slip events in the Bungo Channel region with MCMKF-based inversion, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 千
葉, 5月 20日-25日, SSS04-P41, 2017.

Kano, M., J. Fukuda, S. Miyazaki, and M. Nakamura, Spatio-temporal evolution of recurrent slow slip events
from 2010 to 2013 along the Ryukyu Trench, southwestern Japan, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 千葉, 5
月 20日-25日, SSS04-P47, 2017.

Kano, M., J. Fukuda, S. Miyazaki, and M. Nakamura, Spatio-temporal evolution of recurrent slow slip events
from 2010 to 2013 along the Ryukyu Trench, southwestern Japan, IAG-IASPEI 2017, 神戸, July 30 - August
4, J06-P-04, 2017.

Sakaue, H., J. Fukuda, T. Kato, and T. Nishimura, Estimation of the spatiotemporal evolution of slow slip events
in the Tokai region, central Japan, since 2013 using GNSS data, IAG-IASPEI 2017, 神戸, July 30 - August
4, J06-P-05, 2017.

Yokoi, T., S. Miyazaki, H. Sakaue, and J. Fukuda, Estimating long-term and short-term slow slip events in the
Bungo Channel area by MCMKF-based inversion, IAG-IASPEI 2017, 神戸, July 30 - August 4, J06-P-06,
2017.

Miyazaki, S., T. Yokoi, H. Sakaue, and J. Fukuda, A trial to find long-term variation in slip-deficits in the Bungo
Channel region, Nankai Trough, IAG-IASPEI 2017, 神戸, July 30 - August 4, J06-P-07, 2017.

Nakao, S., T. Matsushima, T. Tabei, M. Okubo, T. Yamashina, T. Ohkura, T. Nishimura, T. Shibutani, M.
Teraishi, T. Ito, T. Sagiya, K. Matsuhiro, T. Kato, J. Fukuda, A. Watanabe, Y. Ohta, S. Miura, T. Demachi,
H. Takahashi, M. Ohzono, T. Yamaguchi, and K. Okada, Postseismic deformation of 2016 Kumamoto
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05, 2017.
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中尾茂・松島健・田部井隆雄・山品匡史・大倉敬宏・西村卓也・澁谷拓郎・寺石眞弘・伊藤武男・鷺谷威・松廣健
二郎・加藤照之・福田淳一・渡邉篤志・三浦哲・太田雄策・出町知嗣・高橋浩晃・大園真子・山口照寛・岡田
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坂上啓・西村卓也・福田淳一・加藤照之, 1994年から 2016年に東海地方で発生したスロースリップイベントの
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中尾茂・松島健・田部井隆雄・大久保慎人・山品匡史・大倉敬宏・西村卓也・澁谷拓郎・寺石眞弘・伊藤武男・鷺
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日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉, 5月 20日-24日, SCG53-P12, 2018.
坂上啓・西村卓也・福田淳一・加藤照之, 1997-2010年における東海地方スロースリップイベントの時空間発展

の推定, 日本地震学会 2018年秋季大会, 郡山, 10月 9日-11日, S23-P17, 2018.
坂上啓・西村卓也・福田淳一・加藤照之, 1997-2010年における東海地方スロースリップイベントの時空間発展

の推定, 日本測地学会第 130回講演会, 高知, 10月 16日-18日, 01, 2018.
加納将行・福田淳一・宮崎真一・中村衛, 琉球海溝南西部で繰り返し発生する SSEのすべりの時空間発展の多

様性, 日本測地学会第 130回講演会, 高知, 10月 16日-18日, 02, 2018.
中尾茂・松島健・田部井隆雄・大久保慎人・山品匡史・大倉敬宏・西村卓也・澁谷拓郎・寺石眞弘・伊藤武男・

鷺谷威・松廣健二郎・加藤照之・福田淳一・渡邉篤志・三浦哲・太田雄策・出町知嗣・高橋浩晃・大園真
子・山口照寛・岡田和見, 2016年熊本地震後のGNSSによる地殻変動観測 (3), 日本測地学会第 130回講演
会, 高知, 10月 16日-18日, 86, 2018.

蔵下　英司
(c) Kurashimo, E., H. Sato, S. Sakai, N. Hirata, A. P. Gajurel, D. P. Adhikari, B. N. Upreti, K. Subedi, H. Yagi, T. N.

Bhattarai, and T. Ishiyama, Source fault geometry of the 2015 Gorkha earthquake (Mw 7.9), Nepal, derived
from a dense aftershock observation (Invited), JpGU-AGU Joint Meeting 2017, Chiba (Japan), 20-25 May,
Japan Geoscience Union-American Geophysical Union. , SIT32-01, 2017.

Kurashimo, E., T. Iidaka, N. Tsumura and T. Iwasaki, Heterogeneous structure in and around the slow-earthquake
source region beneath the eastern Kii Peninsula, SW Japan, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, Chiba (Japan),
20-25 May, Japan Geoscience Union-American Geophysical Union., SSS04-P12, 2017.

Kurashimo, E., T. Iidaka, N. Tsumura and T. Iwasaki, Detailed crustal and upper mantle structure of the
subducting Philippine Sea plate and the overlying southwestern Japan arc, revealed by dense seismic array
observation, IAG-IASPEI 2017, Kobe (Japan), July 30- August 4, International Association of Geodesy and
International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior, J08-P-11, 2017.

蔵下 英司・飯高　隆・津村 紀子・岩崎 貴哉, 紀伊半島北東部下のスロー地震発生領域周辺における不均質構造
のイメージング, 日本地震学会 2017年度秋季大会, かごしま県民交流センター, 10月 25日～27日, 日本地
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Kurashimo, E, T. Iidaka，N. Tsumura, H. Nakasako，T. Iwasaki，N. Hirata, Active and passive seismic experiments
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国際会議場 , 5月 20日-24日, 日本地球惑星科学連合, SSS11-P11, 2018.

蔵下英司・酒井慎一・加藤愛太郎・飯高 隆・岩崎貴哉・平田 直・2016年熊本地震合同地震観測グループ, 稠密
余震観測による 2016年熊本地震震源域周辺の不均質構造, 日本地震学会 2018年度秋季大会, ビッグパレッ
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西山 昭仁
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(b) 片桐昭彦・西山昭仁・水野嶺, 日記史料にみる時間表現の情報化, 人間文化研究情報資源共有化研究会報告集,
8, 33–44, 2018.

(c) 西山昭仁, 歴史地震研究の現状と未来 (招待講演), 日本活断層学会秋季学術大会, 広島県広島市, 11月 24日～26
日, 2017.

西山昭仁, 安政南海地震と安政伊予西部地震における家屋被害に関する一考察, 第 5回前近代歴史地震史料研究
会, 新潟県新潟市, 11月 3日, 2017.

西山昭仁, 近世京都における被害地震の特徴と要因, 第 34回歴史地震研究会 (つくば大会), 茨城県つくば市, 9
月 15日～17日, 2017.
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Nishiyama, A., M. Ebara, A. Katagiri, Y. Oishi and K. Satake, Long-term seismic activity database based on
historical diaries widely distributed in Japan, EGU General Assembly 2018, Vienna (Austria), 4月 8～13
日, 2018.
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西山昭仁, 嘉永七年 (1854)の伊賀上野地震における京都での対応, 第 35回歴史地震研究会 (大分大会), 大分県
大分市, 9月 22～25日, 2018.

中村亮一・西山昭仁・原田智也, 1855年安政江戸地震の震度分布の特徴について－神奈川県を中心にして－, 第
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Fujie G., S. Kodaira, Y. Kaiho, Y. Yamamoto, T. Takahashi, S. Miura and T. Yamada, Controlling factor of
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Ishihara T., M. Shinohara, H. Fujimoto, T. Kanazawa, A. Araya, T. Yamada, K. Iizasa, S. Tsukioka, S. Omika,
T. Yoshiume, M. Mochizuki, and K. Uehira, High-resolution gravity measurement aboard an autonomous
underwater vehicle, Geophysics, 83, 6, G119–G135, 2018.

Shinohara M., T. Kanazawa, H. Fujimoto, H. Ishihara, T. Yamada, A. Araya, S. Tsukioka, S. Omika, T. Yoshi-
ume, M. Mochizuki, K. Uehira, and K. Iizasa, Development of a High-Resolution Underwater Gravity Mea-
surement System Installed on an Autonomous Underwater Vehicle, IEEE Geoscience and Remote Sensing
Letters, 2018.

橋間 昭徳
(a) Akinori Hashima, Toshinori Sato, A megathrust earthquake cycle model for Northeast Japan: bridging the

mismatch between geological uplift and geodetic subsidence, Earth Planets Space, 69, 23, 1–10, 2017.
Iidaka, T., T. Igarashi, A. Hashima, A. Kato, T. Iwasaki, and The Research Group for the Joint Seismic Ob-

servations at the Nobi Area, Receiver function images of the distorted Philippine Sea slab contact with the
continental crust: Implications for generation of the 1891 Nobi earthquake (Mj 8.0), Tectonophysics, 717,
41–50, 2017.

Freed, A. M., A. Hashima, T. W. Becker, D. A. Okaya, H. Sato, and Y. Hatanaka, Resolving depth-dependent
subduction zone viscosity and afterslip from postseismic displacements following the 2011 Tohoku-oki, Japan
Earthquake, Earth Planet. Sci. Lett., 459, 279–290, 2017.

Becker, T. W., A. Hashima, A. M. Freed, and H. Sato, Stress change before and after the 2011 M9 Tohoku-oki
earthquake, Earth Planet. Sci. Lett., 504, 174–184, 2018.

(b) 橋間昭徳, A. M. Freed, T. W. Becker, D. A. Okaya, 佐藤比呂志, 畑中雄樹, 2011年東北沖地震後の地殻変動デー
タを用いた粘性構造と余効すべりの推定, 地震予知連絡会会報, 97, 519–520, 2017.

佐藤比呂志，石山達也，橋間昭徳, プレート構造・変形過程と地震発生過程の解明, 都市の脆弱性が引き起こす
激甚災害の軽減化プロジェクト 総括成果報告書, 38–40, 2017.

佐藤比呂志, 橋間昭徳, 石山達也, 関東地域の活構造への東北地方太平洋沖地震の影響について, 地震予知連絡
会会報, 99, 420–424, 2018.

吉光 奈奈
(c) Yoshimitsu, N., T. Maeda, W. L. Ellsworth, Evaluation of source parameter estimates with Markov Chain Monte

Carlo method, American Geophysical Union 2018 Fall Meeting, United States, 12.11, S21C-0450, 2018.
Yoshimitsu, N., T. Maeda, W. L. Ellsworth, Variation of source parameters in Oklahoma estimated by Markov
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Chain Monte Carlo method, 日本地震学会秋季大会, 郡山, 10.11, S08-10, 2018.

片桐 昭彦
(a) 片桐昭彦, 春日社越後御師と上杉氏・直江氏―「大宮家文書」所収文書の紹介―, 新潟史学, 75, 41–59, 2017.
(b) 片桐昭彦, 謙信の家族・一族と養子たち, 福原圭一・前嶋敏編 『上杉謙信』, 29–58, 2017.

片桐昭彦, 地震史料としての日記の性質―19世紀の武蔵国多摩地域の地震を事例に―, 災害・復興と資料, 9,
14–23, 2017.

片桐昭彦, 明応関東地震と年代記―『鎌倉大日記』と『勝山記』―, 災害・復興と資料, 10, 1–8, 2018.
片桐昭彦, 村上 (山浦)景国の家中・知行と海津城, 松代, 31, 1–15, 2018.
片桐昭彦・西山昭仁・水野嶺, 日記史料にみる時間表現の情報化, 人間文化研究情報資源共有化研究会報告集,

8, 33–44, 2018.
(c) 片桐昭彦, 年代記にみる明応の地震―『鎌倉大日記』と『勝山記』―, 前近代歴史地震史料研究会, 新潟県新潟

市, 11月 3日, 2017.
片桐昭彦, 前近代の日記における地震動の大きさ表記と信頼性, 第 34回歴史地震研究会 (筑波大会), 茨城県つ

くば市, 9月 15日～17日, 2017.
片桐昭彦・水野嶺・西山昭仁, 日記史料を活用した有感地震データベースの構築, 第 964回地震研究所談話会,

東京都文京区, 10月 13日, 2017.
片桐昭彦・西山昭仁・水野嶺, 日記史料にみる時間表現の情報化, 第 13回人間文化研究情報資源共有化研究会,

京都府京都市, 2月 3日, 2018.
片桐昭彦, 和漢年代記の改訂・増補と地震記事―『倭漢皇統編年合運図』を中心に―, 第 35回歴史地震研究会

(大分大会), 大分県大分市, 9月 24日, 2018.
片桐昭彦, 年代記にみる中世後期の地震―『常光寺王代記并年代記』と明応 2年の地震―, 第 6回前近代歴史地

震史料研究会, 新潟県新潟市, 11月 3日, 2018.
片桐昭彦, 明応 4 (1495)年の関東地震と相模湾津波―文献史料の観点から―, 地震史料シンポジウム 地域史料

から地震学へのアプローチ, 東京都文京区, 11月 30日, 2018.
(d) 矢田俊文・片桐昭彦・高橋一樹・田嶋悠佑・田中聡・福原圭一・前嶋敏・森田真一, 矢田俊文・新潟県立歴史博

物館編「越後文書宝翰集 色部氏文書Ⅱ」, 新潟県立歴史博物館, 2017.
矢田俊文・片桐昭彦・高橋一樹・田嶋悠佑・田中聡・福原圭一・前嶋敏・森田真一, 越後文書宝翰集　三浦和田

氏文書Ⅰ, 新潟県立歴史博物館, 2018.

水野 嶺
(a) 水野・嶺, 幕府儀礼にみる織田信長, 日本史研究, 676, 22–46, 2018.

椎名 高裕
(a) Shiina, T., H. Takahashi, T. Okada, and T. Matsuzawa, Implications of seismic velocity structure at the junction of

Kuril-northeastern Japan arcs on active shallow seismicity and deep low-frequency earthquakes, J. Geophys.
Res., 123, 8732, doi:10.1029/2018JB015467, 2018.

(c) 椎名高裕・前田拓人・加納将行・加藤愛太郎・平田直, MeSO-net観測波形を用いた地震波動場の推定, 日本地
震学会 2018年秋季大会, 郡山, 10月, 2018.

椎名高裕・勝俣啓・蓬田清, High-frequency later phases for intraslab earthquakes and attenuation in the mantle
wedge beneath northeastern Japan, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕張, 5月, 2018.

Shiina, T., K. Katsumata, and K. Yomogida, Strong S-wave attenuation in the mantle wedge beneath northeastern
Japan retrieved by high-frequency later phases for intraslab earthquakes, AOGS 2018, Hawaii (U.S.A), 6月,
2018.

Shiina, T., T. Maeda, M. Kano, A. Kato, and N. Hirata, A seismic wavefield reconstruction in the MeSO-net
station in the Kanto area of Japan, AGU 2018 Fall Meeting, Washington D.C. (U.S.A), 12月, 2018.

椎名高裕，前田拓人，加納将行，加藤愛太郎，平田直, Seismic wave gradiometry法を用いた首都圏地震観測網
における地震波動場推定の試み, 研究集会「広帯域波動現象とその時間変化の実態解明」, 東京, 9月, 2018.

5.1.6 火山噴火予知研究センター

武尾 実
(a) Prudencio, J., Y. Aoki, M. Takeo, J. M. Ibez, E. Del Pezzo, W.-Z. Song, Separation of scattering and intrinsic at-

tenuation in Asama volcano (Japan): evidences of high volcanic structural contrasts, J. Volcano. Geotherm.
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Ichihara M., T. Kaneko, L. M. Castano et al., Monitoring surface activity of Nevado del Ruiz volcano, Colombia,

AGU fall meeting, Washington DC, USA, 2018/12/10-2018/12/14, V13D-0136, 2018.
Ichihara, M., and M. Kameda, Non-linear effects on stress and brittleness of viscoelastic fluids under transient

deformation at large strain rate (invited), COV10, Napoli (Italy), 2018/09/02-2018/09/07, ID:838, 2018.
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神田ホール, 1月 8日, 2017.

Nagao, H., S. Ito, T. Kasuya, and J. Inoue, Data assimilation based on 4DVar for structural materials, American
Physical Society March Meeting, New Orleans (USA), Mar. 14, 2017.

Kano, M., H. Nagao, K. Nagata, S. Ito, S. Sakai, S. Nakagawa, M. Hori, and N. Hirata, Seismic wavefield imaging
in the Tokyo metropolitan area, Japan, based on the replica exchange Monte Carlo method, European
Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna (Austria), Apr. 25, 2017.

Ito, S., H. Nagao, and M. Kano, Uncertainty quantification for massive autonomous systems based on a second-
order adjoint method, European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna (Austria), Apr. 27,
2017.

Ito, S., H. Nagao, A. Yamanaka, Y. Tsukada, T. Koyama, M. Kano, and J. Inoue, Data assimilation for mas-
sive autonomous systems based on a second-order adjoint method, Japan Geoscience Union - American
Geophysical Union Joint Meeting 2017, Chiba (Japan), May 22, 2017.

Kano, M., H. Nagao, K. Nagata, S. Ito, S. Sakai, S. Nakagawa, M. Hori, and N. Hirata, Seismic wavefield imaging
in the Tokyo metropolitan area, Japan, based on the replica exchange Monte Carlo, Japan Geoscience Union
- American Geophysical Union Joint Meeting 2017, Chiba (Japan), May 20, 2017.
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長尾大道・伊藤伸一, シミュレーション／データ両駆動型データ同化法の創出へ, SCI’17, 京都市, 5月 24日,
2017.

黒河天・長尾大道・伊藤伸一・糟谷正・井上純哉, 多角形充填構造を持つ画像データへの最適グラフ埋め込み手
法の開発, 日本統計学会春季集会, 政策研究大学院大学 (東京都港区), 3月 5日, 2017.

Nagao, H. and S. Ito, Data assimilation for massive autonomous systems based on a second-order adjoint method,
Asia Oceania Geoscience Society 2017, Singapore (Singapore), Aug. 9, 2017.

Ikeda, T., S. Ito, H. Nagao, T. Katagiri, T. Nagai, and M. Ogino, Optimizing forward and backward computations
in the adjoint method via multi-level blocking, 2nd International Workshop on Deeping Performance Models
for Automatic Tuning (DPMAT2017), 名古屋大学, Aug. 30, 2017.

Nagao, H. and S. Ito, Data assimilation for massive autonomous systems based on a second-order adjoint method,
Taiwan-Japan Joint Workshop on Inverse Problems in Kanazawa 2017, 金沢大学, Nov. 18, 2017.

Nagao, H., M. Kano, K. Nagata, S. Ito, S. Sakai, S. Nakagawa, M. Hori, and N. Hirata, Seismic wavefield imaging
of long-period ground motion in the Tokyo metropolitan area, Japan, American Geophysical Union Fall
Meeting 2017, New Orleans (USA), Dec. 12, 2017.

Kano, M., H. Nagao, K. Nagata, S. Ito, S. Sakai, S. Nakagawa, M. Hori, and N. Hirata, Seismic wavefield
imaging of long-period ground motion in the Tokyo metropolitan area, Japan, International Meeting on
”High-Dimensional Data-Driven Science” (HD3-2017), Kyoto (Japan), Sep. 12, 2017.

Kano, M., H. Nagao, K. Nagata, S. Ito, S. Sakai, S. Nakagawa, M. Hori, and N. Hirata, Seismic wavefield imaging
in the Tokyo Metropolitan area based on the replica exchange Monte Carlo method, 2017年度 統計関連学
会連合大会, 南山大学 名古屋キャンパス, 9月 5日, 2017.

伊藤　伸一・長尾　大道・糟谷　正・井上　純哉, 結晶粒成長予測とその不確実性評価を可能にする構造材料
データ同化, 2017年度 統計関連学会連合大会, 南山大学 名古屋キャンパス, 9月 6日, 2017.

長尾　大道・伊藤　伸一・糟谷　正・井上　純哉, フェーズフィールド法への 4次元変分法データ同化の展開,
日本金属学会 2017年秋期講演大会, 北海道大学, 9月 7日, 2017.

長尾　大道・伊藤　伸一, フェーズフィールドモデルに基づく 4次元変分法データ同化, 日本機械学会 第 30回
計算力学講演会, 近畿大学 東大阪キャンパス, 9月 16日, 2017.

長尾　大道・伊藤　伸一, 特性空間分析システムの開発：物理モデルを用いたデータ同化モジュールの開発, 3府
省合同構造材料プログラム「研究成果報告会」, イイノホール&カンファレンスセンター, 6月 13日, 2017.

長尾　大道・伊藤　伸一, 特性空間分析システムの開発：物理モデルを用いたデータ同化モジュールの開発, SIP
革新的構造材料「公開成果報告会」, イイノホール&カンファレンスセンター, 11月 28日, 2017.

Sasaki, K., A. Yamanaka, S. Ito, and H. Nagao, Parameter estimation for two-dimensional phase-field simulation
using ensemble Kalman filter, 4th World Congress on Integrated Computational Materials Engineering
(ICME 2017), Ypsilanti, Michigan (USA), May 21-25, 2017.

Sasaki, K., A. Yamanaka, S. Ito, and H. Nagao, Parameter estimation for phase-field models using data assim-
ilation based on the ensemble Kalman filter, NIMS WEEK 2017 Academic Symposium, Tsukuba, Ibaraki
(Japan), Oct. 4, 2017.

佐々木　健吾・山中　晃徳・長尾　大道・伊藤　伸一, アンサンブルカルマンフィルタによる合金凝固のフェー
ズフィールドシミュレーションのデータ同化, 日本学術会議 第 64回理論応用力学講演会 (NCTAM 2017),
機械振興会館 (東京), 8月 22-24日, 2017.

S. Ito, and S. Yukawa, Morphological properties of surface crack patterns due to volumetric shrinkage, AGU,
Washington, D.C., Dec.10-14, 2018.

S. Ito, and S. Yukawa, Desiccation crack patterns based on phase-field modeling and their statistical properties,
The 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling, Osaka, Japan, Oct.28-Nov.2, 2018.

S. Ito, H. Nagao, T. Kasuya, and J. Inoue, Grain Growth Prediction Based on Data Assimilation by Implementing
4DVar on Phase-Field Models, AOGS, Honolulu, Hawaii, US, Jun.3-8, 2018.

S. Ito, H. Nagao, T. Kasuya, and J. Inoue, Grain Growth Prediction Based on Data Assimilation by Implementing
4DVar on Phase-Field Models, JpGU, Chiba,Japan, May.20-24, 2018.

S. Ito and S. Yukawa, Statistical Modeling for Desiccation Cracking Based on Shape-Dependent Fragmentation
Process, APS March meeting, LA, US, Mar.5-9, 2018.

伊藤伸一・長尾大道・糟谷正・井上純哉, 大規模データ同化に基づく鉄鋼材料組織予測と計測デザイン, 統計関
連学会連合大会, 中央大学, 9/9-13, 2018.

伊藤伸一・長尾大道, 4次元変分法データ同化に基づく事後分布不確実性評価法, 常微分方程式の数値解法とそ
の周辺 2018, 大阪大学, 7/9-11, 2018.

伊藤伸一, 乾燥収縮亀裂パターンの動的スケーリング則と統計的モデリング, 東京大学地震研究所特定共同研
究研究集会, 東京大学地震研究所, 4/27, 2018.

Ito, S., H. Nagao, T. Kasuya, and J. Inoue, Grain growth prediction based on data assimilation by implementing
4DVar on phase-field models, American Physical Society March Meeting, Los Angeles (USA), Mar. 8, 2018.
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Ito, S., H. Nagao, T. Kasuya, and J. Inoue, Grain growth prediction and its uncertainty based on multi-phase-field
model with 4DVar and second-order adjoint method, European Geosciences Union General Assembly 2018,
Vienna (Austria), Apr. 11, 2018.

Nagao, H., M. Kano, K. Nagata, S. Ito, S. Sakai, S. Nakagawa, M. Hori, and N. Hirata, Seismic wave field
imaging of long-period ground motion in the Tokyo Metropolitan area, Japan, Asia Oceania Geoscience
Society Annual Meeting 2018, Honolulu (USA), Jun. 6, 2018.

Kuwatani, T., Nagao, H., A. Okamoto, K. Yoshida, S. Ito, and T. Okudaira, Pressure-temperature-time path
inversion from zoned minerals using data assimilation, Asia Oceania Geoscience Society Annual Meeting
2018, Honolulu (USA), Jun. 6, 2018.

Ito, S., H. Nagao, T. Kasuya, and J. Inoue, Grain growth prediction based on data assimilation by implementing
4DVar on phase-field models, Asia Oceania Geoscience Society Annual Meeting 2018, Honolulu (USA), Jun.
6, 2018.

Nagao, H. and S. Ito, Data assimilation for massive autonomous systems based on a second-order adjoint method,
2nd International Conference on Econometrics and Statistics, Hong Kong (China), Jun. 19, 2018.

長尾　大道・伊藤　伸一, 4次元変分法データ同化のための不確実性評価法, 第 12回 日本統計学会春季集会, 早
稲田大学早稲田キャンパス, 3月 4日, 2018.

伊藤　伸一・長尾　大道・糟谷　正・井上　純哉, Grain growth prediction based on data assimilation by imple-
menting 4DVar on phase-field models, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕張メッセ, 5月 22日, 2018.

加納　将行・長尾　大道・永田　賢二・伊藤　伸一・酒井　慎一・中川　茂樹・堀　宗朗・平田　直, Seismic
wave field imaging of long-period ground motion in the Tokyo Metropolitan Area, Japan, 日本地球惑星科
学連合 2018年大会, 幕張メッセ, 5月 22日, 2018.

長尾　大道・伊藤　伸一, 4次元変分法データ同化の数理, 第 2回 RCMSサロン, 筑波大学数理科学研究コア, 7
月 13日, 2018.

長尾　大道・伊藤　伸一, Data assimilation for massive autonomous systems based on a second-order adjoint
method, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕張メッセ, 5月 22日, 2018.

Nagao, H. and S. Ito, Data assimilation based on four-dimensional variational method: Optimization and uncer-
tainty quantification, 3rd International Symposium on Research and Education of Computational Science
(RECS 2018), Tokyo (Japan), Sep. 21, 2018.

Ito, S., H. Nagao, T. Kasuya, and J. Inoue, Model selection of material structure based on empirical Bayes
method, 9th Japanese Data Assimilation Workshop, Tokyo (Japan), Oct. 10, 2018.

Nagao, H. and S. Ito, Uncertainty quantification for 4DVar based on the second-order adjoint method, American
Geophysical Union Fall Meeting 2018, Washington D.C. (USA), Dec. 12, 2018.

石川　大智・伊藤　伸一・長尾　大道, クリギング法のための非凸最適化に基づく観測点選択, 2018年度 統計
関連学会連合大会, 中央大学後楽園キャンパス, 9月 11日, 2018.

羽場　智哉・長尾　大道・伊藤　伸一, 季節調整モデルにおける多重周期季節成分の推定, 2018年度 統計関連
学会連合大会, 中央大学後楽園キャンパス, 9月 11日, 2018.

藤田 航平
(a) Takuma Yamaguchi, Kohei Fujita, Tsuyoshi Ichimura, Muneo Hori, Maddegedara Lalith, Kengo Nakajima, Im-

plicit Low-Order Unstructured Finite-Element Multiple Simulation Enhanced by Dense Computation using
OpenACC, Proceedings of Fourth Workshop on Accelerator Programming Using Directives (WACCPD),
2017.

Kohei Fujita, Tsuyoshi Ichimura, Kentaro Koyama, Hikaru Inoue, Muneo Hori, Lalith Maddegedara, Fast and
Scalable Low-order Implicit Unstructured Finite-element Solver for Earth’s Crust Deformation Problem,
Proceedings of the Platform for Advanced Scientific Computing (PASC) Conference, 2017.

Takuma Yamaguchi, Kohei Fujita, Tsuyoshi Ichimura, Takane Hori, Muneo Hori, Lalith Wijerathne, Fast Finite
Element Analysis Method Using Multiple GPUs for Crustal Deformation and its Application to Stochastic
Inversion Analysis with Geometry Uncertainty, Procedia Computer Science (International Conference on
Computational Science), 108, 765–775, 2017.

Tsuyoshi Ichimura, Kohei Fujita, Atsushi Yoshiyuki, Pher Errol Quinay, Muneo Hori, Takashi Sakanoue, Perfor-
mance Enhancement of Three-Dimensional Soil Structure Model via Optimization for Estimating Seismic
Behavior of Buried Pipelines, Journal of Earthquake and Tsunami, 11, 5, doi: 10.1142/S1793431117500191,
2017.

Jian Chen, Tomohide Takeyama, Hideyuki O-Tani, Kohei Fujita, Hiroki Motoyama, Muneo Hori, Using High
Performance Computing for Liquefaction Hazard Assessment with Statistical Soil Models, International
Journal of Computational Methods, doi: 10.1142/S0219876218400054, 2017.

J. Chen, S. Supprasert, H. O-tani, K. Fujita, Lalith Wijerathne, M. Hori, On elastic waves in granular assemblies:
From a continuumnization viewpoint, Mechanics of Materials, 109, 101–113, 2017.
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Kohei Fujita, Keisuke Katsushima, Tsuyoshi Ichimura, Masashi Horikoshi, Kengo Nakajima, Muneo Hori, Lalith
Maddegedara, Wave Propagation Simulation of Complex Multi-Material Problems with Fast Low-Order
Unstructured Finite-Element Meshing and Analysis, HPC Asia 2018, 24–35, 2018.

Takuma Yamaguchi, Kohei Fujita, Tsuyoshi Ichimura, Anne Glerum, Ylona van Dinther, Takane Hori, Olaf
Schenk, Muneo Hori, Lalith Wijerathne, Viscoelastic Crustal Deformation Computation Method with Re-
duced Random Memory Accesses for GPU-Based Computers, Computational Science – ICCS 2018. ICCS
2018. Lecture Notes in Computer Science, 10861, doi: 10.1007/978-3-319-93701-4 3, 2018.

Atsushi Yoshiyuki, Kohei Fujita, Tsuyoshi Ichimura, Muneo Hori, Lalith Wijerathne, Development of Scalable
Three-Dimensional Elasto-Plastic Nonlinear Wave Propagation Analysis Method for Earthquake Damage
Estimation of Soft Grounds, Computational Science – ICCS 2018. ICCS 2018. Lecture Notes in Computer
Science, 10861, doi: 10.1007/978-3-319-93701-4 1, 2018.

Keisuke Katsushima, Kohei Fujita, Tsuyoshi Ichimura, Muneo Hori, Lalith Maddegedara, Development of Octree-
Based High-Quality Mesh Generation Method for Biomedical Simulation, Computational Science – ICCS
2018. ICCS 2018. Lecture Notes in Computer Science, 10861, doi: 10.1007/978-3-319-93701-4 27, 2018.

Kohei Fujita, Tsuyoshi Ichimura, Motoki Kazama, Susumu Ohno, Shingo Sato, Development of Three-Dimensional
Soil-Amplification Analysis Method for Screening for Seismic Damage to Buried Water-Distribution Pipeline
Networks, Geosciences, 8, 5, doi: 10.3390/geosciences8050170, 2018.

Tsuyoshi Ichimura, Kohei Fujita, Masashi Horikoshi, Larry Meadows, Kengo Nakajima, Takuma Yamaguchi,
Kentaro Koyama, Hikaru Inoue, Akira Naruse, Keisuke Katsushima, Muneo Hori, Maddegedara Lalith,
A Fast Scalable Implicit Solver with Concentrated Computation for Nonlinear Time-evolution Problems
on Low-order Unstructured Finite Elements, 32nd IEEE International Parallel and Distributed Processing
Symposium, doi: 10.1109/IPDPS.2018.00071, 2018.

Toby Simpson, Dimosthenis Pasadakis, Drosos Kourounis, Kohei Fujita, Takuma Yamaguchi, Tsuyoshi Ichimura,
Olaf Schenk, Balanced Graph Partition Refinement using the Graph p-Laplacian, Proceedings of the Plat-
form for Advanced Scientific Computing (PASC) Conference, doi: 10.1145/3218176.3218232, 2018.

Hori M, Ichimura T, Wijerathne L, Ohtani H, Chen J, Fujita K and Motoyama H, Application of High Performance
Computing to Earthquake Hazard and Disaster Estimation in Urban Area, Front. Built Environ., 4, 1, doi:
10.3389/fbuil.2018.00001, 2018.

Tsuyoshi Ichimura, Kohei Fujita, Takuma Yamaguchi, Akira Naruse, Jack C. Wells, Thomas C. Schulthess,
Tjerk P. Straatsma, Christopher J. Zimmer, Maxime Martinasso, Kengo Nakajima, Muneo Hori, Lalith
Maddegedara, A Fast Scalable Implicit Solver for Nonlinear Time-Evolution Earthquake City Problem on
Low-Ordered Unstructured Finite Elements with Artificial Intelligence and Transprecision Computing, SC
’18 Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and
Analysis, 49:1–49:11, 2018.

Kahori Iiyama, Atsushi Yoshiyuki, Kohei Fujita, Tsuyoshi Ichimura, Hitoshi Morikawa, Muneo 11Hori, A point-
estimate based method for soil amplification estimation using high resolution model under uncertainty of
stratum boundary geometry, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, in press, 2018.

(c) 藤田航平・勝島啓介・市村　強・堀越将司・中島研吾・堀宗朗・マッデゲダララリス, 地下構造物の高詳細三次
元地震応答解析のための，メッシュ生成手法及び高性能有限要素法の開発, 第 15回 日本地震工学シンポ
ジウム, 仙台, 2018.

日下部亮太・市村　強・藤田航平・堀宗朗・Lalith Wijerathne, 大規模液状化解析のための超並列高速ソルバー
開発に関する基礎研究, 第 15回 日本地震工学シンポジウム, 仙台, 2018.

山口拓真・藤田航平・市村強・堀宗朗・ラリスウィジャラトネ, GPUによる 3次元有限要素解析の高速化と構
造最適化問題への適用, 第 15回 日本地震工学シンポジウム, 仙台, 2018.

Kohei Fujita, Tsuyoshi Ichimura, Takuma Yamaguchi, Muneo Hori, Lalith Maddegedara, Accelerating Low-
Order Unstructured Finite Element Earthquake Simulation by Time-Parallel Computation on Recent HPC
Architectures, Platform for Advanced Scientific Computing (PASC) Conference, Basel (Switzerland), July
2 to 4, 2018.

5.1.10 地震火山噴火予知研究推進センター

吉田 真吾
(a) Yoshida, S., Numerical simulations of earthquake triggering by dynamic and static stress changes based on a

revised friction law, J. Geophys. Res., doi.org/10.1029/2017JB014781, 2018.
(c) Yoshida, S., A model of dynamic earthquake triggering based on rate- and state-dependent friction law, IAG-

IASPEI 2017, Kobe, Japan, 2017.
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飯高 隆
(a) Iidaka, T., T. Igarashi, A. Hashima, A. Kato, T. Iwasaki, The Research Group for the Joint Seismic Observations

at the Nobi Area, Receiver function images of the distorted Philippine Sea Slab contact with the continental
crust: implications for generation of the 1891 Nobi earthquake (Mj 8.0), Tectonophysics, 717, 41–50, 2017.

(c) フィリピン海プレートの沈み込み帯の低周波微動領域の反射面, 飯高隆，五十嵐俊博，岩崎貴哉, 日本地球惑星
科学連合大会, 幕張 (日本), 2017年 5月 20日-25日, 2017.

飯高 隆・蔵下英司・五十嵐俊博・岩崎貴哉, 沈み込むフィリピン海プレートからの反射波の振幅解析, 日本地震
学会・秋季大会, 鹿児島 (日本), 2017 年 10 月 25 日 (水)～ 27 日 (金), 2017.

Takashi Iidaka, Eiji Kurashimo, Toshihiro Igarashi, and Takaya Iwasaki, The extremely low-velocity layer located
around the source region of non-volcanic tremor in southwestern Japan, American Geophysical Union Fall
Meeting, New Orleans(USA), 11-15, Dec., 2017, 2017.

大湊 隆雄
(a) T. Ohminato, T. Kaneko, T. Koyama, A. Watanabe, W. Kanda, T. Tameguri, and R. Kazahaya, Observations

using an unmanned aerial vehicle in an area in danger of volcanic eruptions at Kuchinoerabu-jima Volcano,
southern Kyushu, Japan, Journal of Natural Disaster Science, 38, 1, 85–104, 2017.

M. Iguchi, H. Nakamichi, T. Tameguri, K. Yamamoto, T. Mori, T. Ohminato, E. Saito, Contribution of monitoring
data to decision making for evacuation from the 2014 and 2015 eruptions of Kuchinoerabujima Volcano,
Journal of Natural Disaster Science, 38, 1, 31–47, 2017.

László; Oláh, Hiroyuki K. M. Tanaka, Takao Ohminato, and Dezsö; Varga, High-definition and low-noise muog-
raphy of the Sakurajima volcano with gaseous tracking detectors, Scientific Reports, 8, 3207–NA, 2018.

武尾　実・大湊隆雄・前野　深・篠原雅尚・馬場聖至・渡邊篤志・市原美恵・西田　究・金子隆之・安田　敦・
杉岡裕子・浜野洋三・多田訓子・中野　俊・吉本充宏・高木朗充・長岡　優, 西之島の地球物理観測と上陸
調査, 海洋理工学会誌, 24, 45–56, 2018.

前野深・安田敦・中野俊・吉本充宏・大湊隆雄・渡邉篤志・金子隆之・中田節也・武尾実, 噴出物から探る西之
島の新火山島形成プロセス, 海洋理工学会誌, 24, 35–44, 2018.

(b) 中野俊・前野深・吉本充宏・大湊隆雄・渡邉篤志・川上和人・千田智基・武尾実, 噴火が終わった西之島に初上
陸調査, GSJ地質ニュース, 2017, 6, 1–4, 2017.

前野深・中野俊・吉本充宏・大湊隆雄・渡邉篤志・川上和人・千田智基・武尾実, 新火山島の初上陸調査　－西
之島－ (東京都小笠原村) , 地学雑誌：地学ニュース (日本の露頭・景観 100選), 126, N1, 2017.

大湊隆雄・金子隆之・小山崇夫・渡邉篤志・安田敦・武尾実・青木陽介・柳澤孝寿・本多嘉明・梶原康司・神田
径・為栗健・風早竜之介・篠原宏志, 無人ヘリによる火口近傍観測の進展, 2018年 Conductivity Anomaly
研究会論文集, 2018.

大湊隆雄, 総論：噴火現象理解の現状と今後の火山噴火予測研究の方向性, 月刊地球, 2018.
小山崇夫・金子隆之・大湊隆雄・渡邉篤志, 無人ヘリ繰り返し空中磁気測量による磁場時間変化の検出, 2018年

Conductivity Anomaly研究会論文集, 2018.
上嶋誠・相澤広記・塚本果織・神田径・関香織・木下貴裕・大湊隆雄・渡邉篤志, 2016熊本地震活動に伴ってえ

びのにおいて観測された電磁気変動について, 2018年 Conductivity Anomaly研究会論文集, 2018.
中野　俊，吉本充宏，前野　深，大湊隆雄，渡邉篤志，川上和人，千田智基，武尾　実, 西之島噴火後初上陸調
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Assimilation (GTTDA): A Fast Data Assimillation Approach of Tsunami Early Warning, 日本地震学会
2017年秋季大会, 鹿児島市, 2017年 10月 25日, S17-07, 2017.

M. Jakir Hossen, Kenji Satake, Phil R. Cummins, Complete implementation of Green’s function based Time
Reversal Imaging Method with Sensitvity Analysis , 日本地震学会 2017年秋季大会, 鹿児島市, 2017年 10
月 25日, S17-10, 2017.

Tungcheng Ho, Kenji Satake, Shingo Watada and Yushiro Fujii, Tsunami Source Estimate for the 1960 Chilean
Earthquake from Near- and Far-Field Observations, AGU 2017 fall meeting, New Orleans, USA, 2017年 12
月 12日, NH23A-0209, 2017.

Kenji Satake, Tsunami on Sanriku Coast in 1586: Orphan or Ghost Tsunami ? , AGU 2017 fall meeting, New
Orleans, USA, 2017年 12月 11日, NH12A-08, 2017.

Masaki Yamada, Shigehiro Fujino and Kenji Satake, Geological Evidences for a Large Tsunami Generated by the
7.3 ka Kikai Caldera Eruption, Southern Japan , AGU 2017 fall meeting, New Orleans, USA, 2017年 12月
11日, NH13B-05, 2017.

Yuchen Wang, Kenji Satake, Aditya Riadi Gusman and Takuto Maeda, Dynamic Tsunami Data Assimilation
(DTDA) Based on Green’s Function: Theory and Application , AGU 2017 fall meeting, New Orleans, USA,
2017年 12月 11日, NH14A-05, 2017.

Jennifer Weil-Accardo, Kenji Satake, Feuillet Nathalie, Tomoko Goto, Hajime Kayanne, Jean-Marie Marie Saurel,
Noelynna Tuazon Ramos, Tomoya Harada, Kazuhisa Goto, Kohki Sowa and Mamoru Nakamura, Relative
sea-level variability recorded by coral microatolls over the past centuries in the Ryukyu arc , AGU 2017 fall
meeting, New Orleans, USA, 2017年 12月 14日, T43C-0713, 2017.

Aditya Riadi Gusman, Kenji Satake and Iyan Eka Mulia, Fault Slip Distribution and Optimum Sea Surface
Displacement of the 2017 Tehuantepec Earthquake in Mexico (Mw 8.2) Estimated from Tsunami Waveforms
, AGU 2017 fall meeting, New Orleans, USA, 2017年 12月 13日, S33G-2937, 2017.

佐竹健治, 国内外における津波研究と学会の動向, 国際津波防災学会, 東京 (日本), 2017年 11月 11日, 2017.
石辺岳男・松浦律子・岩佐幸治・中村亮一・佐竹健治 , 気象庁震度データベースの有感余震記録から大地震の

震源域推定は可能か？ －歴史地震 への適用可能性の検証－ (続報) , 第 34回歴史地震研究会, つくば市,
2017年 9月 15日, O-6, 2017.

佐竹健治, 1586 年天正三陸津波は「みなしご津波」か「偽津波」か？ , 第 34回歴史地震研究会, つくば市, 2017
年 9月 15日, O-14, 2017.

蝦名裕一・佐竹健治 , 帝国大学理科大学の調査資料にみる津波記録・伝承 , 第 34回歴史地震研究会, つくば市,
2017年 9 月 16日, P-17, 2017.

佐竹健治・村岸 純・西山昭仁・榎原雅治・矢田俊文・石辺岳男 , 近世関東地方における地震史料データベース
の構築 , 第 34回歴史地震研究会, つくば市, 2017年 9 月 16日, P-16, 2017.

Kenji Satake Hiroshi Tsuruoka, Satoko Murotani, Analog Seismogram Archives at Earthquake Research Institute,
the University of Tokyo (invited) , IAG-IASPEI Joint Scientific Assembly, Kobe, Japan, 2017年 8月 4日,
S05-1-05, 2017.

Kenji Satake, Re-examination of the 869 Jogan and 1896 Sanrku earthquakes, penultimate events of the 2011
Tohoku earthquake (keynote lecture), International Conference for the Decade Memory of the Wenchuan
Earthquake with The 12th General Assembly of the Asian Seismological Commission (ASC), Chengdu
(China) , May 12-14, Ministry of Emergency Management of the People’s Republic of China, People’s
Government of Sichuan Province, China Earthquake Administration, 34, 2018.

Kenji Satake, Were the 2004 Indian Ocean and 2011 Japan Tsunamis Black Swan Events?, AOGS-EGU Joint
Conference: New Dimensions in Natural Hazards in Asia, Tagaytay, Philippines, 2018年 2月 4-8日, AAOGS-
EGU, E-D1-AM1-LS-001 (NH-A007), 2018.

Jennifer WEIL-ACCARDO Kenji SATAKE, Nathalie FEUILLET, Tomoko GOTO, Hajime KAYANNE, Jean-
Marie SAUREL Noelynna RAMOS, Tomoya HARADA, Kazuhisa GOTO, Kohki SOWA, Mamoru NAKA-
MURA, Tectonics and Climate Induced Relative Sea-Level Changes Over the Past Centuries in Ryukyu Arc
Recorded by Coral Microatolls, AOGS-EGU Joint Conference: New Dimensions in Natural Hazards in Asia,
Tagaytay, Philippines, 2018年 2月 4-8日, AOGS-EGU, D-D2-AM2-BR1-016 (NH-A060), 2018.

Noelynna RAMOS, Kathrine MAXWELL, Hiroyuki TSUTSUMI, Chuan-Chou SHEN, Sheinna May CLARO
Keanu Jershon SARMIENTO, Daisuke ISHIMURA, Kenji SATAKE, Coastal Tectonics and Extreme Wave
Events Constrained from Emergent Sea Level Indicators, Washover Deposits, and Numerical Modeling:
Examples from the Philippine Archipelago , AOGS-EGU Joint Conference: New Dimensions in Natural
Hazards in Asia, Tagaytay, Philippines, 2018年 2月 4-8日, AOGS-EGU, A-D3-AM2-BR3-039 (NH-A164),
2018.

Iyan E. Mulia, Aditya Riadi Gusman, Kenji Satake, Efficient placement of tsunameters for source characterizations
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around the Nankai Trough, Japan,日本地球惑星科学連合 2018年大会,千葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24
日　, 日本地球惑星科学連合, HDS10-P10–2018 , 2018.

Iyan E. Mulia, Aditya Riadi Gusman, Kenji Satake, Tsunami inundation forecast based on precomputed scenarios
and pattern recognition algorithms, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉市幕張メッセ, 2018年 5月
20-24日, 日本地球惑星科学連合, HDS10-25, 2018.

Kenji Satake, Geoscience Letters, the official journal of the Asia Oceania Geosciences Society (invited) , 日本地
球惑星科学連合 2018年大会, 千葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑星科学連合, [U05-03],
2018.

Tomoko Goto, Satoshi Kusumoto, Kenji Satake, Use of microfossils analyses in tsunami deposit survey, 日本地
球惑星科学連合 2018年大会, 千葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑星科学連合, [MIS11-P10]
, 2018.

Osamu Sandanbata, Shingo Watada, Kenji Satake, Volcanic Tsunami Earthquakes on the Kermadec Ridge, North
of New Zealand, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑
星科学連合, [HDS10-P04], 2018.

Yuchen Wang, Kenji Satake, Takuto Maeda, Tsunami Data Assimilation with Sparse Observation: A Study on
Tsunami in the Bay of Bengal, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24
日, 日本地球惑星科学連合, HDS10-P11, 2018.

Satoshi Kusumoto, Aditya Gusman, Kenji Satake, Forward Modeling of Sediment Transport due to the 2011
Tohoku-Oki Tsunami at a Coastal Lowland, Fukushima Prefecture, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千
葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑星科学連合, [MIS11-01], 2018.

Tungcheng Ho, Kenji Satake, Shingo Watada, Yushiro Fujii, Source Estimate for the 1960 Chile Earthquake from
Joint Inversion of Geodetic and Transoceanic Tsunami Data, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉市幕
張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑星科学連合, HDS10-18, 2018.

Yuichi Namegaya, Junichi Suganomata, Kojin Wada, Kenji Satake, Long-term evaluation of subduction zone
earthquakes around the southern Kuril-Kamchatka Trench (3rd ed.), 日本地球惑星科学連合 2018年大会,
千葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑星科学連合, [MIS11-P01] , 2018.

Masaki Nakamura, Hiroki Muramatsu, Koji Sakoda, Kenji Satake, Long-term evaluation of subduction zone
earthquakes around the southern Kuril-Kamchatka Trench (3rd ed.), 日本地球惑星科学連合 2018年大会,
千葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑星科学連合, [MIS11-P01], 2018.

Yushiro Fujii, Kenji Satake, Shingo Watada, Tungcheng Ho, Slip Distributions of the 2004 Sumatra-Andaman
and 2005 Nias Earthquakes – Re-examination of Tsunami Data Inversions using Phase-corrected Green’s
Functions –, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑星科
学連合, HDS10-21, 2018.

Yoshio Fukao, Osamu Sandanbata, Hiroko Sugioka, Aki Ito, Hajime Shiobara, Shingo Watada, Kenji Satake ,
Mechanism of volcanic tsunami earthquake Part I Overview, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 千葉市幕
張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑星科学連合, HDS10-01, 2018.

Osamu Sandanbata, Shingo Watada, Kenji Satake, Yoshio Fukao, Hiroko Sugioka, Aki Ito, Hajime Shiobara,
Mechanism of volcanic tsunami earthquakes Part II: Tsunami analysis , 日本地球惑星科学連合 2018年大
会, 千葉市幕張メッセ, 2018年 5月 20-24日, 日本地球惑星科学連合, HDS10-02, 2018.

Masaki YAMADA, Yuchen WANG, Fukashi MAENO, Shigehiro FUJINO, Kenji SATAKE , Numerical Simulation
of a Tsunami Generated by the 7.3 Ka Caldera-Forming Eruption of the Kikai Volcano, Japan, 15th Annual
AOGS meeting, ホノルル (米国), 2018年 6月 3-8日, AOGS, IG03-D1-EVE-P-025 — IG03-A015 , 2018.

Iyan MULIA, Aditya GUSMAN, Kenji SATAKE, Transformation from Low- to High-Resolution Model for a
Rapid Tsunami Inundation Forecast , 15th Annual AOGS meeting, ホノルル (米国), 2018年 6月 3-8日,
AOGS, IG04-D2-PM1-323A-002 — IG04-A007 , 2018.

Yuchen WANG, Kenji SATAKE, Takuto MAEDA, Tsunami Data Assimilation with Sparse Observation , 15th
Annual AOGS meeting, ホノルル (米国), 2018年 6月 3-8日, AOGS, IG03-D3-AM1-323A-002 — IG03-A003
, 2018.

Osamu SANDANBATA, Shingo WATADA, Kenji SATAKE, Yoshio FUKAO, Hiroko SUGIOKA, Aki ITO, Ha-
jime SHIOBARA, Tsunami Source Modeling for the 2015 Volcanic Tsunami Earthquake Near Torishima,
South of Japan , 15th Annual AOGS meeting, ホノルル (米国), 2018年 6月 3-8日, AOGS, IG03-D3-PM1-
323A-015 — IG03-A013 , 2018.

Kenji SATAKE, Properties of Trans-Pacific Tsunamis (Invited), 15th Annual AOGS meeting, ホノルル (米国),
2018年 6月 3-8日, AOGS, IG03-D3-PM1-323A-009 — IG03-A011 , 2018.

Kenji SATAKE, Tsunami on Sanriku Coast in 1586: Orphan or Ghost? , 15th Annual AOGS meeting, ホノルル
(米国), 2018年 6月 3-8日, AOGS, SE09-D3-PM2-302B-004 — SE09-A005 –2018, 2018.

Takeo ISHIBE, Masatoshi MIYAZAWA, Yosihiko OGATA, Hiroshi TSURUOKA, Kenji SATAKE, Seismicity
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Rate Change in Japan Following the 2011 Tohoku-Oki Earthquake , 15th Annual AOGS meeting, ホノルル
(米国), 2018年 6月 3-8日, AOGS, SE09-D4-PM1-P-008 — SE09-A004 , 2018.

Tungcheng HO, Kenji SATAKE, ShingoWATADA, Yushiro FUJII, Source Estimate for the 1960 Chile Earthquake
from Joint Inversion of Geodetic and Transoceanic Tsunami Data , 15th Annual AOGS meeting, ホノルル
(米国), 2018年 6月 3-8日, AOGS, IG03-D3-PM1-323A-011 — IG03-A010 , 2018.

Satake, K., Understanding Disaster Risk: The Role of Science and Technology, 18th Science Council of Asia
conferencce, 東京 (日本), 2018年 12月 5-7日, 日本学術会議, 2018.

Satake, K., Study of past earthquakes through collaboration of seismology and history, Japan-Latin America
Academic Conference 2018 in Nikko, 日光 (日本), 2018年 9月 25日―28日, 2018.

Kenji SATAKE, Source of the 1960 Chile earthquake estimated from geodetic and tsunami data, Japan-Latin
America Academic Conference 2018 in Nikko, 日光 (日本), 2018年 9月 25日―28日, 2018.

佐竹健治, 歴史史料と地震研究 , 地震史料シンポジウム 　地域史料から地震学へのアプローチ, 東京 (日本),
2018年 11月 30日, 東京大学, 24–26, 2018.

佐竹健治, 地震学と歴史学の連携による歴史地震研究, 人文科学とコンピューターシンポジウム, 東京 (日本),
2018年 12月 1-2日, 情報処理学会, 1–6, 2018.

蝦名裕一・佐竹健治 , 帝国大学理科大学「地震学及地理学研究材料報告」に記載される津波痕跡の検証 , 歴史
地震研究会, 大分市 (日本), 2018年 9月 22-24日, 歴史地震研究会, 2018.

原田智也・佐竹健治・古村孝志・室谷智子 , 震度アンケート調査票の欄外に記述された 1944年東南海地震の被
害と諸現象 , 歴史地震研究会, 大分市 (日本), 2018年 9月 22-24日, 2018.

佐竹健治, 大阪府北部の地震 (2018年 6月)と胆振東部地震 (2018年 9月)に対する地震調査委員会の評価―活
断層との関係を中心に―, 日本活断層学会 2018年度秋季学術大会, 鳥取市 (日本), 2018年 11月 23-25日,
日本活断層学会, 18–19, 2018.

楠本聡・Aditya Raidi Gusman・佐竹健治, 岩手・宮城・福島県における古津波堆積物と土砂移動計算を用いた
869 年貞観地震津波波源モデルの再検討, 日本地震学会 2018年度秋季大会, 郡山市 (日本), 2018年 10月
9-11日, 日本地震学会, S16-01, 2018.

何東政・佐竹健治・綿田辰吾・藤井雄士郎, 地殻変動データと遠地津波波形のインバージョンによる 1960 年チ
リ地震のすべり分布, 日本地震学会 2018年度秋季大会, 郡山市 (日本), 2018年 10月 9-11日, 日本地震学会,
S16-02, 2018.

佐竹健治・Aditya Riadi Gusman・五島朋子・室谷智子・石辺岳男, 山陰沖～九州沖の海域活断層による日本
海沿岸部の津波高, 日本地震学会 2018年度秋季大会, 郡山市 (日本), 2018年 10月 9-11日, 日本地震学会,
S16-P10 , 2018.

三反畑修・綿田辰吾・佐竹健治, ニュージーランド・ケルマディック諸島近海における火山性津波地震, 日本地
震学会 2018年度秋季大会, 郡山市 (日本), 2018年 10月 9-11日, 日本地震学会, S16-07, 2018.

木下 正高
(a) Yuzuru Yamamoto, Shun Chiyonobu, Toshiya Kanamatsu, Naokazu Ahagon, Kan Aoike, Nana Kamiya, Takanori

Ojima, Takehito Hirose, Takamitsu Sugihara, Saneatsu Saito, Masataka Kinoshita, Yusuke, Kubo, Yasuhiro
Yamada, NGHP02 Scientists, Repeated large-scale mass-transport deposits and consequent rapid sedimen-
tation in the western part of the Bay of Bengal, India, 地震 2, 2017.

木村　学・木下正高・金川久一・金松敏也・芦　寿一郎・斎藤実篤・廣瀬丈洋・山田泰広・荒木英一郎・江口暢
久・Sean Toczko, 南海トラフ地震発生帯掘削がもたらした沈み込み帯の新しい描像, 地震 2, 2017.

Lin, W., O. Tadai, M. Kinoshita, J. Kameda, W. Tanikawa, T. Hirose, Y. Hamada, and O. Matsubayashi,
Thermal conductivity changes of subducting basalt, Nankai subduction zone, SW Japan: An estimation
from laboratory measurements under separate high-pressure and high-temperature conditions, 地震 2, 2017.

Toki, T., M. Kinoshita, S. Morita, H. Masuda, H. Rashid, H. Yoshinishi, T. Nakano, and T. Noguchi , The
vertical chloride ion profile at the IODP Site C0002, Kumano Basin, off coast of Japan, 地震 2, http://
dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2016.1, 2017.

Kinoshita, M., Akira Ijiri, Satoru Haraguchi, Francisco Jose Jiménez-Espejo , Nobuharu Komai, Hisami Suga,
Takamitsu Sugihara, Wataru Tanikawa, takehiro Hirose, Yohei Hamada, Lallan Gupta, Naokazu Ahagon,
Yuka Masaki, Natsue Abe, Hung Y. Wu, Shun Nomura, Weiren Lin, Yuzuru Yamamoto, Yasuhiro Yamada
and NGHP Expedition JAMSTEC Science Team, Constraints on the fluid supply rate into and through gas
hydrate reservoir systems as inferred from pore-water chloride and in situ temperature profiles, Krishna-
Godavari Basin, India, Marine and Petroleum Geology, 10.1016/j.marpetgeo.2018.12.049, 2018.

Tanikawa, W., Takehiro Hirose, Yohei Hamada, Lallan P. Gupta, Naokazu Ahagon, Yuka Masaki, Natsue Abe,
Hung Y. Wu, Takamitsu Sugihara, Shun Nomura, Weiren Lin, Masataka Kinoshita, Yuzuru Yamamoto,
Yasuhiro Yamada, NGHP Expedition 02 JAMSTEC Science Team, Porosity, permeability, and grain size of
sediment cores from gas-hydrate-bearing sites and their implication for overpressure in shallow argillaceous
formations: Results from the national gas hydrate program expedition 02, Krishna-Godavari Basin, India,
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Marine and Petroleum Geology, 10.1016/j.marpetgeo.2018.11.014, 2018.
Hamada, Y., et al. (Kinoshita on the 37th.), In-situ mechanical weakness of subducting sediments beneath a plate

boundary décollement in the Nankai Trough, Progress in Earth and Planetary Science, 10.1186/s40645-018-
0228-z, 2018.

Hirose, T., Wataru Tanikawa, Yohei Hamada, Weiren Lin, Kentaro Hatakeda, Osamu Tadai, Hung Y Wu, Shun
Nomura, Natsue Abe, Lallan P Gupta, Takamitsu Sugihara, Yuka Masaki, Masataka Kinoshita, Yasuhiro
Yamada and NGHP Expedition 02 JAMSTEC Science Team, Strength characteristics of sediments from a
gas hydrate depositin the Krishna-Godavari Basin on the eastern margin of India, Marine and Petroleum
Geology, 10.1016/j.marpetgeo.2018.08.017, 2018.

Ijiri, A., Satoru Haraguchi, Francisco Jose Jiménez-Espejo, Nobuharu Komaie, Hisami Suga, Masataka Kinoshita,
Fumio Inagaki, Yasuhiro Yamadag, NGHP Expedition 02 JAMSTEC Science Team, Origin of low-chloride
fluid in sediments from the eastern continental margin of India, results from the National Gas Hydrate
Program Expedition 02, Marine and Petroleum Geology, 10.1016/j.marpetgeo.2018.06.014, 2018.

Hamada, Y., Takehiro Hirose, Saneatsu Saito, Kyaw Moe, HungYu Wu, Wataru Tanikawa, Yoshinori Sanada, Ya-
suyuki Nakamura, Yuichi Shimmoto, Takamitsu Sugihara, Weiren Lin, Natsue Abe, Lallan Gupta, Masataka
Kinoshita, Yuka Masaki, Shun Nomura, Yasuhiro Yamada, and NGHP Expedition 02 JAMSTEC Science
Team, Equivalent formation strength as a proxy tool for exploring for the location and distribution of gas
hydrates, Marine and Petroleum Geology, 10.1016/j.marpetgeo.2018.06.010, 2018.

Gupta, L.P., Wataru Tanikawa, Yohei Hamada, Takehiro Hirose, Naokazu Ahagon, Takamitsu Sugihara, Natsue
Abe, Shun Nomura, Yuka Masaki, Hung Y. Wu, Weiren Lin, Masataka Kinoshita, Yasuhiro Yamada, NGHP
Expedition 02 JAMSTEC Science Team, Examination of gas hydrate-bearing deep ocean sediments by X-
ray Computed Tomography and verification of physical property measurements of sediments, Marine and
Petroleum Geology, 10.1016/j.marpetgeo.2018.05.033, 2018.

(c) Kinoshita, M., E. Araki, T. Kimura, A. Kopf, D. Saffer, S. Toczko, and IODP Expedition 365 Scientists, Recon-
struction of recent 10Ma thermal structure seaward of updip limit of Nankai seismogenic zone off Kumano
inferred from IODP NanTroSEIZE geothermal data and time-dependent numerical model, EGU 2017 Gen-
eral assembly, Wien (Austria), Apr. 27, 2017, 2017.

木下 正高・正木 裕香・谷川 亘・濱田 洋平・野崎 達生・熊谷 英憲・山本 啓之, 沖縄トラフ野甫熱水サイトにお
ける掘削孔近傍での海底温度・圧力計測の試み, 日本地球惑星科学連合 2017年大会, 幕張 (日本), 2017年
5月 25日, SCG71-18, 2017.

木下 正高・白石 和也・Moore Greg・山田 泰広・木村 学, 地震探査データリフォームによる新たな地震発生帯
浅部活構造の描出, 日本地球惑星科学連合 2017年大会, 幕張 (日本), 2017年 5月 24日, SSS04-09, 2017.

木下 正高・許 正憲・秋山 敬太・稲垣 史生・Heuer Verena・諸野 祐樹・IODP370次航海研究者, 室戸沖南海ト
ラフ先端部デコルマの温度場・水理場予測　－ T-Limitsは温度限界か？ , 日本地球惑星科学連合 2017年
大会, 幕張 (日本), 2017年 5月 25日, MIS22-09, 2017.

Masataka Kinoshita, Eiichiro Araki, Toshinori Kimura, Achim Kopf, Demian Saffer, Sean Toczko, Reconstruction
of recent 6Ma thermal structure seaward of updip limit of Nankai seismogenic zone off Kumano inferred from
IODP NanTroSEIZE geothermal data and time-dependent numerical model, IAG-IASPEI2017, 神戸 (日本),
Aug 3, 2017, S26-1-04, 2017.

Masataka Kinoshita,, Kazuya Shiraishi, Greg Moore, Yasuhiro Yamada, Gaku Kimura, Renovated 3D image of
Nankai accretionary wedge and shallow seismogenic zone off Kumano through reprocessing of 3D seismic
data, IAG-IASPEI2017, 神戸 (日本), Aug 1, 2017, [J06-4-01, 2017.

Kinoshita, M., Y. Hamada, T. Hirose, and Y. Yamada, Characterization of methane-hydrate formation inferred
from insitu Vp-density relationship for hydrate-bearing sediment cores obtained off the eastern coast of
India, 2017 Fall Meeting, AGU, New Orleans (USA), Dec. 11-15, 2017, OS53B-2182, 2017.

Lin, W., O. TAdai, M. Kinoshita, J. Kameda, W. Tanikawa, T. Hirose, Y. Hamada, O. Matsubayashi, Estimation
of thermal conductivity change of basalt with subducting in Nankai Trough by laboratory measurements un-
der separate high-pressure and high-temperature conditions, 2017 Fall Meeting, AGU, New Orleans (USA),
Dec. 11-15, 2017, T13F-02, 2017.

Masaki, Y., T. Nozaki, M. Kyo, N. Sakurai, T. Yokoyama, K. Akiyama, M. Watanabe, H. Kumagai, L. Maeda,
and M. Kinoshita, Long-term hydrothermal temperature and pressure monitoring equipped with a Kuroko
cultivation apparatus on the deep-sea artificial hydrothermal vent at the middle Okinawa Trough, 2017 Fall
Meeting, AGU, New Orleans (USA), Dec. 11-15, 2017, V51C-1348, 2017.

Kinoshita, M., F. Inagaki, Y. Morono, V. Heuer, IODP Exp370 Scoence Party, and KR18-04 Science Party,
Temperature distribution of the toe of Nankai Trough off Muroto revealed from IODP Exp370 borehole
observatory , AGU Fall Meeting 2018, Wachington DC (USA), Dec. 10-14, 2018, T41H-0402, 2018.

Tobin, H., M. Kinoshita, D.M. Saffer, and G. Kimura, and IODP Expedition 358, The Final(?) Megathrust
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Drilling Challenge for NanTroSEIZE, 日本地球惑星科学連合 2018 年大会, 幕張 (日本), M¡ay 22, 2018,
SSS04-17, 2018.

Kinoshita, M., K. Becker, S¡ Toczko, and IODP Exp380 Science Party, Initial Results of IODP NanTroSEIZE
Expedition 380: Borehole Observatory Installation at the Frontal Thrust of the Nankai Prism, 日本地球惑
星科学連合 2018年大会, 幕張 (日本), May 22, 2018, SSS04-10, 2018.

Kinoshita, M., K. Shiraishi, Y. Hashimoto, and W. Lin, Geometrical Dependence on the Stress and Slip Tendency
Acting on the Subduction Megathrust of Nankai Seismogenic Zone Off Kumano,日本地球惑星科学連合 2018
年大会, 幕張 (日本), May 22, 2018, SSS04-02, 2018.

平田 直・木下 正高・篠原 雅尚・益田 晴恵・阿部 なつ江・道林 克禎・片山 郁夫・氏家 恒太郎・小村 健太朗 1・
藤原 治・稲垣 史生・諸野 祐樹・入舩 徹男・鍵 裕之・西 弘嗣・加藤 照之・有吉 慶介・小原 一成, リアルタ
イム観測・超深度掘削・超高圧実験の統合による沈み込み帯 4D描像 -地震・噴火から地球の遠未来まで，
革新的予測科学への挑戦-, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕張 (日本), May 21, 2018, U08-P06, 2018.

Kinoshita, M., Kazuya Shiraishi, Evi Demetriou, Yoshitaka Hashimoto, and Weiren Lin, Geometrical dependence
of the stress and slip tendency acting on the subduction megathrust of Nankai seismogenic zone off Kumano,
EGU 2018, Wien, Austria, April 10, 2018, TS9.2/GD5.7/GMPV8.4/SM1.09, 2018.

Masataka Kinoshita, Kazuya Shiraishi, Yoshitaka Hashimoto, Weiren Lin, Geometrical Dependence on the Stress
and Slip Tendency Acting on the Subduction Megathrust of Nankai Seismogenic Zone Off Kumano, Asia
Oceania Geoscience Society 2018 meeting, Honolulu (USA), June 5, 2018, SE11-13A004, 2018.

Keir BECKER, Masataka KINOSHITA, Sean TOCZKO, Toshinori KIMURA, Yuya MACHIDA, Alexander
ROESNER, Tianhaozhe SUN, Joshua EDGINGTON, Burhan SENYENER, Initial Results of IODP NanTro-
Seize Expedition 380: Borehole Observatory Installation at the Frontal Thrust of the Nankai Prism, Asia
Oceania Geoscience Society 2018 meeting, Honolului (USA), June 5, 2018, SE11-13A005, 2018.

Kazuya SHIRAISHI, Yasuhiro YAMADA, Masataka KINOSHITA, Yoshinori SANADA, Gaku KIMURA, Gregory
MOORE, New Aspects of Detailed Structures in the Nankai Trough Seismogenic Zone Revealed by Improved
3D Seismic Images, Asia Oceania Geoscience Society 2018 meeting, Honolulu (USA), June 5, 2018, SE11-
13-A011, 2018.

鶴岡 弘
(c) Hiroshi Tsuruoka and Naoshi Hirata, CSEP Japan results of 3-month and 1-year testing class, SCEC Annual

Meeting 2017 , PalmSprings., 2017, 2017.
Hiroshi Tsuruoka and Naoshi Hirata, Prospective evaluation of the CSEP-Japan earthquake forecasts experiments,

IAG-IASPEI , Kobe, 2017, 2017.
Hiroshi Tsuruoka, CSEP-Japan results of 1-day testing class and development of Kanto 3D earthquake forecast

model,, SCEC Annual Meeting 2017 , PalmSprings, 2017, 2017.

中川 茂樹
(a) Kano, M., H. Nagao, K. Nagata, S. Ito, S. Sakai, S. Nakagawa, M. Hori, and N. Hirata, Seismic wavefield

imaging of long ‐ period ground motion in the Tokyo metropolitan area, Japan, J. Geophys. Res., 122,
doi:10.1002/2017JB014276, 2017.

Viens, L, M. Denolle, H. Miyake, S. Sakai and S. Nakagawa, Retrieving impulse response function amplitudes
from the ambient seismic field, Geophys. J. Int., 210, 1, 210–222, 2017.

Viens, L., M. Denolle, N. Hirata and S. Nakagawa, Complex near-surface rheology inferred from the response of
greater Tokyo to strong ground motions, J. Geophys. Res., 123, doi:10.1029/2018JB015697, 2018.
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5.2 各教員等の学会等での活動

各教員等が 2017年 1月 ∼2018年 12月の間に行った学会等での活動内容．なお (a)∼(e)の区分は以下のとおり．
(a) 国際研究集会発表
(b) 国内外委員会，雑誌エディタ等
(c) 受賞
(d) 発明特許
(e) 共同研究

5.2.1 数理系研究部門

小屋口 剛博
(e) 3次元噴煙モデルとレーダー観測による火山灰拡散降下モデルの高度化, 代表, 鈴木雄治郎 (東大地震研)・小園

誠史 (防災科研)・真木雅之 (防災科研)・前坂剛 (防災科研)・萬年一剛 (温泉地学研), 6名, 2012.4–2017.3.
浅水波・噴煙結合モデルによる火砕流ダイナミクスの解明, 代表, 鈴木雄治郎 (東大地震研), 2名, 12,800千円,

2017.4–2020.3.

波多野 恭弘
(b) 物性研究, 各地編集委員, 2007.4–.

Association pour l’Etude de la MicroMcanique des Milieux Granulaires, COMMITTEE MEMBER, 2013.7–.
(e) Deformation, Flow and Rupture of Soft Matter, 代表, Valerie Vidal (ENS Lyon)他, 14名, 2500千円, 2010.7–.

高圧下における地盤材料の圧縮，せん断と固化のマイクロメカニックス, 分担, 松島亘志 (筑波大), 5名, 12,350
千円, 2014.4–2017.3.

非平衡物理学に基づくスロー地震と通常の地震の統一的理解, 代表, 山口哲生 (九州大)，鈴木岳人 (青学大)，住
野豊 (東京理科大)他, 7名, 94,380千円, 2016.7–2021.3.

基礎科学の挑戦: 複合・マルチスケール問題を通した極限の探求, 分担, 久保百司 (東北大)他, 50名, 131,000,000
千円, 2016.9–2018.3.

Effect of a weak periodic modulation on earthquakes, 代表, Francois Petrelis (ENS Paris), Alexandre Schubnel
(ENS Paris)他, 7名, 1000千円, 2017.4–2019.3.

亀 伸樹
(b) 地震学会・学会誌「地震」編集委員, 委員, 2015.4–2017.3.

日本地震学会, 代議員, 2016.4–2018.3.
日本地球惑星科学連合, 役員, 2016.4–2018.3.
日本地球惑星科学連合, 代議員, 2018.4–2020.3.
日本地震学会, 代議員, 2018.5–2020.4.

(c) 木村将也 (修士課程 2年)修士論文「地震の即時重力変化検出の研究」2017年度東京大学理学系研究科奨励賞,
3月 22日, 2018.

西田 究
(b) 日本地震学会代議員, 2012.4–.

日本地震学会，大会・企画委員, 2015.4–2017.3.
日本地震学会表彰委員, 2016.4–2018.3.

(c) AGU’s Outstanding Reviewers of 2017, 6月 4日, 2018.6.4.

5.2.2 地球計測系研究部門

今西 祐一
(b) 日本測地学会, 評議員, 2017.6–2019.5.

日本測地学会, 編集委員長, 2018.6–2020.5.
(e) 科学研究費挑戦的萌芽「反磁性体を用いた磁気浮上式重力計の開発」, 代表, 高森昭光 (東大), 2名, 2400千円,

2014.4–2018.3.
地震研究所共同研究特定 B「地震波・微気圧波計測を融合した地殻・大気中現象の波源・規模推定」, 分担, 山

本真行 (高知工科大学)ほか, 13名, 1171千円, 2014.4–2017.3.
科学研究費基盤 B「重力・地震波の同時観測によるスロースリップ発生域の浅層地下水モニタリング」, 分担,

名和一成 (産総研)ほか, 7名, 12700千円, 2014.4–2017.3.
科学研究費挑戦的萌芽「高感度重力場変動計測による巨大地震即時検知, 分担, 綿田辰吾 (東大)ほか, 5名, 2900
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千円, 2015.4–2017.3.
地震研究所共同研究特定 B「重力測定技術の高度化と新技術の活用による地球変動観測」, 分担, 名和一成 (産

総研)ほか, 16名, 3442千円, 2016.4–2019.3.
新潟大学災害・復興科学研究所共同研究「精密重力観測のための積雪重量の簡易観測定及び推定方法の確立」,

代表, 河島克久 (新潟大学)ほか, 3名, 240千円, 2017.4–2018.3.
地震研究所共同研究特定 B「国内インフラサウンド稠密観測網の確立」, 分担, 山本真行 (高知工科大学)ほか,

2018.4–2021.3.
新潟大学災害・復興科学研究所共同研究「精密重力観測のための積雪重量の簡易観測定及び推定方法の確立」,

代表, 河島克久 (新潟大学)ほか, 3名, 250千円, 2018.4–2019.3.

中谷 正生
(b) 日本地震学会, 代議員, 2009.5–2020.3.

IASPEI, コンビーナー, 2016.12–2017.8.
(c) International Journal of the JSRM，Most Viewed Artricles (Acoustic emission monitoring for mitigating seismic

risks in deep gold mines in South Africa), 12月 31日, 2017.12.31.
(e) 地震先行現象・地震活動予測, 代表, 長尾年恭 (東海大学海洋研究所), 30名, 158,170千円, 2014.4–2019.3.

次世代プレート境界地震発生モデル構築のための実験的・理論的研究, 代表, 清水以知子 (東大理)・鈴木岳人 (青
山学院大学)・桑野修 (海洋研究開発機構)・野田博之 (海洋研究開発機構), 9名, 14,840千円, 2014.4–2019.3.

地震活動の時空間パターンと断層および地震サイクルとの関係, 分担, 遠田晋次 (東北学災害科学国際研究所:代
表)・加藤愛太郎 (名大)・勝俣啓 (北大)・Enescu Bogdan(つくば大学)・Zhuang Jiancang(統数研)・片尾浩
(京大防災研)・岩田貴樹 (常磐大学), 11名, 24,000千円, 2014.4–2019.3.

電磁気的地震先行現象の観測と統計評価による他種の先行現象との比較, 分担, 長尾年恭 (東海大：代表)・茂木
透 (北大)・西村卓也 (京大防災研)・松島健 (九大)・鴨川仁 (東京学芸大)・服部克己 (千葉大)・末廣潔 (東京
海洋大)・筒井稔 (京都産業大), 18名, 67,920千円, 2014.4–2019.3.

南アフリカ大深度鉱山での AE計測による岩盤破壊規模と時期の予測に関する研究, 分担, 森谷祐一 (東北大・
工)・川方裕則 (立命館大・工)・直井誠 (京大・工), 4名, 28,200千円, 2014.4–2018.3.

岩石変形実験による地殻の力学物性の解明：流体の影響, 分担, 代表：清水以知子 (東大・理), 7名, 60,380千円,
2014.4–2019.3.

南アフリカ大深度金鉱山における微小破壊観測データを用いた 岩盤中の亀裂形成プロセスと断層上の微小破
壊活動様式の解明, 分担, 直井誠 (京大), 森谷祐一 (東北大), 川方裕則 (立命館大), 矢部康男 (東北大), 5名,
309千円, 2016-G-02, 2016.4–2017.3.

綿田 辰吾
(e) 高感度重力場変動計測による巨大地震即時検知, 代表, 亀伸樹・新谷昌人・今西祐一・安東正樹 (東大・理), 5名,

2,900千円, 2015.4–2017.3.
高感度重力勾配センサによる地震早期アラート手法の確立, 分担, 安東正樹・道村唯太 (東大・理)・亀伸樹, 4名,

203,500千円, 2016.9–2022.3.
高感度重力勾配センサによる地震早期アラート手法の確立, 分担, 安東 正樹 (代表：東大・理)・道村 唯太 (東

大・理)・亀 伸樹 , 4名, 264,550千円, 2018.10–2022.3.

5.2.3 物質科学系部門

武井 (小屋口) 康子
(b) 地震学会, 代議員, 2003.4–.

中井 俊一
(e) 科学研究費　基盤 C ウランートリウム放射非平衡による九州の火山の成因の研究, 代表, 三好雅也 (福井大学),

2名, 3,600千円, 2014.4–2017.3.
平尾台に露出する破砕岩中に存在する地殻流体の起源の解明, 分担, 安東淳一 (広島大), 2名, 2016.4–2017.3.
破砕岩中に存在する地殻流体の系統的研究, 分担, 安東淳一 (広島大), 2名, 2017.4–2018.3.
科学研究費　基盤 C 沈み込み帯マグマへの流体と堆積物メルトの寄与を制約するためのホウ素分析法の開発,

代表, 三好雅也 (福井大), 2名, 3,300千円, 2018.4–2021.3.

安田 敦
(b) 日本火山学会, 事業委員, 2013.7–2018.6.

日本火山学会, 広報委員, 2016.7–2020.6.
日本火山学会, 各賞選考委員, 2018.7–2020.6.

(e) 科研費基盤 B「火口近傍観測による火道内物理プロセスの解明 ―無人ヘリによるアプローチ―」, 分担, 大湊
隆雄 (代表：東京大学)他, 10名, 2014.4–2017.3.
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山梨県試験研究重点化事業「富士山火山防災のための火山学的研究－噴火履歴と噴火シミュレーション－」,
分担, 内山　高 (代表：山梨県富士山科学研究所)，吉本充宏，金子隆之，他, 10名, 2014.4–2017.3.

災害の軽減ー火山観測研究計画「揮発性成分定量による活火山爆発力ポテンシャル評価とマグマ溜まり深度の
再決定」, 代表, 嶋野岳人 (常葉大学), 2名, 2014.4–2019.3.

災害の軽減ー火山観測研究計画「衛星赤外画像による噴火推移の観測と類型化に関する研究」, 分担, 金子隆之
(代表：東京大学)他, 4名, 2014.4–2019.3.

地震研一般共同研究「斜長石斑晶の元素拡散プロファイル解析に基づく，富士山のマグマ噴火タイムスケール
の検討」, 分担, 石橋秀巳 (代表：静岡大)他, 4名, 2016.4–2017.3.

地震研一般共同研究「玄武岩質～安山岩質テフラ試料の定量的記載法の確立」, 分担, 嶋野岳人 (代表：常葉大
学)他, 3名, 2016.4–2017.3.

地震研一般共同研究「阿蘇-4火砕噴火および前駆噴火噴出物に含まれる鉱物中のメルト包有物の研究 (2)」, 分
担, 長谷中利昭 (代表：熊本大学)他, 4名, 2016.4–2017.3.

科研費基盤 C「噴火規模と噴火様式の時間変化の原因を探る:マグマ溜りの状態変化の物質科学的研究」, 代表,
3名, 3,600千円, 2016.4–2019.3.

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト　次世代火山研究推進事業「課題Ｃ-1火山噴火の予測技術の開発：
火山噴出物分析による噴火事象分岐予測手法の開発」, 代表, 鈴木由希 (早稲田大)，嶋野岳人 (常葉大)，石
橋秀巳 (静岡大)，長谷中利昭 (熊本大)，中村美千彦 (東北大)，東宮昭彦 (産総研)，宮城磯治 (産総研), 8
名, 89,310千円, 2016.11–2017.3.

地震研一般共同研究「斜長石斑晶の元素拡散プロファイル解析に基づく，富士山のマグマ噴火タイムスケール
の検討 (その 2)」, 分担, 石橋秀己 (代表：静岡大学), 5名, 2017.4–2018.3.

地震研一般共同研究「阿蘇-5 マグマの探求:後カルデラ噴出物に含まれる鉱物中のメルト包有物の分析」, 分担,
長谷中利昭 (代表：熊本大学), 4名, 2017.4–2018.3.

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト　次世代火山研究推進事業「課題Ｃ-1火山噴火の予測技術の開発：
火山噴出物分析による噴火事象分岐予測手法の開発」, 代表, 鈴木由希 (早稲田大)，嶋野岳人 (常葉大)，石
橋秀巳 (静岡大)，長谷中利昭 (熊本大)，中村美千彦 (東北大)，東宮昭彦 (産総研)，宮城磯治 (産総研), 8
名, 30,000千円, 2017.4–2019.3.

科研費基盤 B「火山噴火推移予測のための数理統計学的手法による噴出物データの解析研究」, 分担, 嶋野岳人
(代表：常葉大学)，三輪 学央 (防災科学技術研)，上木賢太 (東大地震研)，井口正人 (京大防災研)　他, 9
名, 2017.4–2020.3.

地震研一般共同研究「噴出物記載継承のためのテフラ試料の定量的記載法の確立」, 分担, 嶋野岳人 (代表：常
葉大学), 2名, 2017.4–2018.3.

地震研一般共同研究「新期榛名火山のカルデラ噴火前後のマグマ供給系進化」, 分担, 鈴木由希 (代表：早稲田
大学), 3名, 2017.4–2018.3.

富士山の玄武岩質マグマの火道上昇中におけるマイクロライト成長過程の検討, 分担, 石橋 秀巳 (代表：静岡大
学), 3名, 2018.4–2019.3.

ラピリサイズのテフラ試料の定量的記載法の確立とデータ蓄積, 分担, 嶋野岳人 (代表：常葉大学), 3名, 2018.4–
2019.3.

阿蘇-5マグマの探求:メルト包有物 によるカルデラ期と後カルデラ期の比較, 分担, 長谷中利昭 (代表：熊本大
学), 5名, 2018.4–2019.3.

三浦 弥生
(b) 日本惑星科学会・欧文誌専門委員, 委員, 2009.1–2018.12.
(e) はやぶさ 2サンプリング SG , 分担, 澤田弘崇 (JAXA/ISAS)ほか, 約 20名, 2013.1–2022.3.

惑星表面その場年代計測装置の開発, 分担, 杉田精司 (東京大学)ほか, 8名, 14000千円, 2014.4–2017.3.
はやぶさ 2受入施設設備仕様検討, 分担, 安部正真 (JAXA/ISAS)ほか, 約 30名, 2015.6–2017.3.
MMX搭載機器・レーザ誘導絶縁破壊分光実験装置に関する研究, 分担, 亀田真吾 (立教大学)ほか, 11名, 2015.8–

2017.12.
MMXサンプリング装置・開発理学チーム, 分担, 澤田弘崇 (JAXA/ISAS)ほか, 2016.6–2022.3.
着陸機による火星環境探査 RG, 分担, 臼井寛裕 (東京工業大学)ほか, 35名, 500千円, 2016.7–2021.3.
科学研究費　基盤 A 「超小型火星探査機用 Ne計測装置の基礎開発」, 分担, 杉田精司 (東京大学)ほか, 7名,

35,000千円, 2017.4–2020.3.
岩石・隕石中の希ガス同位体分析と Ar-Ar年代測定開発, 分担, 岡崎隆司 (九州大学)ほか, 5名, 2018.4–2023.3.
はやぶさ 2カプセル回収, 分担, 中澤暁・澤田弘崇 (JAXA/ISAS)ほか, 約 30名, 2018.7–2021.12.

5.2.4 災害科学系研究部門

古村 孝志
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(b) EPS Special Issue, Guest Edutor, 2011.12–.
(公社)日本地球惑星科学連合, 代議員, 2016.4–2018.3.
(公社)日本地震学会地震学が社会に伝える連絡会議, 議長, 2016.4–2018.4.
(公社)物理探査学会, 代議員, 2016.4–2018.3.
(公社)日本地球惑星科学連合, 理事・副会長, 2016.5–2018.5.
(公社)物理探査学会, 代議員, 2018.4–2020.3.
(公社)日本地球惑星科学連合, 理事・副会長, 2018.5–2020.5.
(公社)日本地球惑星科学連合, 副会長, 2018.5–2020.4.

(e) ハイパフォーマンスコンピューティング技術利用による津波災害予測に関する研究, 代表, 大石祐介 (富士通研
究所), 1名, 1500千円, 富士通研究所, 2017.4–2018.3.

壁谷澤 寿海
(b) 日本建築学会学術推進委員会文教施設小委員会, 委員, 2012.4–2020.3.

日本建築学会構造委員会鉄筋コンクリ－ト構造運営委員会応答スペクトルによる耐震設計小委員会, 委員,
2013.4–2017.3.

日本建築学会災害委員会, 委員長, 2013.4–2017.3.
日本建築学会学術推進委員会, 委員, 2013.4–2017.3.
東日本大震災合同調査報告書 (建築)編集委員会, 委員, 2013.4–2019.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コンクリ－ト構造運営委員会部材性能評価小委員会壁部材ＷＧ,委員, 2014.4–2018.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コンクリ－ト構造運営委員会応答スペクトルによる耐震設計小委員会性能評価指

針作成WG, 委員, 2015.4–2017.3.
日本建築学会関東支部地震災害調査連絡会世話人会, 委員, 2015.4–2019.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コンクリ－ト構造委員会, 委員, 2015.4–2017.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コンクリ－ト構造委員会 RC規準改定小委員会, 委員, 2015.4–2019.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コンクリ－ト構造運営委員会保有水平耐力計算規準対応小委員会, 委員, 2015.4–

2019.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コンクリ－ト構造運営委員会応答スペクトルによる耐震性能評価 WG, 委員,

2017.4–2019.3.
(e) 倒壊限界と地震動被災を考慮した津波による建物の崩壊メカニズムに関する研究, 代表, 壁谷澤 寿海 (東京大学

地震研究所)，有川太郎 (港湾空港技術研究所)，壁谷澤 寿一 (国土技術政策総合研究所)，井上波彦 (国土
技術政策総合研究所)，楠浩一 (東京大学地震研究所), 5名, 10,100千円, 2014.4–2018.3.

倒壊限界と地震動被災を考慮した津波による建物の崩壊メカニズムに関する研究, 代表, 壁谷澤 寿一 (首都大学
東京)・有川 太郎 (中央大学)・楠 浩一 (東京大学)・井上 波彦 (建築研究所)・松山 昌史 (連携研究者，電力
中央研究所) , 5名, 31500千円, 2014.4–2018.3.

鉄筋コンクリ-ト造耐震壁の耐震性能評価法に関する研究, 代表, 河野進 (東京工業大学)楠浩一 (東京大学)向井
智久 (建築研究所)長江拓也 (名古屋大学)壁谷澤寿一 (首都大学東京)北山和宏 (首都大学東京)加藤大介 (新
潟大学)田尻清太郎 (東京大学)津田和明 (近畿大学)真田靖士 (大阪大学)梶原浩一 (防災科学技術研究所),
Kenneth J. Elwood(University of Auckland), Rick Henry(UA), Stefano Pamanin(UC), Rajesh Dhakal(UC),
Des Bull(UC), Tim Sullivan(UC), Lucas Hogan(UA), Yiqiu Lu(UA), Farhad Dashti(UC), Alex Shegay(UA),
Alistair Russell(HC), 12 (日本), 3798千円, 2016.4–2018.3.

纐纈 一起
楠 浩一

(b) 一般社団法人　日本建築学会　壁式構造運営委員会, 委員, 2010.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　災害本委員会, 幹事, 2011.4–2017.3.
一般社団法人　日本建築学会　壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準検討小委員会, 幹事, 2011.4–2017.3.
一般社団法人　日本建築学会　原子力建築運営委員会, 委員, 2013.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　鉄筋コンクリート構造運営委員会, 委員, 2013.4–2019.3.
一般財団法人　日本建築センター, 評価員，試験員，評定委員, 2014.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　卒業論文等顕彰事業委員会 (2015), 委員, 2014.4–2017.3.
一般社団法人　日本建築学会　原子力建築運営委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　鉄筋コンクリート厚肉壁式床壁構造設計指針作成小委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
一般財団法人　日本建築センター　コンクリート構造審査委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　構造モニタリング小委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　非構造部材の耐震設計指針改定小委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
一般社団法人　日本免震構造協会　構造評定委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
公益社団法人　全国宅地擁壁技術協会　国土交通大臣認定擁壁の製造工場認証のための工場実地調査にかかる

工場調査委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
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一般財団法人　日本建築防災協会　構造計算調査委員会　および　レビュー部会, 委員, 2014.4–2019.3.
一般社団法人　建築研究振興協会　耐震診断委員会, 専門委員, 2014.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築センター　建築技術 (耐震改修工法等)審査委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築センター　耐震診断評定委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
公益社団法人　ロングライフビル推進協会　「耐震診断・耐震改修計画評定委員会 (東京委員会)」, 委員, 2014.4–

2019.3.
株式会社　 URリンケージ, UR賃貸低層建築物の耐震診断等検討委員会, 2014.4–2019.3.
一般財団法人　ベターリビング, 認定員及び試験員, 2014.4–2019.3.
一般財団法人　ベターリビング　鉄筋コンクリート構造評定委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
一般財団法人　ベターリビング　建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務に係る専門家委員, 委員, 2014.4–

2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　応答スペクトルによる耐震設計小委員会, 幹事, 2015.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　保有水平耐力計算規準対応小委員会, 幹事, 2015.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　 RC規準改定小委員会, 委員, 2015.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会　軍艦島コンクリート系建築物の健全度調査小委員会, 幹事, 2015.4–2019.3.
公益社団法人　プレストレストコンクリート工学会　コンクリート構造診断技術講習会, 委員, 2015.4–2019.3.
公益社団法人　プレストレストコンクリート工学会　コンクリート構造診断士委員会, 委員, 2015.4–2019.3.
一般財団法人　日本建築センター，電算プログラム審査委員会, 委員, 2015.4–2019.3.
一般社団法人　建築研究振興協会／建築構造分野の活性化支援委員会, 委員, 2016.4–2019.5.
公益社団法人　日本コンクリート工学会，危急存亡状態のコンクリート構造物対応委員会, 幹事, 2017.4–2019.3.
公益社団法人　日本コンクリート工学会，コンクリート工学編集委員会, 幹事, 2017.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会，災害委員会, 委員, 2017.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会，鉄筋コンクリート組積造設計・計算規準検討小委員会, 委員, 2017.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会，壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準小委員会, 委員, 2017.4–2019.3.
一般社団法人　日本建築学会，建物健全性モニタリング小委員会, 委員, 2017.4–2019.3.
日本コンクリート工学会/JCI-ACI Collaboration Committee, 委員, 2017.4–2019.3.

三宅 弘恵
(b) 日本地震学会, 代議員, 2006.5–2020.3.

日本建築学会構造委員会振動運営委員会地盤震動小委員会WG, 委員, 2011.4–2019.3.
Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Associate Editor, 2011.9–2019.12.
日本地震工学会 17WCEE招致委員会, 委員, 2013.12–2017.1.
防災科学技術研究所強震観測事業推進連絡会議, 幹事, 2014.7–2019.3.
日本地震学会強震動委員会, 委員, 2015.4–2019.3.
JpGU-AGU Joint Meeting 2017 Task Force, Member, 2015.5–2017.5.
日本地球惑星科学連合グローバル戦略委員会, 委員, 2015.5–2018.5.
土木学会地震工学委員会, 委員, 2016.4–2019.3.
IAG-IASPEI 2017 Local Organizing Committee, Member, 2016.5–2018.3.
日本地球惑星科学連合情報システム委員会, 委員, 2016.6–2018.5.
日本地震学会欧文誌運営委員会, 委員, 2017.4–2018.3.
Earth, Planets and Space Steering Committee, Member, 2017.4–2019.3.
産業技術総合研究所文部科学省委託事業外部評価委員会, 委員, 2018.2–2018.3.
日本地震学会欧文誌運営委員会, 委員長, 2018.4–2020.3.
建築研究所国際地震工学研修カリキュラム部会, 委員, 2018.4–2020.3.
日本地震学会, 理事, 2018.5–2020.5.

(c) 2016年度日本地震工学会論文賞, 5月 19日, 2017.5.19.
(e) 文部科学省受託研究「日本海地震・津波調査プロジェクト」, 分担, 篠原雅尚 (代表)ほか, 2013.8–2020.3.

文部科学省受託研究「別府－万年山断層帯 (大分平野－由布院断層帯東部)における重点的な調査観測」, 分担,
竹村惠二 (代表：京大)ほか, 2014.7–2017.3.

平成 27年度科学研究費 (基盤 (B))「動力学的震源を活用した地震ハザード評価の新展開」, 代表, 三宅弘恵 (代
表)・加瀬祐子・松島信一・関口春子・井出哲・青地秀雄・P. Martin Mai, 7名, 13,260千円, 2015.4–2018.3.

地球規模課題対応国際科学技術協力事業「ネパールヒマラヤ巨大地震とその災害軽減の総合研究」, 分担, 纐纈
一起 (代表)ほか, 2015.6–2021.7.

平成 28年度科学研究費 (特別研究促進費)「2016年熊本地震と関連する活動に関する総合調査」, 分担, 清水洋
(代表：九大)ほか, 49,900千円, 2016.4–2017.3.

拠点間連携共同研究 (課題募集型研究)「長周期地震動予測のための深部地盤構造モデル化手法の高度化に関す
る共同研究」, 分担, 山中浩明 (代表：東工大)ほか, 2016.4–2018.3.

拠点間連携共同研究 (参加者募集型特定分科研究)「巨大地震の災害リスク評価のための震源モデルの構築」,
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分担, 古村孝志 (代表)・西村卓也・望月公廣・小原一成・原田智也・関谷直也・三宅弘恵, 7名, 3500千円,
2016.4–2018.3.

日本学術振興会論文博士号取得希望者に対する支援事業「ネパール都市部における地盤増幅特性研究と地震動
予測式の開発」, 分担, 纐纈一起 (代表)ほか, 4名, 3600千円, 2016.4–2019.3.

文部科学省受託研究「平成 28年熊本地震を踏まえた総合的な活断層調査」, 分担, 清水洋 (代表：九大)ほか,
2016.11–2019.3.

日本学術振興会二国間交流事業 (共同研究)「地殻内地震による強震動評価のための地下構造のモデル化手法の
適用性に関する研究」, 分担, 山中浩明 (代表：東工大)ほか, 2017.4–2019.3.

日本学術振興会研究拠点形成事業 (Ｂ．アジア・アフリカ学術基盤形成型)「南アフリカとインドの国際科学地
震掘削計画を軸にした研究交流」, 分担, 小笠原宏 (代表：立命館大)ほか, 2017.4–2020.3.

文部科学省受託研究「富士川河口断層帯における重点的な調査観測」, 分担, 佐藤比呂志 (代表)ほか, 2017.12–
2020.3.

5.2.5 地震予知研究センター

平田 直
(c) 防災功労者内閣総理大臣表彰, 9月 1日, 2017.9.1.
(e) 都市の脆弱性が引き起こす激甚災害軽減化プロジェクト：サブプロジェクト① 首都直下地震の地震ハザード・

リスク予測のための調査・研究, 代表, 木村尚紀 (防災科研)，佐藤比呂志 (地震研)，佐竹健司 (地震研)，
鶴岡弘 (地震研)，堀宗郎 (地震研)，酒井慎一 (地震研)，中川茂樹 (地震研)，石川正弘 (横浜国大), 30名,
1,367,800千円, 2012.7–2017.3.

戦略的創造研究推進事業 CREST,研究領域「計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェント計測・解
析手法の開発と応用」 研究課題名「次世代地震計測と最先端ベイズ統計学との融合によるインテリジェ
ント地震波動解析」, 代表, 東大・情報理工, 約 20名名, 200,000千円, 2017.4–2022.3.

佐藤 比呂志
(c) 2017年石油技術協会春季講演会優秀発表賞, 6月 15日, 2017.6.15.

上嶋 誠
(e) 大島・三宅島における長基線地電位差モニター, 代表, 笹井洋一・小山崇夫・小河勉 (東大地震研)・長尾年恭・

上田誠也 (東海大海洋), 5名, 年 1,000千円, 1994.4–2020.3.
臨界現象から捉えた多種の地震先行現象と地震との因果性に関する検討, 分担, 上田誠也 (東大地震研)，鴨川仁

(東京学芸大教育), 3名, 3,700千円, 2014.4–2017.3.
プレート境界すべり現象モニタリングに基づくプレート間カップリングの解明, 分担, 小原一成・蔵下英司 (東

大地震研)・吉村良慧 (京大防災研)・長尾年恭 (東海大)ほか, 約 30名, 8,400千円, 2014.4–2019.3.
地殻応答による断層への応力載荷過程の解明と予測, 分担, 松沢暢・市來雅啓 (東北大理)・坂中伸也 (秋田大国

際)・小川康雄 (東工大火山流体研究セ)・飯高隆 (東大地震研)ほか, 約 40名, 10,890千円, 2014.4–2019.3.
地形・地質学，地球物理学，地球化学データによる地殻変動の予測に関する総合的研究, 分担, 梅田浩司 (弘前

大学理工)，浅森浩一，奥山哲，渡部豪 (日本原子力研究開発機構), 5名, 5,200千円, 2015.4–2019.3.
2016年熊本地震と関連する活動に関する総合調査, 分担, 清水洋，松本聡，相澤広記，松島健 (九大理)，宇津木

充 (京大理)，酒井慎一，三宅弘恵，纐纈一起 (東大地震研)ほか, 35名, 49,900千円, 2016.4–2017.3.
スロー地震学, 代表, 望月公廣，蔵下英治，飯高隆 (東大地震研)，市原寛 (神戸大海事科学)，相澤広記 (九大理)，

吉村良慧 (京大防災研)，多田訓子 (ＪＡＭＳＴＥＣ)ほか, 12名, 千円, 2016.7–2021.3.
MT法 3次元インヴァージョン解析の高度化に関する研究, 代表, 長谷英彰 (地熱技術開発株式会社), 2名, 6,000

千円, 2016.8–2017.3.
火山影響評価に係る技術的知見の整備, 代表, 畑真紀 (東大地震研)，松島喜夫 (産業総合研究所)ほか, 5名, 9,000

千円, 2017.4–2018.2.
火山影響評価に係る技術的知見の整備, 代表, 畑真紀 (東大地震研)，松島喜夫 (産業総合研究所)ほか, 5名, 9,000

千円, 2018.4–2019.2.

山野 誠
(b) 日本地震学会, 学校教育委員会委員, 1999.5–2019.3.

日本地震学会, 理事, 2014.5–2018.4.
日本地震学会, 地震学を社会に伝える連絡会議委員, 2014.5–2019.3.

(e) 科学研究費 (基盤 (B))「沈み込むプレート上層部における間隙流体循環の解明と巨大地震発生帯への影響の評
価」, 代表, 後藤忠徳 (京都大学)・笠谷貴文 (JAMSTEC)・川田佳史 (東北大学)ほか, 10名, 13,400千円,
2015.4–2018.3.

科学研究費 (新学術領域研究)「核-マントルの相互作用と共進化 ～統合的地球深部科学の創成～」, 分担, 土屋
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卓久 (代表：愛媛大学)ほか, 約 60名, 2015.4–2020.3.
科学研究費 (基盤 (A))「海溝近傍での海洋プレート変形に伴う水・熱の流動過程とその沈み込み帯への影響の

解明」, 代表, 佐野有司・朴進午 (大気海洋研究所)・平野直人・川田佳史 (東北大学)・片山郁夫 (広島大学)・
土岐知弘 (琉球大学)・笠谷貴史 (JAMSTEC), 8名, 34,200千円, 2018.4–2022.3.

石山 達也
(b) 地質学雑誌, 編集委員, 2016.5–.

日本活断層学会理事会, 理事, 2018.4–.
日本活断層学会災害委員会, 委員長, 2018.4–.

(e) 文部科学省研究開発局委託業務　都市災害プロジェクト ①首都直下地震の地震ハザード・リスク予測のため
の調査・研究, 分担, 平田直 (代表)・岩崎貴哉 (地震研)・小原一成 (地震研)・佐竹健治 (地震研)・酒井慎一
(地震研)・佐藤比呂志 (地震研)ほか, 2012.4–2018.3.

文部科学省研究開発局委託業務　日本海地震・津波調査プロジェクト, 分担, 篠原雅尚 (地震研・代表)・佐藤比
呂志 (地震研)・佐竹健治 (地震研)・橋間昭徳 (地震研)ほか, 2013.4–2021.3.

平成 27-29年度科学研究費 (萌芽研究)海底活断層の活動性解明のための離水岩石海岸地形の露出年代測定, 代
表, 松多信尚 (岡山大・教育)・廣内大助 (信州大・教育)・若狭　幸 (秋田大・国際資源)・藤田奈津子 (JAEA)・
越後智雄 (地域地盤環境研), 6名, 3770千円, 2015.4–2018.3.

平成 28-32年度 (基盤A)科学研究費高解像度地形データを活用した新たな電子活断層図の作成, 連携, 宮内崇裕
(千葉大・理), 20名, 2016.4–2021.3.

平成 28-30年度科研費 (基盤 B)　一まわり小さな地震を考慮した活断層の地震発生予測モデルの構築, 分担, 廣
内大助 (信州大・教育)・松多信尚 (岡山大・教育)ほか, 6名, 2016.4–2019.3.

加納 靖之
(b) 歴史地震研究会広報出版委員会, 委員, 2017.11–2019.10.

日本地震学会地震編集委員会, 委員, 2018.4–2019.3.
日本地震学会, 代議員, 2018.4–2020.3.
Asia Oceania Geosciences Society, SE Section Secretary, 2018.7–2019.7.
情報処理学会, じんもんこん 2018実行委員, 2018.7–2018.12.
歴史地震研究会, 幹事, 2018.11–2019.10.

(e) 共同研究 (一般研究)「史料の収集・翻刻・解析による過去の黄砂イベントの復元」, 代表, 黒崎泰典 (鳥取大学),
3名, 2018.4–2019.3.

共同利用研究「跡津川断層周辺での地殻活動定常観測点の高性能化」, 代表, 3名, 2018.4–2019.3.
挑戦的研究 (開拓) 「天変地異のオープンサイエンス」, 分担, 矢守克也 (代表・京都大学)ほか, 8名, 2018.6–.

加藤 愛太郎
(b) 日本地震学会，大会企画委員会, 委員, 2015.4–2017.3.

日本地震学会，災害調査員会, 委員, 2016.4–2018.3.
防災学術連携体, 防災学術連携委員, 2016.4–2018.3.
国際測地学協会及び国際地震学・地球内部物理学協会合同学術総会 実行委員会, 委員, 2016.10–2018.3.
日本地震学会，大会企画委員会, 委員, 2017.7–2018.3.
日本地震学会，災害調査員会, 委員, 2018.4–2020.3.
防災学術連携体, 防災学術連携委員, 2018.4–2020.3.

蔵下　英司
(b) 日本地震学会「地震」編集委員会, 委員, 2018.4–.

西山 昭仁
(b) 歴史地震研究会，歴史地震，編集出版委員会, 委員, 2015.10–2017.9.

歴史地震研究会，歴史地震，編集出版委員会, 委員, 2017.10–2018.9.
(e) 平成 26年度科学研究費 (基盤 (C))「前近代の被害地震における被害評価方法の研究」, 代表, 1名, 3770千円,

前近代の被害地震における被害評価方法の研究, 2014.4–2017.3.
平成 28年度東京大学史料編纂所一般共同研究「近世公家日記を用いた地震活動評価の研究」, 代表, 西山昭仁

(代表)，佐藤孝之・松澤克行・荒木裕行 (東大史料編纂所), 4名, 370千円, 2016.4–2017.3.
前近代の歴史地震における都市域での被害要因の研究, 代表, 1名, 3640千円, 2018.4–2021.3.

橋間 昭徳
(c) Earth, Planets and Space, Highlighted Papers 2017, 2月 26日, 2018.2.26.
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5.2.6 火山噴火予知研究センター

武尾 実
(e) KM2O-Langevin方程式理論に基づく地震波動の解析手法の開発, 代表, 岡部靖憲 (東大院・情報理工学系研究

科)，松浦真也 (東大院・情報理工学系研究科, 5名, 2002.4–.

市原 美恵
(b) 日本火山学会 60周年記念事業実行委員会, 委員長, 2014.7–2017.6.

Earth Planets and Space 運営委員会, 委員, 2016.7–.
日本火山学会, 理事, 2016.7–2018.6.
地球惑星科学委員会 IUGG分科会 IAVCEI小委員会, 委員, 2018.4–2020.9.
日本火山学会, 理事, 2018.7–.

(e) 地震研究所共同利用特定共同研究 (Ｂ)「地震波・微気圧波計測を融合した地殻・大気中現象の波源・規模推定」,
その他, 山本真行 (高知工科大学)・今西祐一 (地震研)他, 15名, 2014.4–2017.3.

平成 27年度科学研究費 (挑戦的萌芽)「全包括的な火山噴火現象解明を目指した模擬火山実験」, 代表, 桑野修
(JAMSTEC), 2名, 2,800千円, 2015.4–2018.3.

平成 27年度科学研究費 (基盤 (A))「離島火山活動のリモートモニタリングの実現」,分担,杉岡裕子・(JAMSTEC)
他, 9名, 2015.4–2018.3.

平成 27年度科学研究費 (基盤 (A))「プレート境界沈み込みに伴う南部チリ弧火成作用の多様性とマグマ生成
過程の全容解明, 分担, 折橋裕二 (東大)他, 約 11名, 2015.4–2018.3.

平成 28年度科学研究費 (基盤 (B))「加速するマグマは硬くなるか軟らかくなるか－流体の脆性破壊過程の解明
と火山への応用」, 代表, 亀田正治・山中晃徳 (東京農工大学), 4名, 14,000千円, 2016.4–2019.3.

平成 28年度科学研究費 (基盤 (A))「遠隔操作の多項目観測による西之島形成プロセスの解明], 連携, 武尾実 (東
京大学)他, 約 20名, 2016.4–2019.3.

地震研究所共同利用特定共同研究 (Ｂ)「火山の空振モニタリング技術の確立」, 代表, 松島健 (九州大学)・岩国
真紀子 (日本気象協会)・Maurizio Ripepe (フィレンツェ大学)他, 10名, 2016.4–2018.3.

地震研究所共同利用特定共同研究 (Ｂ)「マグマ破壊シミュレーション手法の開発」, その他, 亀田正治 (東京農
工大学)・寅丸敦志 (九州大学)・奥村聡 (東北大学)他, 6名, 2017.4–.

動手頭脳刺激実験の大学初年次教育への導入，キッチン地球科学の提案, 分担, 栗田敬 (東京大学名誉教授)熊
谷一郎 (明星大学)他, 4名, 2018.4–2020.3.

前野 深
(b) 日本火山学会, HP委員, 2008.4–.

日本火山学会, 他学会連絡担当委員, 2012.7–.
Earth Planets and Space誌, 運営委員, 2013.4–.
日本地球惑星科学連合, 固体地球科学セクションボード, 2015.4–.
日本地球惑星科学連合, 代議員, 2018.6–.

(c) 日本火山学会論文賞, 5月 22日, 2017.5.22.
日本火山学会論文賞, 5月 22日, 2018.5.22.

大湊 隆雄
(b) 日本火山学会, 選挙管理委員会委員, 2017.11–2018.3.

鈴木 雄治郎
(b) 日本火山学会・大会委員会, 委員, 2016.7–2017.6.

日本火山学会・大会委員会, 委員, 2017.7–2018.6.
日本火山学会・大会委員会, 委員, 2018.7–2019.6.

金子 隆之
(e) 火口近傍観測による火道内プロセスの解明　－無人ヘリによるアプローチー, 分担, 大湊隆雄 (東大・地震研)・

井口正人 (京大・防災研)・安田敦 (東大・地震研)・金子隆之 (東大・地震研), 4名, 50千円, 2014.4–2017.3.
コロンビアにおける地震・津波・火山災害の軽減技術に関する研究開発, 分担, 熊谷博之 (名古屋大学・環境)・

ネルソン・プリード (防災科研)，松岡昌志 (東工大)，越村俊一 (東北大)，鷺谷威 (名大)他, 2015.4–2019.

及川 純
(e) 平成 27年度科学研究費 (基盤 (A)(一般))「無人機を用いた落下貫入型火山活動観測プローブの開発および西ノ

島新島での実証観測」, 分担, 田中智 (宇宙科学研究所)・村上英記 (高知大)・白石浩章 (宇宙科学研究所)・
他, 20名, 200千円, 2015.4–2018.3.
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5.2.7 海半球観測研究センター

歌田 久司
(b) 地球電磁気・地球惑星圏学会, 評議員, 2015.4–2017.3.

日本地球惑星科学連合, 代議員, 2016.4–2019.3.
日本地球惑星科学連合, 固体セクション・ボードメンバー, 2016.4–2019.3.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 評議員, 2017.4–2019.3.

(e) 太平洋における海底ケーブルネットワークによる電位差観測, 代表, A.D. Chave (WoodsHole海洋研究所)，A.
Flosadottir (NOAA PMEL), 5名, 1991.4–.

中国東北部における電磁気観測, 代表, 趙　國澤 (中国地震局地質研究所), 5, 1998.4–.
ロシア沿海州における地球電磁気観測, 代表, V. Nikiforov (ウラジオストク太平洋海洋研究所), 5, 2000.4–.

川勝 均
(b) 日本地震学会, 代議員, 2002.4–2018.3.

日本地球惑星科学連合 固体地球科学セクション, サイエンスセクションボードメンバー, 2009.12–2018.3.
日本地球惑星科学連合, 代議員, 2011.12–2018.3.
Progress in Earth and Planetary Science, Editor, 2013.9–2019.3.
日本地球惑星科学連合 顕彰委員会, 委員, 2015.6–2018.5.
Science, Member of Board of Reviewing Editors, 2016.7–2018.3.
EGU, Beno Gutenberg Medal, Selection Committee, member, 2017.5–2022.4.
日本地球惑星科学連合 固体地球科学セクション 「夢ロードマップ」タスクフォース, 委員長, 2018.1–2018.12.
日本地球惑星科学連合, 代議員, 2018.4–2020.3.
日本地球惑星科学連合 固体地球科学セクション, サイエンスセクションボードメンバー, 2018.4–2020.3.
日本地震学会, 代議員, 2018.4–2020.3.
日本地球惑星科学連合 顕彰委員会, 委員, 2018.6–2020.5.

(c) Beno Gutenberg Medal 2017, European Geosciences Union, 4月 26日, 2017.

塩原 肇
(b) 海洋調査技術学会, 評議員, 2017.10–2019.9.
(e) 平成 27年度科学研究費 (基盤 (A))「高性能海底地震計の革新的機能高度化へ向けた開発研究」, 代表, 篠原雅

尚・杉岡裕子・伊藤亜妃, 4名, 32,600千円, 2015.4–2020.3.
平成 27年度科学研究費 (基盤 (B))「巨大海台の正体を探る：海底地震・電磁気観測によるオントンジャワ海台

地下構造の推定」, 分担, 末次大輔 (代表：海洋研究開発機構), 2名, 2,500千円, 2015.4–2018.3.
平成 30年度科学研究費 (基盤 (A))「国際連携による太平洋アレイ (1):最古の太平洋マントルの探査」, 分担, 歌田

久司 (代表)・川勝均・塩原肇・竹内希・馬場聖至・一瀬建日・竹尾明子・他, 23名, 35,300千円, 2018.4–2021.3.

清水 久芳
(b) 日本地球惑星科学連合, ジャーナル編集委員, 2014.4–.

日本学術会議地球惑星科学委員会 IUGG分科会 IAGA小委員会, 委員, 2014.11–2019.9.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 大林奨励賞候補者推薦委員会委員, 2015.12–2017.11.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 将来構想WG 委員, 2017.11–2019.3.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 大林奨励賞候補者推薦委員会委員長, 2017.12–2019.11.

(c) EPS Excellent Paper Award 2018, 5月 21日, 2018.5.21.
(e) 科学研究費 (新学術領域研究)　核-マントルの地震・電磁気観測, 分担, 田中聡 (代表：海洋研究開発機構) ほか,

約 10名, 7400千円, 2015.4–2020.3.

竹内 希
(b) 日本地震学会, 役員, 2018.5–.
(e) 核―マントルの地震・電磁気観測, 分担, 田中 聡 (代表：海洋研究開発機構)ほか, 約 10名, 14200千円, 2015.4–

2020.3.
国際連携による太平洋アレイ (1)：最古の太平洋マントルの探査, 分担, 歌田久司 (代表：東大・地震研)ほか 6

名, 8名, 816千円, 2018.4–2021.3.

一瀬 建日
(b) 日本地球惑星科学連合/選挙管理委員会, 委員, 2017.8–2019.7.

馬場 聖至
(b) 地球電磁気・地球惑星圏学会, 第 28期運営委員, 2015.4–2017.3.

International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA), Division VI - Electromagnetic Induction in
the Earth and Planetary Bodies, Committee, 2015.6–.

Earth, Planets and Space誌運営委員会, 運営委員補佐, 2016.4–2017.3.
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Surveys in Geophysics, Lead Guest Editor, 2016.10–2017.11.
Earth, Planets and Space誌運営委員会, 議長, 2017.4–2019.3.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 第 29期運営委員, 2017.4–2019.3.
Surveys in Geophysics, Lead Guest Editor, 2018.8–2019.9.

(e) 海底電磁気観測網を生かしたマントル遷移層内水分布イメージングの革新, 代表, 小山崇夫 (東大・地震研)・松
野哲男 (東大・地震研)・藤井郁子 (気象大)・藤田茂 (気象大), 5名, 3,700千円, 2015.4–2019.3.

5.2.8 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター

大久保　修平
(b) 日本学術会議地球惑星科学委員会, 委員長, 2014.10–2017.9.

日本学術会議, 連携会員, 2017.10–2022.9.
日本学術会議地球惑星科学委員会, 委員, 2017.10–2020.9.

田中 宏幸
(b) International Workshop on High Energy Science: Muon and Neutrino Radiography, Organizer, 2008.6–.

Mu-RAY Workshop, Organizer, 2008.9–.
2nd International Workshop on High Energy Earth Science: Nu-TRAck and Mu-RAY Joint Meeting 09, Orga-

nizer, 2009.1–.
Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems, Associate editor, 2011.7–.
MUOGRAPHERS2014 (イタリア大使館), Organizer, 2014.11–.
東京大学-イタリア国立原子核物理学研究所-イタリア国立火山学地球物理学研究所　国際協定合意調印式 (イ

タリア大使館) (2014年), 企画, 2014.11–.
International Workshop on KamLAND Geoscience ; Toward Enhanced Reference Earth Models for Geoneutrino

Analysis, Co-organizer, 2015.1–.
地震研究所-ハンガリー科学アカデミーウィグナー物理学研究センター　国際協定調印式 (ハンガリー大使館),

企画, 2015.5–.
Nature Cafe 第 16回 素粒子，光で地球をのぞく － 夢の地球観測技術がもたらす革命, 主宰, 2015.6–.
MUOGRAPHERS2015, 主宰, 2015.6–.
MUOGRAPHERS2016 IM2N Symposium (ハンガリー大使館), 主宰, 2016.5–.
東京大学-ハンガリー科学アカデミーウィグナー物理学研究センター　知財協定調印式 (ハンガリー大使館)

(2016年), 企画, 2016.5–.
国際ミュオグラフィ研究所開所式 (イタリア大使館), 企画, 2016.11–.
地震研究所-イタリア国立宇宙物理学研究所　国際協定調印式 (イタリア大使館), 企画, 2016.11–.
JST Science Agora Session (欧州連合代表部) MUOGRAPHY: AN UNPRECEDENTED IMAGING TECH-

NIQUE TO VISUALISE VOLCANOES, 主宰, 2016.11–.
MUOGRAPHERS2016 General Assembly (欧州連合代表部), 主宰, 2016.11–.
地震研究所-ハンガリー科学アカデミーウィグナー物理学研究センター-NEC　物質移動ライセンス協定調印式

(ハンガリー大使館), 企画, 2017.5–.
MUOGRAPHERS2017 IM2N Symposium (ハンガリー大使館), 主宰, 2017.5–.
地震研究所-フランス地質調査所　国際協定調印式 (フランス大使館), 企画, 2017.10–.
MUOGRAPHERS2017 General Assembly (フランス大使館), 主宰, 2017.10–.
Muographers2018 General Assembly (イタリア外務省イタリア文化会館東京), 主宰, 2018.11–2018.12.

(e) ミュオン測定技術を用いた検層手法の開発, 代表, 電力中央研究所, 4名, 7800千円, ミュオン測定技術を用いた
検層手法の開発, 2013.4–2019.3.

2015年度科学研究費 (基盤 (A))マグマ動態の透視撮影を目指した並列低雑音ミュオグラフィテレスコープの
開発, 代表, 1名, 42120千円, マグマ動態の透視撮影を目指した並列低雑音ミュオグラフィテレスコープの
開発, 2015.4–2018.3.

2015年度科学研究費 (新学術領域研究 (研究領域提案型))ニュートリノ観測から制約する核－マントルの化学
組成, 代表, 山野 誠, 飯塚 毅, 渡辺 寛子, 榎本 三四郎 , 5名, 95810千円, ニュートリノ観測から制約する
核－マントルの化学組成, 2015.4–2020.3.

2016年度科学研究費 (挑戦的萌芽研究)火山の高解像度断層撮影を目指した空中ミュオグラフィ測定法の開発,
代表, 1名, 3640千円,火山の高解像度断層撮影を目指した空中ミュオグラフィ測定法の開発, 2016.4–2018.3.

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト先端的な火山観測技術の開発「新たな技術を活用した火山観測の
高度化」, 代表, Dezso Varga, 林 直人, 吉川 健啓, 林 武文, 5名, 281000千円, 新たな技術を活用した火山観
測の高度化, 2016.11–.

2008年度科学研究費 (基盤 (B))固体天体地下探査用ミュオグラフィを搭載した移動ロボットの開発と実証的
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研究, 分担, 宮本 英昭 (代表：東京大学, 大学院工学系研究科 (工学部))ほか, 5名, 16380千円, 固体天体地
下探査用ミュオグラフィを搭載した移動ロボットの開発と実証的研究, 2017.4–2019.3.

MATERIAL TRANSFER AND LICENSE AGREEMENT MWPC Muography Observation System, 代表, 日本
電気株式会社，ハンガリー科学アカデミーウィグナー物理学研究センター, 数名, 2400千円, MATERIAL
TRANSFER AND LICENSE AGREEMENT, 2017.5–2018.3.

サイロ貯蔵物の充塡構造可視化に関する研究, 代表, 神戸製鋼株式会社, 数名, 1000千円, サイロ貯蔵物の充塡構
造可視化に関する研究, 2018.4–2019.3.

宮本 成悟
(b) 日本写真学会/日本写真学会誌, 編集委員, 2016.4–.

5.2.9 巨大地震津波災害予測研究センター

堀 宗朗
(b) Journal of Earthquake and Tsunami, Managing Editor, 2007.1–.

International Journal of Sustainable Materials and Structure Systems, Member of Editorial Board, 2012.11–.
地盤工学会・日本応用地質学会・地震工学会断層委員会, 地震工学会代表委員・副委員長, 2014.10–2017.3.
Chinese academy of applied mechanics, International Member, 2015.4–.
Pacific Rim Forum on The Earthquake Resilience of Nuclear Facilities, Member of Steering Committee, 2015.4–.
原子力構造工学推進連絡会, 第 3分科会主査, 2016.6–.

(e) 高圧幹線の耐震性検討委員会, 代表, 東京ガス・エイト日技, 10名, 2,000千円, 2013.4–2017.3.

市村 強
(b) 土木学会応用力学委員会計算力学小委員会, 委員, 2004.4–.

土木学会地震工学委員会, 委員, 2005.12–.
土木学会応用力学論文集編集委員会, 副査, 2006.4–.
地震予知総合研究振興会/ガスパイプライン他の地震時挙動に関する研究委員会, 委員, 2009.4–.
土木学会応用力学委員会, 幹事, 2009.10–.
土木学会応用力学委員会イノベーション推進小委員会, 委員長, 2011.4–.
次世代スパコン戦略分野 3都市シミュレーション SWG, グループ主査, 2011.4–.
土木学会地震工学委員会想定地震動研究開発小委員会, 幹事長, 2012.4–.

長尾 大道
(b) International Workshop on Advances in High-Performance Computational Earth Sciences, Program Committee,

2016.1–2018.12.
(e) 科学研究費助成事業 基盤研究 (S)「次世代都市モデルの多数地震シナリオ統合地震シミュレーションに基づく

被害推定」, 分担, 堀宗朗 (代表：東大地震研)ほか, 4名, 5,000千円, 2013.4–2018.3.
科研費 (基盤研究 (B)(一般))「固体地球科学に資する次世代型データ同化法の創出」, 代表, 堀高峰 (JAMSTEC)

ほか, 10名, 12,600千円, 2014.4–2017.3.
科研費 (基盤研究 (A))「可聴下波動伝搬特性による南極域の多圏融合物理現象解明と温暖化影響評価」, 分担,

金尾政紀 (代表：国立極地研究所)ほか, 約 10名, 1,400千円, 2014.4–2019.3.
戦略的イノベーション創造プログラム (革新的構造材料)「マテリアルズインテグレーションシステムの開発」,

分担, 小関敏彦 (研究開発責任者：東大・工)ほか, 約 50名, 50,850千円, 2014.4–2019.3.
科研費 (新学術領域研究 (研究領域提案型)公募研究)「高速データ同化計算に資する疎性モデリングに基づく観

測行列デザイン」, 代表, 1名, 3,800千円, 2016.4–2018.3.
科研費 (基盤研究 (B)(一般))「通信回避・削減アルゴリズムのための自動チューニング技術の新展開」, 分担,

片桐孝洋 (代表：名大・情報基盤センター)ほか, 11名, 2,700千円, 2016.4–2019.3.
科研費 (基盤研究 (B)(一般))「大自由度モデルに基づくデータ同化のための革新的 4次元変分法の開発」, 代表,

堀高峰 (JAMSTEC)ほか, 8名, 12,200千円, 2017.4–2020.3.
科研費 (基盤研究 (B)(一般))「データ駆動型シミュレータに基づく自然災害リスク解析技術の開発」, 分担, 中

野慎也 (代表：統数研)ほか, 3名, 950千円, 2017.4–.
科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 CREST 「ベイズ推論とスパースモデリングによる計測と情報の

融合」, 分担, 岡田真人 (代表：東大新領域)日野英逸 (統数研)ほか, 10名, 60,000千円, 2017.10–.
科研費 (基盤研究 (B)(一般))「多変量季節調整法の研究・開発」, 分担, 北川源四郎 (代表：明治大)ほか, 7名,

2000千円, 2018.4–2022.3.

藤田 航平
(c) Best Paper Award (Fourth Workshop on Accelerator Programming Using Directives (WACCPD)), 11月 13日,

2017.11.13.
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Best Poster Award (SC17 The International Conference for High Performance Computing , Networking , Storage
and Analysis), 11月 16日, 2017.11.16.

ベストペーパーアワード (第 23回計算工学講演会), 8月 20日, 2018.
Best Paper Award, HPC Asia 2018, 1月 31日, 2018.1.31.

5.2.10 地震火山噴火予知研究推進センター

加藤　尚之
(b) 日本地震学会, 代議員, 2016.4–2018.3.

日本地震学会, 代議員, 2018.4–2020.3.
(e) 科学研究費 (基盤 (C))地震発生の規則性と複雑性の起源に関する研究, 代表, 加藤尚之 (東大・地震研)，川村光

(大阪大・理)，勝俣啓 (北海道大・理), 3名, 4,550千円, 2014.4–2017.3.

吉田 真吾
(b) 自然災害研究協議会, 委員, 2007.4–2017.3.
(e) 研究集会「地震発生の素過程」, 代表, 吉岡直人　他, 20名, 2003.4–.

飯高 隆
(b) 社団法人　日本地震学会, 代議員, 2016.4–2017.3.

社団法人　日本地震学会, 代議員, 2017.4–2018.3.
社団法人　日本地震学会, 代議員, 2018.4–2019.3.

大湊 隆雄
(b) 日本火山学会, 選挙管理委員会委員, 2017.11–2018.3.

青木 陽介
(b) 日本火山学会, 大会委員, 2004.10–.

日本地球惑星科学連合, コンビーナー 活動的火山, 2005.10–.
日本地球惑星科学連合, プログラム委員, 2007.10–.
Earth Planets and Space, Editor, 2015.1–2018.12.
Journal of Geophysical Research Solid Earth, Associate Editor, 2015.11–2019.12.

(e) 大都市における火山災害の評価:東京およびシンガポール, 代表, 藤田英輔 (防災科研)・常松佳恵 (富士山研)・
鈴木雄治郎 (東大・地震研)・清杉孝司 (神戸大) Fidel Costa (Earth Obs. Singapore), Caroline Bouvet de
Maisonneuve (Earth Obs. Singapore), Susanna Jenkins (Earth Obs. Singapore), Christina Widijwayanti
(Earth Obs. Singapore), Helena Albert (Earth Obs. Singapore), Sri Budhi Utani (Earth Obs. Singapore),
Wiran Li (Earth Obs. Singapore), 13名, 5,000千円, 2017.4–2019.3.

五十嵐　俊博
(e) 相似地震再来特性の理解に基づく地殻活動モニタリング手法の構築, 代表, 内田直希 (東北大学)・他, 19 名,

2014.4–2019.3.
プレート境界すべり現象モニタリングに基づくプレート間カップリングの解明, 分担, 小原一成 (東大地震研)・

他, 約 30名, 2014.4–2019.3.
地震活動の時空間パターンと断層および地震サイクルとの関係, 分担, 遠田晋次 (東北学災害科学国際研究所)・

他, 11名, 2014.4–2019.3.
地殻応答による断層への応力載荷過程の解明と予測, 分担, 松澤暢 (東北大学)・他, 約 40名, 千円, 2014.4–2019.3.
内陸地震の理解と予測に向けて, 分担, 飯高隆 (東大地震研)・他, 2014.4–2019.3.
科学研究費補助金　基盤 B (一般)海底地殻変動と海水温変動の高精度検出に向けた統合解析：高密度海域観測

網の新活用, 分担, 有吉慶介 (海洋研究開発機構)・他, 8名, 2015.4–2019.3.

5.2.11 観測開発基盤センター

小原 一成
(b) 日本地震学会, 代議員, 2016.4–2018.3.

日本地震学会, 代議員, 2018.4–2020.3.
(c) 2017年度日本地震学会賞, 10月 9日, 2018.
(e) 深部地震観測に基づく南海地震発生過程に関する研究 Phase2, 分担, 松崎伸一 (四国電力)，汐見勝彦 (防災科

研)他, 7名, 0千円, 2016.4–2021.3.
新学術領域研究「海陸機動的観測に基づくスロー地震発生様式の解明」 (A01班), 代表, 浅野陽一 (防災科研)

他, 8名, 207,700千円, 2016.7–2021.3.

97



CHAPTER 5. 教員・技術職員の研究・業務活動 98

新学術領域研究「スロー地震学の国際展開」(国際班), 代表, 井出哲 (東大理)他, 6名, 38,100千円, 2016.7–2021.3.
新学術領域研究「スロー地震学」 (総括班), 代表, 井出哲 (東大理)他, 6名, 35,000千円, 2016.7–2021.3.

篠原 雅尚
(b) 海洋調査技術学会, 企画委員会委員長, 2015.10–2017.9.

海洋調査技術学会, 評議員, 2015.10–2017.9.
(公社)日本地震学会, 代議員, 2016.5–2018.5.
海洋調査技術学会, 評議員, 2017.10–2019.9.
海洋調査技術学会, 企画委員会委員, 2017.10–2019.9.
(公社)日本地震学会, 代議員, 2018.5–2020.5.

(c) EPS Excellent Paper Award 2016, 5月 21日, 2017.5.21.
海洋調査技術学会岩宮賞, 11月 6日, 2017.11.6.

(e) 海底圧力計観測とモデルシミュレーションによる房総沖スロースリップの解明, 分担, 佐藤利典 (代表：千葉大),
2名, (H25配分)4,200千円, 2013.4–2018.3.

日本海地震・津波調査プロジェクト, 代表, 佐藤比呂志・佐竹健治・石山達也 (東大地震研)・田中淳 (東大情報
学環)・小平秀一 (海洋機構)・卜部厚志 (新潟大)ほか, 11名, (H30総額)365,537千円, 2013.8–2021.3.

南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト, 分担, 金田義行 (代表：海洋機構)・福和伸夫 (名古屋大)・今村文彦
(東北大)・牧紀男 (京都大)・古村孝志 (東大地震研)ほか, 9名, (H30配分)8,174千円, 2013.8–2021.3.

深海調査で迫るプレート境界浅部すべりの謎～その過去・現在, 分担, 日野亮太 (代表：東北大)・小平秀一 (海
洋機構)・金松敏也 (海洋気候)・伊藤喜宏 (京都大), 5名, (H30配分)8,000千円, 2014.4–2019.3.

海洋鉱物資源広域探査システム開発, 分担, 浅田昭 (代表：東大)・浦環 (九工大)・斎藤章 (早大)・後藤忠徳 (京大)・
岡村慶 (高知大)・月岡哲 (海洋機構)・金沢敏彦 (防災科研)ほか, 17名, (H29配分)30,270千円, 2014.4–2018.3.

南西諸島における広帯域地震計による低周波地震・微動モニタリング, 代表, 澤田義博 (予知振興会)・笠原敬司
(予知振興会), 3名, (H30総額)18,182千円, 2014.4–2019.3.

海陸機動的観測に基づくスロー地震発生様式の解明, 分担, 小原一成 (代表：東大地震研)・山下裕亮 (京都大防
災研)・杉岡裕子 (神戸大)ほか, 14名, (H30配分)30,200千円, 2016.4–2021.3.

遠隔操作の多項目観測による西之島形成プロセスの解明, 分担, 武尾実 (代表：東大地震研)・杉岡裕子 (神戸
大)・前野深・大湊隆雄 (東大地震研)・高木朗充 (気象研)・篠原 宏志 (産総研), 7名, (H30配分)100千円,
2016.4–2019.3.

新谷 昌人
(b) 測地学会誌, 編集委員, 2012.5–2020.4.

日本測地学会, 評議員, 2016.5–2018.4.
(e) 光ファイバーネットワークを用いた地震・津波・地殻変動の計測技術に関する研究, 代表, 中沢正隆・葛西恵介

(東北大・電通研)，三ヶ田均 (京大・工)，浅川賢一・荒木英一郎 (JAMSTEC), 9名, 278千円, ファイバー
ネットワークを用いた地震・津波・地殻変動の計測技術に関する研究, 2016.4–2017.3.

坑内地球物理観測でとらえる水と雪のダイナミクス, 代表, 今西祐一・高森昭光 (地震研)・大橋正健・三代木伸
二・内山隆 (宇宙線研)・福田洋一・風間卓仁 (京大理)・川崎一朗・森井亙・加納靖之 (京大防災研)・田村
良明・寺家孝明 (天文台水沢)・池田博 (筑波大)・名和一成 (産総研), 16名, 150千円, 2016.4–2017.3.

神岡での重力波観測, 分担, 大橋正健・三代木伸二・内山隆 (宇宙線研)ほか, 20名, 200千円, 2016.4–2017.3.
神岡坑内における精密地球物理観測と地殻活動のモデリング, 代表, 今西祐一・高森昭光 (地震研)・大橋正健・

三代木伸二・内山隆・三代浩世希 (宇宙線研)・福田洋一・風間卓仁 (京大理)・森井亙・加納靖之 (京大防災
研)・田村良明・寺家孝明 (天文台水沢)・池田博 (筑波大)・名和一成 (産総研)・本多亮 (富士山研), 16名,
200千円, 2017.4–2019.3.

光ファイバーネットワークを用いた地震・津波・地殻変動の計測技術に関する研究,代表,中沢正隆・葛西恵介 (東
北大・電通研)，三ヶ田均 (京大・工)，浅川賢一・荒木英一郎 (JAMSTEC)，他, 9名, 230千円, 2017.4–2018.3.

高感度MEMSセンサの研究, 分担, 関口知紀 (日立製作所)，他, 5名, 540千円, 2017.4–2018.3.
長基線レーザー伸縮計ネットワークによるサブミリヘルツ帯の固体地球物理現象の探究, 代表, 勝間田明男 (気

象研)・大久保慎人 (高知大)・森井亙 (京大)・伊藤武男 (名大)，他, 9名, 19900千円, 2017.6–2020.3.
光ファイバーネットワークを用いた火山活動監視のための重力計測技術に関する研究, 代表, 吉田真人・葛西恵

介 (東北大・電通研)，三ヶ田均 (京大・工)，荒木英一郎 (JAMSTEC)，三浦哲 (東北大・理)，他, 9名, 218
千円, 2018.4–2019.3.

高感度MEMSセンサの研究 (2), 分担, 関口知紀 (日立製作所)，他, 5名, 540千円, 2018.6–2019.3.

森田 裕一
(c) 平成 29年度防災功労者防災担当大臣表彰, 9月 12日, 2017.9.12.

酒井慎一
(b) 地震学会・地震学を社会に伝える連絡会議, 委員, 2015.5–2020.4.

日本地震学会 海外渡航旅費助成金審査委員会, 委員, 2018.5–2020.5.

98



99 5.2. 各教員等の学会等での活動

(c) 日本地震工学会論文賞, 5月 19日, 2017.5.19.
EPS Excellent Paper Award 2016, 5月 21日, 2017.5.21.

(e) 日本海東縁の地震活動の研究, 代表, 郭 一村, 3名, 10000千円, 2016.9–2018.3.

竹尾 明子
(c) 2016 Editors’ Citation for Excellence in Refereeing, 5月 17日, 2017.5.17.

悪原 岳
(b) 日本地震学会, 選挙管理委員会, 2017.9–2018.2.

石瀬 素子
(b) 日本地震学会，地震，編集委員, 2018.4–.
(e) スロー地震学, 連携, 名, 千円, 2016.4–.

5.2.12 地震火山情報センター

佐竹 健治
(b) Geoscience Letters, Editor-in-Chief, 2013.7–2018.6.

Geoscience Letters, Editor-in-Chief, 2014.4–2021.3.
IASPEI, Vice President, 2015.6–2019.6.
日本活断層学会, 副会長, 2016.4–2018.3.
日本活断層学会, 会長, 2018.5–2020.5.

(c) EPS Excellent Paper Award 2016, 5月 21日, 2017.5.21.

木下 正高
(b) IODP NanTroSEIZE Project Coordination Team, Member, 2012.4–2019.3.

IODP T-Limits Project Coordination Team, Member, 2015.4–2018.3.
日本地震学会理事会, 常務理事, 2016.4–2018.3.
東京大学総長補佐, 2016.4–2017.3.
IASPEI2017実行委員会委員, 総務担当, 2016.4–2018.3.
海洋研究開発機構　海洋研究課題審査部会, 部会員, 2016.4–2017.3.
JpGU グローバル戦略委員会, 委員, 2016.4–2017.3.
日本地球掘削科学コンソーシアム, 理事 (外務担当), 2018.11–.

(c) Island Arc Awwrd, 9月 5日, 2018.9.5.

鶴岡 弘
(b) 日本地震学会地震学を社会に伝える連絡会議, 委員, 2016.4–2017.3.

日本地震学会, 理事 (会計担当), 2016.4–2017.3.
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5.3 各教員の業務活動

各教員 (助教)が 2017年 1月 ∼2018年 12月の間に行った業務活動等の内容．なお (a)∼(c)の区分は以下のとおり．
(a) 学内委員会
(b) 所内委員会
(c) 所内活動

5.3.1 数理系研究部門

5.3.2 地球計測系研究部門

高森 昭光
(b) 自己点検委員会, 2008.12–.
(c) 自己点検委員会, 所内委員会, 2016.4–2017.3.

地震研 CERT委員会, 所内委員会, 2016.4–.
年報編集, 自己点検委員会業務, 教職員 3名・アルバイト 1名, 延べ 10時間, 2019.2–.

5.3.3 物質科学系部門

三部 賢治
(b) CERT委員会, 2007.2–.

一般公開ワーキンググループ, 2008.4–.
図書委員会, 2009.4–.
安全衛生管理室, 2009.4–.

(c) 安全衛生管理室, 安全衛生管理室業務, 所員の安全を守る, 2009.4–.

三浦 弥生
(c) ハラスメント予防担当者, 2001.4–2019.3.

苦情処理相談窓口, 2005.4–2019.3.

5.3.4 災害科学系研究部門

5.3.5 地震予知研究センター

福田 淳一
(c) 一般公開WG, 2010.4–.

学術報告委員会, 2012.4–.

蔵下　英司
(b) CERT委員会, 2001.4–.

学術報告委員会, 2007.4–.

5.3.6 火山噴火予知研究センター

金子 隆之
(b) 出版委員会, 2004.4–.

部屋割り委員会, 2009.4–.

小山 崇夫
(c) 出版委員会, 2014.4–.

5.3.7 海半球観測研究センター

馬場 聖至
(c) リチウム電池 H28, 29年度分入札仕様策定委員会, 2016.3–2018.3.
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5.3.8 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター

宮本 成悟
(c) 東京大学地震研究所一般公開/オープンキャンパスのための準備, 一般公開WG業務, 所員 20名程度, 1.5時間/

回 * 20回/年, 2014.4–.

武多 昭道
(c) 談話会委員, 延べ 1日, 2016.4–2017.3.

5.3.9 巨大地震津波災害予測研究センター

5.3.10 地震火山噴火予知研究推進センター

青木 陽介
(b) OA化委員会, 2004.4–.

学術報告委員会, 2004.4–.
図書委員会, 2009.4–.

5.3.11 観測開発基盤センター

5.3.12 地震火山情報センター
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5.4 各技術職員の業務活動等

各技術職員が 2017年 1月 ∼2018年 12月の間に行った業務活動等の内容．なお (a)∼(i)の区分は以下のとおり．
(a) 業務活動
(b) Awards, 受賞
(c) 発明特許
(d) 国家資格
(e) 取得単位
(f) 終了認定を受けた研修
(g) Publications
(h) 学会講演 (自身による発表)
(i) 研修講師

5.4.1 技術開発室
外西 奈津美
(a) 東京大学 UTCRISシステムを用いた所内の薬品管理業務, 技術開発室, 2013.4–.

蛍光 X線分析のためのガラスビード試料作成, 技術開発室, 単独または物質科学系研究部門教員 1名, 2日/週,
2017.1–2017.12.

東京大学 UTCRISシステムを用いた所内の薬品管理業務, 安全衛生管理室, 単独または物質科学系研究部門教
員 1名, 2日/週, 2017.1–2017.12.

同位体比および濃度分析のための各種試薬調整, 技術開発室, 単独または物質科学系研究部門教員 1名, 2日/週
2017, 2017.1–2017.12.

分析装置および周辺機器の保守・管理, 技術開発室, 単独または物質科学系研究部門教員 1名, 2日/週, 2017.1–
2017.12.

同位体比分析のための岩石試料前処理作業, 技術開発室, 単独または物質科学系研究部門教員 1 名, 2 日/週,
2017.1–2017.12.

蛍光 X線分析によるセメント試料分析のための 10:1ガラスビード分析ルーチンの開発, 技術開発室, 単独また
は物質科学系研究部門教員 1名及び工学部教員 1名，工学部学生 1名, のべ 10日, 2017.1–2017.2.

電子線マイクロプローブを用いた富士山火山堆積物の化学分析支援 , 技術開発室, 単独または物質科学系研究
部門教員 1名, 2日/週, 2017.1–2017.12.

電界放射型電子プローブアナライザのための標準試料分析, 技術開発室, 単独または物質科学系研究部門教員 1
名, 2日/週, 2017.2–2017.12.

蛍光 X線分析による配向性鉱物多結晶体の化学分析支援, 技術開発室, 単独, 2日/週, 2017.3–2017.3.
蛍光 X線分析による多結晶焼結体の化学分析支援 , 技術開発室, 単独, 2日/週, 2017.3–2017.3.
蛍光 X線分析による富士山火山岩の化学分析支援 , 技術開発室, 単独または山梨県富士山科学研究所職員 1名,

のべ 10日, 2017.3–2017.9.
多重検出器 ICP質量分析計を用いた九州火山岩の Sr及び Pb同位体比分析 , 技術開発室, 単独または物質科学

系研究部門教員 1名, のべ 10日, 2017.3–2017.3.
電子線マイクロプローブを用いた浅間山火山堆積物の化学分析支援 , 技術開発室, 単独または早稲田大学教員

1名および早稲田大学学生 1名, のべ 20日, 2017.3–2017.12.
蛍光 X線分析装置を用いたインドネシア・火山砕屑物試料の分析 , 技術開発室, 単独または物質科学系研究部

門教員 1名, 5日/月, 2017.3–2017.12.
衛生管理者として鋸山地殻変動観測所の職場巡視 , 安全衛生管理室, 技術職員 6名および事務支援員 3名, 1日,

2017.4–2017.4.
蛍光 X線分析を用いた浅間山火山堆積物の化学分析支援 , 技術開発室, 単独または早稲田大学教員 1名および

早稲田大学学生 1名, のべ 20日, 2017.4–2017.10.
フッ化アンモニウムを用いた難溶解性鉱物の分解実験 , 技術開発室, 単独または物質科学系研究部門教員 1名,

2日/週, 2017.5–2017.12.
蛍光 X線分析による配向性鉱物多結晶体の化学分析支援, 技術開発室, 単独, のべ 10日, 2017.6–2017.12.
電界放射型電子プローブアナライザを用いた火山岩の元素マップ分析支援, 技術開発室, 単独または物質科学

系研究部門教員 1名, のべ 10日, 2017.6–2017.6.
蛍光 X線分析による阿蘇山火山砕屑物の化学分析支援 , 技術開発室, 防災科学技術研究所職員 1名, のべ 20日,

2017.6–2017.9.
電子線マイクロプローブを用いた阿蘇火山堆積物の化学分析支援 , 技術開発室, 単独または物質科学系研究部

門教員 1名, のべ 20日, 2017.7–2017.12.
電子線マイクロプローブを用いた西之島火山砕屑物試料の分析 , 技術開発室, 単独または物質科学系研究部門
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教員 1名, 2日/週, 2017.7–2017.7.
インドネシア　シナブン山の火山堆積物の調査 , 技術開発室, 火山センター教員 1名, 1週間, 2017.7–2017.7.
電子線マイクロプローブを用いた雲仙火山岩の化学分析支援 , 技術開発室, 単独または物質科学系研究部門教

員 1名, のべ 20日, 2017.7–2017.12.
四重極型 ICP質量分析計を用いた塩化セシウムの濃度分析 , 技術開発室, 単独または物質科学系研究部門教員

1名及び工学部教員 1名，工学部学生 1名, のべ 10日, 2017.8–2017.12.
蛍光 X線分析装置を用いた千葉県産出トーナル岩試料の分析支援 , 技術開発室, 単独, 5日/月, 2017.8–2017.8.
電界放射型電子プローブアナライザのための炭素蒸着の膜厚評価, 技術開発室, 単独または物質科学系研究部

門教員 1名, 2日/週, 2017.9–2017.12.
蛍光 X線分析によるニュートリノ量推定のための花崗岩の化学分析支援 , 技術開発室, 単独または JAMSTEC

研究員 1名および高エネルギー素粒子物理学研究センター学生 1名, 2日/週, 2017.10–2018.3.
蛍光 X線分析装置を用いたパタゴニア地域の火山岩中の K定量分析 , 技術開発室, 物質科学系研究部門教員 1

名および海外インターンシップ学生 1名, 2日/週, 2017.10–2017.12.
蛍光 X線分析装置を用いたパタゴニア地域の火山岩の全岩化学分析 , 技術開発室, 物質科学系研究部門教員 1

名および海外インターンシップ学生 1名, 2日/週, 2017.10–2017.12.
蛍光 X線分析による東北大学依頼分析のための 5:1ガラスビード分析ルーチンの開発, 技術開発室, 単独, のべ

10日, 2017.10–2017.12.
蛍光 X線分析による伊豆大島火山岩の化学分析支援 , 技術開発室, 単独, 2日/週, 2017.11–2017.11.
蛍光X線分析による東北大学玄武岩-安山岩の化学分析支援,技術開発室,東北大学学生 1名, 4日, 2017.11–2017.11.
蛍光 X線分析を用いた伊豆大島火山岩の試料作成および化学分析支援, 技術開発室, 火山センター学生 1名, の

べ 10日, 2017.11–2017.12.
蛍光 X線分析装置を用いたイタリア・ソンマヴェスヴィアーナ遺跡堆積物の全岩化学分析, 技術開発室, 単独,

のべ 10日, 2017.12–2018.1.
インドネシア　シナブン山の火山堆積物の調査 , 技術開発室, 火山センター教員 1名, 1週間, 2018.1–2018.1.
フッ化アンモニウムを用いた難溶解性鉱物の分解実験および ICPMSによる分析, 技術開発室, 単独または物質

科学系研究部門教員 1名, 2日/週, 2018.4–2019.3.
蛍光 X線分析による新燃岳火山噴出物の化学分析, 単独, 技術開発室, 2日/週, 2018.4–2018.4.
蛍光X線分析による伊豆大島火山岩の化学分析支援 ,技術開発室,火山センター学生 1名, 2日/週, 2018.4–2018.5.
同位体比分析のための岩石試料前処理作業 , 技術開発室, 単独, 2日/週, 2018.4–2019.3.
分析装置および周辺機器の保守・管理 , 技術開発室, 単独, 2日/週, 2018.4–2019.3.
同位体比および濃度分析のための各種試薬調整 , 技術開発室, 単独, 2日/週, 2018.4–2019.3.
東京大学 UTCRISシステムを用いた所内の薬品管理業務 , 技術開発室, 単独, 2日/週, 2018.4–2019.3.
蛍光 X線分析のためのガラスビード試料作成 , 単独, 技術開発室, 2日/週, 2018.4–2019.3.
電界放射型電子プローブアナライザのための標準試料分析 , 技術開発室, 単独, 1日/月, 2018.4–2019.3.
電子線マイクロプローブアナライザのための標準試料分析 , 技術開発室, 単独, 1日/月, 2018.4–2019.3.
薄片作成, 技術開発室, 単独, 3日/月, 2018.4–2019.3.
蛍光 X線分析による細粒緻密多結晶体の化学分析支援 , 技術開発室, 単独, 1日/月, 2018.4–2019.3.
インドネシア　シナブン山の火山堆積物の調査 , 技術開発室, 火山センター教員 1名, のべ 5日, 2018.4–2018.4.
研修運営委員会業務, 技術部, 単独または当該委員, のべ 10日, 2018.4–2019.2.
電子線マイクロプローブアナライザ分析支援 , 技術開発室, 他大学教員 1名および学生, 7日/月, 2018.5–2019.3.
蛍光 X線分析によるインドネシア火山噴出物の化学分析 , 技術開発室, 単独, のべ 5日, 2018.5–2018.5.
蛍光 X線分析による放射性同位体量推定のためのガラスの化学分析 , 技術開発室, 単独または高エネルギー素

粒子物理学研究センター教員 1名, 3日/月, 2018.5–2019.3.
四重極型 ICP 質量分析計による放射性同位体量推定のためのガラスの化学分析, 技術開発室, 単独, 3 日/月,

2018.5–2018.12.
蛍光X線分析による付加体堆積岩の全岩化学組成分析支援 , 技術開発室, 他大学研究員 1名, のべ 10日, 2018.6–

2018.6.
電子線マイクロプローブアナライザによる津波堆積物の分析支援 , 技術開発室, 地震火山情報センター研究員

1名, のべ 5日, 2018.7–2018.7.
蛍光 X線分析によるアルカリ岩の全岩化学組成分析支援 , 技術開発室, 単独または理学部研究員 1名, のべ 10

日, 2018.7–2018.7.
蛍光 X線分析による榛名山火山岩の全岩化学組成分析支援 , 技術開発室, 他大学教員 1名および学生, 7日/月,

2018.7–2018.9.
蛍光 X線分析による堆積岩および花崗岩の全岩化学組成分析支援 , 技術開発室, 単独または理学部研究員 1名

および学生, のべ 10日, 2018.7–2018.9.
蛍光 X線分析によるチリ火山岩の全岩化学組成分析支援 , 技術開発室, 単独, 2日/週, 2018.8–2019.1.
蛍光X線分析による富士火山岩の全岩化学組成分析支援 , 技術開発室, 単独または他研究機関研究員 1名, 3日/
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月, 2018.9–2019.3.
蛍光 X線分析による放射性同位体量推定のためのレンガの化学分析 , 技術開発室, 単独または高エネルギー素

粒子物理学研究センター教員 1名, 3日/月, 2018.10–2019.3.
四重極型 ICP質量分析計による放射性同位体量推定のためのレンガの化学分析 , 技術開発室, 単独または高エ

ネルギー素粒子物理学研究センター教員 1名, 3日/月, 2018.10–2019.3.
電子線マイクロプローブアナライザによる西之島火山噴出物の分析支援 , 技術開発室, 単独, のべ 10日, 2018.10–

2019.1.
電子線マイクロプローブアナライザによる釜石海底ケーブル析出物の分析支援 , 技術開発室, 単独, のべ 10日,

2018.10–2018.11.
蛍光 X線分析による釜石海底ケーブル析出物の分析支援, 技術開発室, 単独, のべ 10日, 2018.10–2018.11.
蛍光 X線分析による浅間山火山岩の分析支援 , 技術開発室, 他大学教員 1名, 3日/月, 2018.10–2019.3.
蛍光 X線分析によるニュートリノ量推定のための花崗岩の化学分析支援 , 技術開発室, 単独または JAMSTEC

研究員 1名および高エネルギー素粒子物理学研究センター学生 1名, のべ 10日, 2018.10–2018.11.
電子線マイクロプローブアナライザによる阿蘇山火山噴出物の分析支援 , 技術開発室, 他大学教員 1名および

学生, のべ 10日, 2018.11–2018.12.
インドネシア　シナブン山の火山堆積物の調査 , 技術開発室, 火山センター教員 1名, のべ 5日, 2018.12–2018.12.
電子線マイクロプローブアナライザによる島状鉄鋼層の分析支援 , 技術開発室, 他大学教員 1 名, のべ 5 日,

2018.12–2018.12.
(f) 測定の不確かさ研修, 東京大学, 2017.2.14.

平成 29年地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.
(g) 杉山芙実子・長谷中利昭・安田敦・外西奈津美・森康, 阿蘇 3,阿蘇 4間テフラに含まれる鉱物中のメルト包有

物:カルデラ噴火前のマグマ供給系の推定, 号外地球, 68, 74–79, 2017.
椎原航介・長谷中利昭・安田敦・外西奈津美・森康, 阿蘇 4火砕噴火直前に噴火した大峰火山:メルト包有物か

らみるマグマ供給系の変遷, 号外地球, 68, 80–85, 2017.
Yuji Ichiyama, Hisatoshi Ito, Natsumi Hokanishi, Akihiro Tamura, Shoji Arai , Plutonic rocks in the Mineoka–

Setogawa ophiolitic mlange, central Japan: Fragments of middle to lower crust of the Izu–Bonin–Mariana
Arc?, Lithos, 282-283, 420–430, 2017.

Shiho Nagasaki, Hidemi Ishibashi, Yukiko Suwa, Atsushi Yasuda, Natsumi Hokanishi, Takahiro Ohkura, Keiji
Takemura, Magma reservoir conditions beneath Tsurumi volcano, SW Japan: Evidence from amphibole
thermobarometry and seismicity, Lithos, 278-281, 153–165, 2017.

川口允孝・長谷中利昭・安田敦・外西奈津美・森康, メルト包有物からみた阿蘇火山における玄武岩質マグマの
揮発性成分含有量, 号外地球, 68, 86–91, 2018.

Hidemi Ishibashi, Yukiko Suwa, Masaya Miyoshi, Atsushi Yasuda, Natsumi Hokanishi, Amphibole–melt disequi-
librium in silicic melt of the Aso-4 caldera-forming eruption at Aso Volcano, SW Japan, Earth, Planets and
Space, 70, 137, 2018.

Setsuya Nakada, Akhmad Zaennudin, Mitsuhiro Yoshimoto, Fukashi Maeno, Yuki Suzuki, Natsumi Hokanishi,
Hisashi Sasaki, Masato Iguchi, Takahiro Ohkura, Hendra Gunawan, Hetty Triastuty, Growth process of the
lava dome/flow complex at Sinabung Volcano during 2013–2016, Journal of Volcanology and Geothermal
Research, 2018.

新正 裕尚, 古川 邦之, 折橋 裕二, 外西 奈津美, 和田 穣隆, 岐阜県可児盆地に分布する蜂屋層最下部栃洞溶結凝
灰岩部層のジルコン U-Pb年代, 地質学雑誌, 124, 7, 533–538, 2018.

竹内 昭洋
(a) 高温高圧岩石破壊実験装置の維持・管理, 技術開発室業務, 単独, 延べ 350日, 2014.4–2018.12.

二軸岩石破壊実験装置の維持・管理, 技術開発室業務, 単独, 延べ 500日, 2014.4–2018.12.
電磁気三軸岩石破壊実験装置の維持・管理, 技術開発室業務, 単独, 延べ 250日, 2014.4–2018.12.
高温高圧岩石破壊実験装置の定例性能検査立会支援, 技術開発室業務, 教員 2名・職員 1名, 3[日/回]x年 1回,

2014.4–2018.12.
KAGRA観測施設におけるレーザー歪計の技術支援, 技術開発室業務, 教員 2名・職員 2名, 延べ 25日, 2015.3–

2017.12.
地震予知連絡会の窓口及び資料取りまとめ作業, 委員会業務, 職員 2名, 4[時間/回]x年 4回, 2015.4–2018.12.
職員研修会の企画・運営, 委員会業務, 研修運営委員 8名, 延べ 9日, 2015.4–2018.3.
回転式研磨器用ステンレス製治具の製作, 技術開発室業務, 職員 2名, 延べ 10日, 2015.6–2018.12.
ANSYSによる熱水回転実験用圧力容器の有限要素法解析, 技術開発室業務, 単独, 延べ 75日, 2015.11–2017.9.
実験室 (2-B05)における床補強の仕様策定と工事立会, 技術開発室業務, 教員 2名・職員 1名, 延べ 21日, 2016.5–

2017.1.
実験室 (2-309)における電源増設の仕様策定と工事立会, 技術開発室業務, 教員 1名・研究員 1名・職員 1名, 延

べ 5日, 2016.9–2017.1.
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砂試料の高温高圧実験 (外国人特任研究員)の技術支援, 技術開発室業務, 教員 1名・研究員 1名・職員 1名, 延
べ 30日, 2017.2–2017.7.

熱水回転実験用フレームの搬入納品立会, 技術開発室業務, 教員 1名・職員 1名, 延べ 5日, 2017.3–2017.3.
熱水回転実験装置の維持・管理, 技術開発室業務, 単独, 延べ 100日, 2017.3–2018.12.
AEセンサー電流計測器の作成, 技術開発室業務, 単独, 延べ 2日, 2017.7–2017.7.
熱水回転実験用圧力容器のき裂進展解析, 技術開発室業務, 単独, 延べ 5日, 2017.11–2017.12.
二軸岩石破壊実験装置の制御信号生成ユニットの FPGA化作業, 技術開発室業務, 教員 1名・職員 3名, 延べ 110

日, 2018.1–2018.12.
熱水回転実験用圧力容器の納品対応, 技術開発室業務, 教員 1名・職員 1名, 延べ 3日, 2018.3–2018.3.
回転モータの修理作業と高温ねじり装置への応用の検討作業, 技術開発室業務, 職員 2名, 延べ 50日, 2018.4–

2018.9.
作業机の脚台の製作, 技術開発室業務, 職員 2名, 延べ 3日, 2018.4–2018.5.
顕微鏡用ライト電源の修理, 技術開発室業務, 単独, 延べ 1日, 2018.5–2018.5.
雰囲気制御炉実験の技術支援, 技術開発室業務, 単独, 延べ 25日, 2018.9–2018.12.
学生実験用岩石試料の成型, 技術開発室業務, 単独, 延べ 1日, 2018.12–2018.12.

(b) 平成 29年度地震研究所長賞「技術職員主催の所内外向け地震研ラボツアーによるアウトリーチ活動」, 東京大
学地震研究所, 2017.11.16.

(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.
技術職員研修「測定の不確かさ研修」, 東京大学理学部, 2017.2.14.
技術職員研修「計測・制御技術」, 東京大学工学部, 2017.2.24.
CNC基本 (マシニングセンタ系)コース研修, ファナック (株)トレーニングセンタ, 2017.5.12.
技術職員研修「機械工作技術関係」, 東京大学生産技術研究所, 2017.9.22.
平成 29年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.

内田 正之
(a) 長期観測型海底圧力計用ヘッドブロック製作, 技術開発室業務, 単独, 22日, 2016.12–2017.1.

ウェッジプレートマウント製作, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2017.1–2017.1.
地震計足用ネジ製作, 技術開発室業務, 単独 , 1日, 2017.1–2017.1.
マイクロカッター用試料固定台製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2017.1–2017.1.
短周期地震計用 1軸ジンバル部品製作, 技術開発室業務, 単独, 16日, 2017.2–2017.4.
GNSSアンテナピラー製作, 技術開発室業務, 単独, 12日, 2017.2–2017.2.
海底地震計整備治具製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2017.2–2017.2.
試料観察用ホルダー製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2017.3–2017.3.
地震計 L-22D用台座製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2017.3–2017.3.
コーナーキューブホルダー・ミラーホルダー製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2017.3–2017.3.
ソーラーパネル台製作, 技術開発室業務, 職員 2人, 延べ 20日, 2017.4–2017.4.
ジャケット形状調整用治具製作, 技術開発室業務, 単独, 15日, 2017.4–2017.6.
CMG-3T用ステンレス製ロックナット製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2017.5–2017.5.
観測装置吊り下げようロッド, 技術開発室業務, 単独, 8日, 2017.5–2017.6.
高精度水晶式圧力計の塩ビケース製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2017.5–2017.6.
テフロンスリーブ作成, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2017.6–2017.6.
サンプル押し固め治具, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2017.6–2017.6.
加速度センサー (JA-40GA02)取付金具製作, 技術開発室業務, 単独, 7日, 2017.6–2017.7.
LED照明保持台及びケース製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2017.7–2017.7.
OBS用地震計センサーカバーの加工, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2017.7–2017.7.
図書棚改修, 技術開発室業務, 職員 2人, 延べ 7日, 2017.8–2017.8.
圧電アクチュエータ固定ジグ製作, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2017.8–2017.9.
長期観測型海底圧力計用ヘッドブロック製作, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2017.8–2017.8.
レオメーター部品 D15製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2017.9–2017.9.
熱水回転装置トルク校正用治具作成, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2017.9–2017.10.
ソーラーパネル架台と収納 BOX関係の製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2017.10–2017.10.
無人ヘリ用地震計フレーム加工, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2017.10–2017.10.
加速度計試験台座製作, 技術開発室業務, 単独, 8日, 2017.10–2017.10.
レーザー変位計固定ジグ製作, 技術開発室業務, 単独, 5日, 2017.10–2017.11.
工作講習会, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2017.10–2017.11.
百葉箱製作, 技術開発室業務, 職員 2人, 12日, 2017.11–2017.12.
ミニチュア地震波伝播実験装置製作, 技術開発室業務, 職員 3人, 延べ 25日, 2017.11–2018.1.
回転機能付き地震計傾斜架台, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2017.12–2017.12.
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真空フランジ加工, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2017.12–2017.12.
レオメーター部品 3種製作, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2017.12–2018.1.
ブランクテスト用サンプル加工, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2017.12–2017.12.
AOMマウントアダプタ製作, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2018.1–2018.1.
加速度計試験台座製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2018.1–2018.1.
太陽電池パネル架台, 技術開発室業務, 職員 2人, 3日, 2018.1–2018.1.
OBSセンサー用アダプタ製作, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2018.1–2018.1.
伸縮計部品製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.1–2018.2.
シールドケース製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.2–2018.2.
光検出器較正用装置製作, 技術開発室業務, 単独, 5日, 2018.2–2018.2.
加速度計取付け部品製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.2–2018.2.
実験用スペーサ・ロードセル取付台製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2018.3–2018.3.
ヨウ素安定化レーザー用アクリルカバー製作, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2018.3–2018.3.
小型ミューオン検出器用土台製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2018.3–2018.3.
長期観測型海底圧力計用ヘッドブロック製作, 技術開発室業務, 単独, 15日, 2018.3–2018.4.
分力計アダプタ製作, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2018.4–2018.4.
レオメーター温度調整サンプルホルダー製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.4–2018.4.
太陽電池パネル架台 改修部品製作, 技術開発室業務, 単独, 5日, 2018.5–2018.5.
研磨ホルダ製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2018.5–2018.5.
GNSSアンテナ整準台部品製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.5–2018.5.
工作講習会, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2018.5–2018.6.
電動モータ回転軸取り外し用治具製作, 技術開発室業務, 単独, 5日, 2018.6–2018.6.
HUBボックス改修, 技術開発室業務, 単独, 7日, 2018.6–2018.8.
溝加工治具製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2018.6–2018.6.
レオメーター部品 4種製作, 技術開発室業務, 単独, 7日, 2018.7–2018.9.
長期観測型海底圧力計用ヘッドブロック, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2018.7–2018.7.
ソーラーパネル用組み立て架台製作, 技術開発室業務, 職員 2人, 4日, 2018.8–2018.8.
プラ化したフイルムラック製作, 技術開発室業務, 単独, 26日, 2018.9–2019.1.
電磁観測用ソーラーパネル架台, 技術開発室業務, 職員 2人, 8日, 2018.9–2018.10.
ガラス研磨用冶具製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.9–2018.10.
ピストン抜き用治具の支柱製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.10–2018.10.
二軸装置Manual Amplitude Setter用枠, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2018.10–2018.10.
煉瓦加工用冶具製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.11–2018.11.
PVCソケットのカット加工, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.11–2018.12.
噴火実験用ペットボトルコネクター製作, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2018.11–2018.12.
屋外設置を前提とした試作用フィルムラックの作成, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2018.12–2018.12.
耐圧容器蓋製作, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2018.12–2018.12.

(b) 東京大学地震研究所長賞, 東京大学地震研究所, 2018.11.15.

上原 美貴
(a) 全国共同利用計算機・地震火山情報センター計算機システム管理, 全所業務, 情報センター教員 1名，業務委託

1社, 2017.10–2019.3.
新 J-array地震波形データ収録 DVD発行, センター業務, 情報センター教員 1名, 1回, 2017.10–2017.11.
津波波形画像公開データベース管理, センター業務, 情報センター教員 1名，職員 1名, 2017.10–2019.3.
地震研究所基幹ネットワーク・サーバ管理, 全所業務, 情報センター教員 1名，業務委託 1社, 2017.10–2019.3.
首都圏強震動総合ネットワーク (SK-net)の管理, センター業務, 災害科学系研究部門教員 1名，業務委託 1社,

2017.10–2019.3.
UTNET技術担当, 全所業務, 情報センター教員 1名，業務委託 1社, 2017.10–2019.3.
部局 CERT担当, 全所業務, 情報センター教員 1名，業務委託 1社, 2017.10–2019.3.

浦野 幸子
(a) 地磁気絶対観測用 AD変換・表示機, 技術開発室業務, 単独, 11日, 2017.5–2017.7.

ADA-2　 (簡易震度計)の修理, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2017.8–2017.9.
Metronix社MT装置 ADU07eで用いる電位差測定コネクタ, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2017.8–2017.9.
四国西部域アレイ観測用機材アッセンブル作業, 技術開発室業務, 技術開発室員 2人, 70日, 2017.8–2019.11.
大容量バッテリ搭載 機動型強震計× 5 台に 電源スイッチを取り付 ける作業, 技術開発室業務, 2 人, 1 日,

2017.9–2017.9.
二軸圧縮試験装置用 50Hzノッチフィルタ, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2017.11–2017.11.
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振動センサの駆動回路, 技術開発室業務, 単独, 18日, 2017.12–2018.2.
AOD安定化回路の実装, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2018.2–2018.2.
レーザー安定化回路の実装, 技術開発室業務, 単独, 7日, 2018.2–2018.3.
振動センサの駆動回路 (9台), 技術開発室業務, 単独, 14日, 2018.2–2018.4.
D-SUB25配線変換ケーブル　 5本, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2018.3–2018.3.
光検出器の製作, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2018.3–2018.3.
ボアホール内検出器で使用する基板製作, 技術開発室業務, 単独, 0.5日, 2018.4–2018.4.
広帯域地震計 CMG-3シリーズ用 HandheldControllerおよび BreakOutBoxの動作確認と修理, 技術開発室業務,

単独, 5日, 2018.5–2018.5.
BNC端子台の作成, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2018.5–2018.5.
Metronix社MT装置 ADU07eで用いる電位差測定コネクタ, 技術開発室業務, 単独, 5日, 2018.5–2018.5.
電気回路の解明, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2018.5–2018.6.
BNC端子台の作成, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2018.6–2018.6.
地理院 DEMデータを用いた 3Dプリンター用モデルの作成, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2018.7–2018.7.
Breakout Boxの修理, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2018.8–2018.8.
傾斜計用電源・通信基板, 技術開発室業務, 単独, 9日, 2018.9–2018.11.
チリ地震観測用オフライン機材セット× 7式の製作, 技術開発室業務, 技術開発室員 2人, 14日, 2018.10–2018.12.
二軸装置Manual Amplitude Setter用電子基板 (縦横共通), 技術開発室業務, 単独, 4日, 2018.10–2018.11.
絶縁アンプ, 技術開発室業務, 単独, 8日, 2018.11–2018.11.
差動出力-シングルエンド出力変換器, 技術開発室業務, 単独, 7日, 2018.11–2019.1.
チリ地震観測用乾電池セット× 140式の製作, 技術開発室業務, 技術開発室員 2人, 9日, 2018.11–2018.12.
チリ地震観測用バッテリ電圧チェッカー× 4式の製作,技術開発室業務,技術開発室員 2人, 2日, 2018.12–2018.12.

(b) 地震研究所長賞「技術職員主催の所内外向け地震研ラボツアーによるアウトリーチ活動」, 東京大学地震研究
所, 2017.11.16.

地震研究所長賞「所内業務・諸活動への広範な技術支援およびアウトリーチ活動への貢献」, 東京大学地震研
究所, 2018.11.15.

(f) 平成 29年度技術職員研修「3Dプリンター技術研修 (基礎コース)」, 東京大学, 2017.7.7.

5.4.2 総合観測室
阿部 英二
(a) 鹿児島大学における OBS整備支援, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 3日間, 2015.9–.

八ヶ岳地球電磁気観測所での地磁気絶対観測, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2 名, 延べ 4 日,
2017.1–2017.12.

地磁気東海・伊豆観測点の保守,観測開発基盤センター業務,単独，総合観測室職員 2名,延べ 11日, 2017.1–2017.12.
地磁気東海・伊豆観測点のデータ保守・処理,観測開発基盤センター業務,単独, 10(分/日)×毎日 , 2017.1–2017.12.
海底地震計の整備，観測データ回収作業, 観測開発基盤センター業務, 単独，総合観測室職員数名, 述べ 120日,

2017.1–2017.12.
日向灘でのOBSおよびOBPの設置・回収航海, プロジェクト業務, 総合観測室職員 3名＋他大学教員 1名, 7日

間, 2017.2–2017.2.
熊本地震の緊急余震観測, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 6名, 5日間, 2017.4–2017.4.
東北沖太平洋でのOBSおよびOBPの設置・回収航海, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名＋他機

関数名, 12日間, 2017.4–2017.4.
西之島周辺海域における OBS設置・回収航海, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名＋他機関数名,

10日間, 2017.5–2017.6.
南九州地殻構造探査 (OBSの設置・回収等), 鹿児島大学委託研究, 総合観測室職員 1名＋他機関数名, 12日間,

2017.11–2017.11.
南鳥島地磁気絶対観測, プロジェクト支援, 総合観測室職員 1名＋研究官 1名, 2日間, 2018.1–2018.1.
地磁気東海・伊豆観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名，総合観測室職員 1名+数名,

述べ 3日間, 2018.1–2018.12.
地磁気東海・伊豆観測点のデータ保守・処理, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 10(分/日) ×毎

日, 2018.1–2018.12.
海底地震計の機材整備，観測データ回収作業, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名，総合観測室職

員数名, 述べ 150日, 2018.1–2018.12.
東北沖太平洋でのOBSおよびOBPの設置・回収航海, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名＋他機

関数名, 14日間, 2018.4–2018.4.
日本海におけるOBS設置・回収航海, プロジェクト業務, 教員 1名＋総合観測室職員 2名, 6日間, 2018.7–2018.7.
新青丸KS-18-10次研究航海におけるOBS回収, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名＋他機関多数,

13日間, 2018.8–2018.8.
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よこすか YK18-13C次研究航海における OBS設置・回収作業, プロジェクト業務, 総合観測室職員 1名＋他機
関数名, 13日間, 2018.9–2018.10.

東北沖太平洋でのOBSおよびOBPの設置・回収航海, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名＋他機
関数名, 14日間, 2018.11–2018.11.

(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.

安藤 美和子
(a) 地震研究所職員研修会の開催, 研修運営委員会業務, 教員 2名＋技術職員 6名, のべ 10日間, 2016.4–2017.2.

宮崎・鹿児島重力測定, プロジェクト業務, 教員 2名＋技術職員 2名, 4日間, 2017.1–2017.1.
東海地方 (豊橋・菊川)重力測定, プロジェクト業務, 教員 3名＋総合観測室職員 1名, 7日間, 2017.2–2017.2.
佐伯鶴見広帯域地震観測点の候補地下見とテスト観測, プロジェクト業務, 教員 1名＋技術職員 3名, 3日間,

2017.3–2017.3.
福島・茨城オフライン地震観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 2日間, 2017.3–2017.3.
鳥取県臨時地震観測点の撤収, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 4日間, 2017.3–2017.3.
京大宮崎観測所と北大有珠山観測所における相対重力計の検定, プロジェクト業務, 教員 2名＋技術職員 1名,

2日間, 2017.3–2017.3.
鳥取 0.1万点計画の地震計設置, プロジェクト業務, 教員 1名＋技術職員 2名, 3日間, 2017.4–2017.4.
国土地理院石岡測地観測所における FG5絶対重力計比較観測, プロジェクト業務, 教員 1名＋技術職員 1名, 2

日間, 2017.4–2017.4.
北海道東部重力測定, プロジェクト業務, 教員 2名＋技術職員 1名, 7日間, 2017.5–2017.5.
佐伯鶴見広帯域地震観測点の設営, プロジェクト業務, 技術職員 3名, 3日間, 2017.6–2017.6.
神津島観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名＋技術職員 2名, 1日, 2017.6–2017.6.
富士山周辺の電磁気・地震火山観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1 名＋技術職員 2 名, 1 日,

2017.7–2017.7.
紀伊半島南部臨時地震観測点の保守・設置, プロジェクト業務, 技術職員 1 名＋調査会社社員 1 名, 4 日間,

2017.8–2017.8.
宇和島市・大洲市の広帯域地震観測点の設営, プロジェクト業務, 技術職員 3名, 4日間, 2017.9–2017.9.
伊東市におけるGNSS・地殻変動観測ならびに既設観測点の保守, プロジェクト業務, 教員 1名＋技術職員 2名,

5日間, 2017.9–2017.9.
静岡県内の GNSS観測点保守, プロジェクト業務, 教員 1名＋技術職員 1名, 1日, 2017.9–2017.9.
富士山地震火山観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名＋技術職員 1名, 1日, 2017.10–2017.10.
霧島観測所への FG5絶対重力計設置ならびに相対重力測定, プロジェクト業務, 教員 1名＋技術職員 1名, 3日

間, 2017.11–2017.11.
四国西部広帯域地震観測点の保守, プロジェクト業務, 技術職員 2名, 2日間, 2017.12–2017.12.
霧島観測所の絶対重力計撤収ならびに相対重力測定, プロジェクト支援業務, 教員 1名＋技術職員 1名, 2日間,

2018.3–2018.3.
東海地方 (豊橋～菊川)の絶対・相対重力測定, プロジェクト支援業務, 教員 3名＋技術職員 2名, 5日間, 2018.3–

2018.3.
国土地理院石岡測地観測所における FG5絶対重力計比較観測, プロジェクト支援業務, 教員 1名＋技術職員 1

名, 3日間, 2018.4–2018.4.
富士山地震火山観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, のべ 2日間, 2018.5–2018.6.
神津島地震観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 1日, 2018.5–2018.5.
北海道の絶対・相対重力測定, プロジェクト支援業務, 教員 1 名＋技術職員 2 名＋アルバイト 1 名, 5 日間,

2018.6–2018.6.
東北地方の絶対・相対重力測定, プロジェクト支援業務, 教員 1名＋技術職員 2名＋アルバイト 1名, 3日間,

2018.6–2018.6.
愛媛県ならびに高知県における人工地震探査の観測点設置場所の下見 , プロジェクト支援業務, 技術職員 2名＋

調査会社社員 1名, 5日間, 2018.8–2018.8.
北海道胆振地方臨時地震観測点の設営準備と観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 8名, のべ 3日

間, 2018.9–2018.9.
四国西部広帯域地震観測点の保守, プロジェクト支援業務, 技術職員 3名, のべ 4日, 2018.10–2018.12.
南九州人工地震探査の観測点機材の準備と設置作業，観測データの吸い出し作業, プロジェクト支援業務, 教員

2名＋技術職員 2名, のべ 16日間, 2018.11–2018.12.
伊豆大島における絶対・相対重力測定,プロジェクト支援業務,教員 2名＋技術職員 1名, 4日間, 2018.11–2018.11.

(b) 平成 29年度地震研究所所長賞, 東京大学地震研究所, 2017.11.16.
(f) 平成 28年度東京大学地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.

平成 29年度東京大学地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.
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藤田 親亮
(a) 茨城と福島のオフライン地震観測点 12点のデータ回収および保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2名, 2

日, 2017.1–2017.1.
定常観測点保守業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1-4名, 延べ 76日, 2017.1–2017.12.
観測機器維持管理業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 延べ 50日, 2017.1–2017.12.
第 1期鳥取 0.1満点計画における地震観測点設置作業,プロジェクト支援,総合観測室職員 6名, 5日, 2017.3–2017.3.
第 3期鳥取 0.1満点計画における地震観測点設置作業, プロジェクト支援, 教員 1名+総合観測室職員 1名, 4日,

2017.3–2017.3.
茨城オフライン地震観測点保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2名, 2日, 2017.6–2017.6.
YK-17-13航海の観測機器準備作業, 海半球観測研究センター業務, 総合観測室職員 1名+他機関 3名, 延べ 2日,

2017.6–2017.6.
神津島観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名+総合観測室職員 2名, 1日, 2017.6–2017.6.
紀伊半島構造探査における GSXのラインチェック作業, プロジェクト支援, 教員 2名+総合観測室職員 2名, 5

日, 2017.8–2017.9.
アウトリーチ室による地震観測紹介ビデオの制作支援, 広報アウトリーチ室業務, 教員 2名+総合観測室職員 3

名+アウトリーチ室職員 1名, 1日, 2017.11–2017.11.
福島オフライン地震観測点保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2名, 2日, 2017.11–2017.11.
観測機器維持管理, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 延べ 50日, 2018.1–2018.12.
共同利用機材管理および貸出, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 30日, 2018.1–2018.12.
定常観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1-4名, 延べ 50日, 2018.1–2018.12.
観測所維持管理, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1-2名, 延べ 15日, 2018.1–2018.12.
鳥取 0.1満点計画における各種業務, プロジェクト支援, 教員 2名+総合観測室 8名+他機関, 延べ 20日, 2018.2–

2018.4.
茨城オフライン地震観測点保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2名, 2日, 2018.3–2018.3.
茨城福島オンライン地震観測点保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 1-3名, 延べ 4日, 2018.3–2018.12.
神津島観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 1日, 2018.5–2018.5.
気象庁地震火山システム研修参加, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 10日, 2018.6–2018.11.
島根県西部の地震の観測機材撤収, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名+総合観測室職員 1名, 2日, 2018.7–

2018.7.
千島海溝・日本海溝海域における地殻熱流量測定と堆積物試料採取, 地震予知研究センター業務, 教員 2名+職

員 3名+学生 1名+他機関 5名, 10日, 2018.9–2018.9.
長野県北部臨時地震観測点設置および保守,観測開発基盤センター業務,総合観測室職員 2名,延べ 5日, 2018.10–

2018.11.
四国西部広帯域地震観測点保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2名, 2日, 2018.12–2018.12.

(b) 地震研究所所長賞「技術職員主催の所内外向け地震研ラボツアーによるアウトリーチ活動」, 東京大学地震研
究所, 2017.11.16.

(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.
平成 29年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.

(g) 佐伯綾香・大塚宏徳・安藤美和子・宮川幸治・藤田親亮・竹尾明子, 広帯域地震計を用いたノイズ調査における
設置方法の検証, 地震研究所技術研究報告, 23, 14–21, 2018.

池澤 賢志
(a) 自己浮上式海底地震計の組立・整備作業, 観測開発基盤センター, 総合観測室数名, 延べ 157日, 2015.5–2019.1.

銀山平観測点における工事対応,観測開発基盤センター業務,教員 1名+総合観測室 1名,延べ 1日, 2017.2–2017.2.
鳥取満天計画地震計設置, プロジェクト支援業務, 総合観測室 9名＋教員 2名＋他機関多数, 延べ 16日, 2017.3–

2017.6.
宇和島和霊観測点，大洲西大洲観測点新設, プロジェクト支援業務, 総合観測室 3 名＋教員 2 名, 延べ 20 日,

2017.3–2017.9.
銀山平・黒沢・日光観測点工事確認及び保守, 基盤センター業務, 総合観測室 3名＋教員 1名, 延べ 2日, 2017.4–

2017.4.
日向灘における海底地震計設置回収, 基盤センター業務, 総合観測室 1名＋他機関 5名, 延べ 8日, 2017.6–2017.8.
犬吠観測点撤去工事立会及び犬吠 2観測点保守, 基盤センター業務, 総合観測室 2名, 延べ 4日, 2017.6–2017.6.
足尾観測点保守, 基盤センター業務, 総合観測室 2名, 延べ 1日, 2017.8–2017.8.
海底地震計付属機器整備立会, 基盤センター業務, 総合観測室 3名, 延べ 1日, 2017.9–2017.9.
太平洋東北沖海底地震計設置回収, 基盤センター業務, 総合観測室 1名＋他機関多数名, 延べ 10日, 2017.10–

2017.10.
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東北地方における電磁気探査, プロジェクト支援業務, 総合観測室 3名＋教員 1名, 延べ 21日, 2017.10–2017.12.
足尾・日光観測点保守, 基盤センター業務, 総合観測室 1名＋教員 1名, 延べ 1日, 2017.12–2017.12.
清澄観測点工事立会，保守, 基盤センター業務, 単独, 延べ 2日, 2017.12–2018.1.
銀山平・黒沢観測点営繕工事立会, 基盤センター業務, 総合観測室 1名, 延べ 2日, 2018.1–2018.3.
犬吠観測点保守点検, 基盤センター業務, 総合観測室 2名, 延べ 1日, 2018.3–2018.3.
古峰ヶ原・黒沢観測点保守点検, 基盤センター業務, 総合観測室 2名, 延べ 1日, 2018.3–2018.3.
鳥取満点計画地震計回収, プロジェクト支援業務, 教員 2名＋総合観測室 8名＋他機関多数, 延べ 6日, 2018.4–

2018.4.
鮫川・関谷・那須観測点保守点検, 基盤センター業務, 総合観測室 3名, 延べ 2日, 2018.5–2018.6.
浅間山西方域広帯域MT観測機器設置回収及び準備整備作業, プロジェクト支援業務, 教員 1名＋総合観測室 2

名, 延べ 25日, 2018.6–2018.10.
堂平観測点解体工事調査，打ち合わせ, 基盤センター業務, 教員 1名＋総合観測室 1名, 延べ 1日, 2018.7–2018.7.
いわき市周辺のオフライン観測点保守, プロジェクト支援業務, 総合観測室 2名, 延べ 2日, 2018.7–2018.7.
太平洋日向灘海底地震計設置回収, 基盤センター業務, 総合観測室 1名＋他機関 4名, 延べ 4日, 2018.8–2018.8.
堂平観測点保守点検，地震計移設調査, 基盤センター業務, 総合観測室 2名, 延べ 1日, 2018.8–2018.8.
秋山観測点保守点検, 基盤センター業務, 総合観測室 2名, 延べ 1日, 2018.10–2018.10.
足尾観測点保守，業者作業立会, 基盤センター業務, 総合観測室 1名, 延べ 1日, 2018.10–2018.10.
錦江湾，太平洋東シナ海海底地震計設置回収, 基盤センター業務, 総合観測室 1名＋他機関多数 (別途教員 1名),

延べ 12日, 2018.11–2018.11.
東北地方における電磁気探査, プロジェクト支援業務, 教員 1名＋総合観測室 2名, 延べ 2日, 2018.12–2018.12.
太平洋日向灘海底地震計設置回収, 基盤センター業務, 総合観測室 1名＋他機関 3名, 延べ 6日, 2019.1–2019.1.
堂平観測点災害被害状況確認, 基盤センター業務, 教員 1名＋総合観測室 1名, 延べ 1日, 2019.1–2019.1.
日光観測点データ回収, 基盤センター業務, 総合観測室 2名, 延べ 1日, 2019.1–2019.1.

増田 正孝
(a) 茨城と福島のオフライン地震観測点 12点のデータ回収および保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2名, 延

べ 2日間, 2017.1–2017.1.
油壷地殻変動観測所の保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 3日間, 2017.1–2017.3.
鋸山地殻変動観測所の保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 2日間, 2017.1–2017.3.
弥彦地殻変動観測所の土地返還に関する打ち合わせ, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名及び総合観測室職員

1名, 1日, 2017.1–2017.1.
静岡県内の小中学校におけるGNSS観測点の保守およびデータ収集, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観測

室職員 1名, 延べ 4日間, 2017.1–2017.2.
熊本県八代市，上天草市における GPS観測点のデータ回収及び保守, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観

測室職員 1名, 延べ 2日間, 2017.2–2017.2.
鳥取県での地震観測点の設置, プロジェクト支援, 総合観測室職員 1名，教員 1名, 延べ 4日, 2017.3–2017.3.
鋸山地殻変動観測所の施設の見学対応，計器の説明等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 4名, 1日

間, 2017.4–2017.4.
弥彦地殻変動観測所の観測機器の不具合の対応，較正，保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名,

延べ 3日間, 2017.5–2017.5.
静岡県内の小中学校におけるGNSS観測点の保守およびデータ収集, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観測

室職員 1名, 延べ 2日間, 2017.5–2017.5.
JAMSTECへの海中重力偏差計の運搬，試験立ち合い, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観測室職員 1名,

延べ 2日間, 2017.6–2017.6.
弥彦地殻変動観測所の土地返却に関する打ち合わせ, 観測開発基盤センター業務, 事務職員 3名及び総合観測室

職員 1名, 1日, 2017.6–2017.6.
内浦地殻変動観測坑の観測機器不具合の対応，調整，保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 3名,

延べ 2日間, 2017.6–2017.6.
鋸山地殻変動観測所の機器の調整，保守等, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観測室職員 1名, 延べ 1日間,

2017.7–2017.7.
福島県いわき市，塙町，鮫川村，古殿町 のオフライン地震観測点の保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2

名, 延べ 2日間, 2017.7–2017.7.
弥彦地殻変動観測所の庁舎工事に向けた打ち合わせ等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ

1日間, 2017.7–2017.7.
富士川地殻変動観測所，奥山観測点の保守，業者作業の立ち合い等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職

員 1名, 1日, 2017.7–2017.7.
油壷地殻変動観測所の装置の復旧，保守等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2 名, 延べ 3 日間,

2017.7–2017.8.
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紀伊半島中央部臨時地震観測点の設置作業,プロジェクト支援,総合観測室職員 4名他,延べ 4日間, 2017.8–2017.8.
静岡県内の小中学校におけるGNSS観測点の保守およびデータ収集, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観測

室職員 1名, 延べ 4日間, 2017.9–2017.9.
弥彦地殻変動観測所庁舎の解体に向けた機材の移設等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ

3日間, 2017.9–2017.9.
鋸山地殻変動観測所の保守，故障した装置の復旧, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 3日

間, 2017.9–2017.12.
内浦地殻変動観測坑の観測機器不具合の対応，調整，保守等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名,

延べ 2日間, 2017.10–2017.12.
福島県いわき市，塙町，鮫川村，古殿町 のオフライン地震観測点の保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2

名, 延べ 3日間, 2017.11–2017.12.
弥彦地殻変動観測所の庁舎の解体工事の完了検査等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 1日,

2017.12–2017.12.
油壷地殻変動観測所の保守等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 1日 , 2017.12–2017.12.
静岡県内の小中学校における GNSS観測点の撤収, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観測室職員 1名, 延べ

5日間, 2018.1–2018.3.
鋸山地殻変動観測所の保守, 基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 延べ 2日間, 2018.1–2018.3.
福島県・栃木県内の地震観測点の保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2名, 延べ 2日間, 2018.3–2018.3.
鳥取・島根での 0.1満点計画の地震観測点の撤収, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観測室職員 4名, 延べ 5

日間, 2018.4–2018.4.
試作機器の鋸山観測所への設置・撤去等への対応, プロジェクト支援, 総合観測室職員 1名, 延べ 2日間, 2018.4–

2018.12.
福島県・栃木県内の地震観測点の保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 3名, 延べ 2日間, 2018.5–2018.6.
大阪北部地震に伴う臨時観測点の設置, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 4日間, 2018.6–

2018.6.
福島県・茨城県内の地震観測点の保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2名, 延べ 3日間, 2018.7–2018.7.
伊東観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 1日, 2018.8–2018.8.
油壷観測所の保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 1日, 2018.8–2018.8.
大阪北部地震に伴う臨時観測点の撤収・保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名及び総合観測室職員 2名,

延べ 2日間, 2018.9–2018.12.
内浦地殻変動観測坑の観測機器の撤収, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 3名, 延べ 2日間, 2018.10–

2018.10.
船明観測点 (静岡県浜松市)へのレーザー装置の設置, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観測室職員 1名, 延

べ 2日間, 2018.10–2018.10.
北海道内での電磁気 MT 観測点の設置, プロジェクト支援, 教員 1 名及び総合観測室職員 1 名, 延べ 2 日間,

2018.10–2018.10.
福島，茨城，栃木の地震観測点の保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 1名, 延べ 3日間, 2018.11–2018.11.
新潟，福島での電磁気MT観測点の設置・保守, プロジェクト支援, 総合観測室職員 3名, 延べ 3日間, 2018.11–

2018.11.
光波観測点の撤去，小室山・伊東観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名及び総合観測室職員 1名,

延べ 2日間, 2018.11–2018.11.
新潟，福島での電磁気MT観測点の撤収, プロジェクト支援, 教員 1名及び総合観測室職員 2名, 延べ 2日間,

2018.12–2018.12.
(b) 平成 29年度地震研究所長賞, 東京大学地震研究所, 2017.11.16.
(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.

平成 29年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.
(g) M. Masuda et al., Study of K0 S pair production in single-tag two-photon collisions, Physical Review D, 97, 5,

052003-1–052003-20, 2018.

宮川 幸治
(a) 全学研修企画委員会委員業務, 委員会業務, 単独, 延べ 5日間, 2016.4–2017.3.

技術研究報告編集委員会の書記業務, 委員会業務, 単独, 延べ 21日間, 2016.4–2017.3.
強震南足柄＆成田観測点への臨時観測装置の設置, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名＋総合観測室職員 1名,

延べ 2日間, 2017.1–2017.1.
強震御前崎地理院観測壕観測点での保守他, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2 名, 延べ 2 日間,

2017.2–2017.2.
大分鶴見崎観測点候補地テスト観測, プロジェクト支援, 教員 1名＋総合観測室職員 4名, 延べ 1日間, 2017.3–

2017.3.
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強震南足柄＆成田臨時点撤収他, 観測開発基盤センター業務, 教員 1 名＋総合観測室職員 1 名, 延べ 2 日間,
2017.3–2017.3.

釜石新システム工事立会い, 観測開発基盤センター業務, 教員 2名＋総合観測室職員 1名, 延べ 4日間, 2017.4–
2017.4.

鋸山観測壕内強震計撤去, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 4名，他, 延べ 1日間, 2017.4–2017.4.
八ヶ岳地磁気絶対観測, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 1日間, 2017.4–2017.4.
全学研修企画委員会委員業務, 委員会業務, 単独, 延べ 2日間, 2017.4–2017.7.
強震信州方面観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 5日間, 2017.6–2017.6.
東京大学技術発表会実行委員会業務, 委員会業務, 単独, 延べ 5日間, 2017.7–2018.3.
強震油壺観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 1日間, 2017.7–2017.7.
全学研修企画委員会委員業務, 委員会業務, 単独, 年平均 6回, 2017.8–2019.6.
強震島立観測点通信テスト他, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 2日間, 2017.8–2017.8.
紀伊半島オフライン保守設置, プロジェクト支援, 総合観測室職員 4名, 延べ 7日間, 2017.8–2017.8.
八ヶ岳地磁気絶対観測, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 1日間, 2017.8–2017.8.
東京測振での打合せ, プロジェクト支援, 単独, 延べ 1日間, 2017.9–2017.9.
トンガ地磁気絶対観測, プロジェクト支援, 教員 1名＋気象庁 1名＋総合観測室職員 1名, 延べ 7日間, 2017.9–

2017.10.
機動型強震計による臨時観測点設置と撤収, プロジェクト支援, 教員 1名＋総合観測室職員 1名, 延べ 2日間,

2017.10–2017.10.
強震河津観測点地権者対応と保守, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 2日間, 2017.10–2017.10.
ネパールにおける地震観測点の設置, プロジェクト支援, 教員 1名＋研究員 1名＋総合観測室職員 1名, のべ 13

日間, 2017.11–2017.11.
強震手石島観測点の撤収, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 4名, 延べ 2日間, 2017.12–2017.12.
八ヶ岳地磁気絶対観測と強震神田観測点保守他, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 2日間,

2017.12–2017.12.
東京測振での打合せ, プロジェクト支援, 単独, 延べ 1日間, 2018.1–2018.1.
強震御前崎地理院観測壕の撤去他, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 2日間, 2018.2–2018.2.
ネパールにおける地震観測点の設置, プロジェクト支援, 教員 1名＋総合観測室職員 1名, 延べ 18日間, 2018.3–

2018.3.
強震浮島観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 1日間, 2018.3–2018.3.
オンライン機動型強震計× 5点の設置他, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名＋総合観測室職員 1名, 延べ 2

日間, 2018.4–2018.4.
八ヶ岳地磁気絶対観測, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 1日間, 2018.5–2018.5.
ネパールにおける地震観測点の設置, プロジェクト支援, 研究員 1 名＋総合観測室職員 1 名, 延べ 19 日間,

2018.5–2018.6.
強震焼津＆名駅観測点保守他, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名＋総合観測室職員 1名, 延べ 2日間, 2018.6–

2018.6.
強震戸田観測点へのリアルタイム機材追加設置, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名＋総合観測室職員 1名,

延べ 2日間, 2018.6–2018.6.
東北ハイブリッド重力観測支援, プロジェクト支援, 教員 1名＋研究員 1名＋総合観測室職員 1名, 延べ 3日間,

2018.6–2018.6.
八ヶ岳地磁気絶対観測, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 1日間, 2018.7–2018.7.
南鳥島地磁気絶対観測, プロジェクト支援, 総合観測室職員 1名＋研究官 1名, 延べ 3日間, 2018.7–2018.7.
強震八王子＆西酒匂観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 1日間, 2018.8–2018.8.
ポナペ地磁気絶対観測, プロジェクト支援, 教員 1名＋研究員 1名＋総合観測室職員 1名, 延べ 7日間, 2018.8–

2018.8.
強震足柄平野強震観測網保守, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 2日間, 2018.8–2018.8.
北海道胆振東部地震緊急観測, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 5日間, 2018.9–2018.9.
強震最乗寺観測点保守他, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 1日間, 2018.9–2018.9.
強震八王子＆集中局観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 1日間, 2018.10–2018.10.
ネパールにおける地震観測点の設置保守, プロジェクト支援, 研究員 1名＋総合観測室職員 1名, 延べ 19日間,

2018.10–2018.11.
強震伊豆駿河湾観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名＋総合観測室職員 2名, 延べ 5日間, 2018.12–

2018.12.
(b) 地震研究所所長賞「技術職員主催の所内外向け地震研ラボツアーによるアウトリーチ活動」, 東京大学地震研

究所, 2017.11.16.
地震研究所所長賞「地震研究所同窓会の企画・運営」, 東京大学地震研究所, 2018.11.15.
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(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.
気象庁地震火山業務処理技術研修 (前期), 気象庁, 2017.7.14.
技術職員研修「計測・制御技術 (初級)」, 東京大学大学院工学系研究科, 2017.9.13.
気象庁地震火山業務処理技術研修 (後期), 気象庁, 2017.12.8.
平成 29年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.
技術職員研修「ラズベリーパイによる計測技術研修 (入門コース)」, 東京大学物性研究所, 2018.11.30.

(g) 佐伯綾香・大塚宏徳・安藤美和子・宮川幸治・藤田親亮・竹尾明子, 広帯域地震計を用いたノイズ調査における
設置方法の検証, 地震研究所技術研究報告, 23, 14–21, 2018.

(h) 宮川幸治・田中伸一, 東京大学地震研究所強震観測網の概要と今後の展望, 平成 28年度東京大学総合技術研究
会, P06-03, 2017.3.9.

(i) 総合観測室・宮川幸治, 地震研究所技術部総合観測室が実施した 2016年 4月熊本地震緊急観測対応, 東京大学
地震研究所職員研修会, 2017.1.16.

宮川幸治・田中伸一, 強震尺里観測点の移設, 東京大学地震研究所職員研修会, 2017.1.16.
宮川幸治, ネパールにおけるオンライン地震観測点の設置, 東京大学地震研究所職員研修会, 2018.1.24.

西本 太郎
(a) 自己浮上式海底地震計の組立・整備作業, 観測開発基盤センター業務, 教員数名＋総合観測室職員数名, 延べ 140

日, 2013.4–2017.10.
東北沖太平洋航海における船舶への機材積み込み・積み下ろし, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 3名＋

他機関数名, 延べ 4日, 2013.5–2017.3.
関東地域自然地震観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2～4名, 延べ 9日, 2013.5–2018.12.
伊豆地域自然地震観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2～5名, 延べ 14日, 2013.6–2018.7.
気象庁柿岡地磁気観測所における地磁気絶対観測講習・磁気儀検定, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2

名, 延べ 4日, 2013.7–2018.10.
八ヶ岳地球電磁気観測所での地磁気絶対観測, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2～3 名, 延べ 28 日,

2013.8–2018.12.
東北南部VSAT観測点 (PJ)設置・保守業務, プロジェクト業務, 総合観測室 1～5名, 延べ 15日, 2013.9–2017.12.
伊豆大島観測点設置・保守業務, 観測開発基盤センター業務, 教員数名+他大学数名+総合観測室職員 2-3名, 延

べ 62日, 2014.3–2018.11.
職員研修会の準備, 研修運営委員会業務, 教員 2名＋技術職員 6名, 延べ 27日, 2014.4–2017.2.
小型安価地震観測装置の評価・開発,プロジェクト業務,教員 1名＋総合観測室 1～2名,延べ 18日, 2014.5–2018.12.
トンガ王国・ポナペ・南鳥島における地磁気絶対観測, プロジェクト業務, 教員 1名+他機関 1名+総合観測室

職員 1名, 延べ 38日, 2014.9–2018.9.
四国西部広帯域地震観測点設置・保守, プロジェクト業務, 教員 1名＋総合観測室 1～3名, 延べ 26日, 2015.2–

2018.10.
茨城県・福島県におけるオフライン観測点保守, プロジェクト業務, 総合観測室 2名, 延べ 12日, 2015.7–2018.3.
伊豆大島における地磁気観測, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 1 名＋総合観測室 1～2 名, 延べ 7 日,

2015.10–2018.11.
東北地方における電磁気探査,プロジェクト業務,教員 1名+技術職員 2名+他機関 2名,延べ 6日, 2015.11–2017.11.
父島地磁気参照点の撤収と空振計の保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 延べ 4日, 2017.2–

2017.2.
鳥取 0.1万点計画の地震計設置・回収, プロジェクト業務, 教員 1名＋技術職員 2名, 延べ 8日, 2017.4–2018.4.
浅間山付近における観測点保守,観測開発基盤センター業務,教員 2名＋総合観測室 3名,延べ 8日, 2017.6–2018.11.
紀伊半島構造探査GSX撤収作業, プロジェクト支援, 教員 1名＋職員 1名＋他大学 2名, 延べ 4日, 2017.9–2017.9.
霧島山付近における観測点保守,観測開発基盤センター業務,教員 1名＋総合観測室 1名,延べ 3日, 2017.9–2017.9.
富士山付近における観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 延べ 1日, 2018.5–2018.5.
無人ヘリコプタによる火山観測支援, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 2名, 延べ 3日, 2018.10–2018.10.

(b) 地震研究所所長賞「技術職員主催の所内外向け地震研ラボツアーによるアウトリーチ活動」, 東京大学地震研
究所, 2017.11.16.

(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.
平成 29年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.

大塚 宏徳
(a) 自己浮上式海底地震計の設置・回収 (第一開洋丸，日向灘), プロジェクト支援, 技術職員 3名，他機関 1名, 5日

間, 2017.2–2017.2.
広帯域地震観測点候補地の下見とテスト観測 (佐伯鶴見観測点), プロジェクト支援, 教員 1名，技術職員 4名，

業者 1名, 3日間, 2017.3–2017.3.
鳥取 0.1満点計画観測点設置, プロジェクト支援, 技術職員 6名, 5日間, 2017.3–2017.3.
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佐伯鶴見観測点の設置関連作業, プロジェクト支援, 技術職員 2名, 延 30日, 2017.3–2017.6.
鋸山地殻変動観測所の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 6名，事務職員 3名, 1日, 2017.4–2017.4.
佐伯鶴見観測点工事の立ち合いと西都観測点の地震計交換, プロジェクト支援, 技術職員 2名, 3日間, 2017.5–

2017.5.
臨時観測点の撤去 (風吹), 観測開発基盤センター業務, 教員 1名，技術職員 2名, 1日間, 2017.5–2017.5.
自動震源処理システムの運用支援, プロジェクト支援, 技術職員 2名＋教員 1名, 延べ 10日, 2017.5–2018.3.
佐伯鶴見観測点の立ち上げ工事, プロジェクト支援, 技術職員 3名, 3日間, 2017.6–2017.6.
海底重力計のテスト観測 (機材撤収), プロジェクト支援, 技術職員 2名, 1日, 2017.6–2017.6.
観測機器不具合の対応，調整，保守 (内浦地殻変動観測坑), 観測開発基盤センター業務, 技術職員 3名, 1日,

2017.6–2017.6.
日本海溝海域における海底電磁気探査, プロジェクト支援, 教員 1名，技術職員 1名, 9日間, 2017.6–2017.7.
既存観測点の保守 (朝日，松川), 観測開発基盤センター業務, 教員 1名，技術職員 2名, 1日, 2017.6–2017.6.
自己浮上式海底地震計の設置・回収 (第 3開洋丸，南西諸島), 観測開発基盤センター業務, 技術職員 1名, 6日

間, 2017.8–2017.8.
伊東 2017GNSSキャンペーン観測,プロジェクト支援,教員 1名，技術職員 2名，他機関 43名, 5日間, 2017.9–2017.9.
自己浮上式海底地震計の設置・回収 (啓風丸，福島・宮崎), 観測開発基盤センター業務, 技術職員 1名, 16日間,

2017.10–2017.10.
内浦地殻変動観測坑の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 1日, 2017.12–2017.12.
静岡県藤枝市内の GNSS観測点の撤収, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 1日, 2018.2–2018.2.
自己浮上式海底圧力計の組立・整備等, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 1名, 延べ 30日, 2018.3–2019.3.
鳥取 0.1満点計画の地震観測点の撤収, プロジェクト支援, 教員 1名＋技術職員 4名, 5日, 2018.4–2018.4.
長野県北部臨時観測設置と保守, プロジェクト支援, 教員 1名＋技術職員 3名, 延べ 12日, 2018.6–2018.11.
室戸地殻変動観測抗の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 2日, 2018.8–2018.8.
房総沖における海底圧力計設置回収, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 1名, 延べ 10日, 2018.8–2018.9.
Pacific Array 観測機器設置および関連支援, プロジェクト支援, 技術職員 5名+教員 5名, 航海 14日＋延べ 5日,

2018.8–2019.2.
内浦地殻変動観測抗の機器撤収, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 3名, 延べ 5日, 2018.10–2018.10.
四国西部における大規模構造探査のための発破受信点約 300箇所の踏査/選定業務, プロジェクト支援, 技術職

員 2名, 5日, 2018.11–2018.12.
佐伯鶴見観測点の保守, プロジェクト支援, 技術職員 2名, 2日, 2018.12–2018.12.
富士市・富士宮市の光波観測点の撤収, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 3日, 2019.1–2019.1.
小田原地殻変動観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 1日, 2019.1–2019.1.

(b) 平成 29年度地震研究所長賞「技術職員主催の所内外向け地震研ラボツアーによるアウトリーチ活動」, 東京大
学地震研究所, 2017.11.16.

(d) 第二種電気工事士, 経済産業省, 2017.10.30.
(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.

平成 29年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.
(g) Akihiro Ohde, Hironori Otsuka, Arata Kioka, Juichiro Ashi, Distribution and depth of bottom-simulating reflec-

tors in the Nankai subduction margin, Earth, Planets and Space, 70, 60, N/A–N/A, 2018.
佐伯綾香・大塚宏徳・安藤美和子・宮川幸治・藤田親亮・竹尾明子, 広帯域地震計を用いたノイズ調査における

設置方法の検証, 地震研究所技術研究報告, 23, 14–21, 2018.
(i) 大塚宏徳，佐伯綾香，酒井慎一, 風吹岳付近における小規模地震の臨時観測 観測システムおよび初期解析結果

, 平成 28年度地震研究所職員研修会, 2017.1.18.
安藤 美和子，大塚 宏徳，佐伯 綾香， 田中 伸一，藤田 親亮，増田 正孝，宮川 幸治, 2017年度データ流通収集

処理グループ活動報告, 平成 29年度地震研究所職員研修会, 2018.1.26.

佐伯 綾香
(a) 豊後水道周辺広帯域地震観測点テスト観測の準備, プロジェクト支援, 基盤センター職員 5名+教員 1名, 延べ

10日, 2017.1–2017.2.
日向灘における海底地震計の回収，再設置 (第一開洋丸 広域南海航海), プロジェクト支援, 技術職員 3名+他大

学教員 1名, 5日, 2017.2–2017.2.
豊後水道周辺広帯域地震観測点候補地下見とテスト観測, プロジェクト支援, 基盤センター職員 3名+教員 1名+

業者 1名, 延べ 3日, 2017.3–2017.3.
豊後水道周辺広帯域地震観測点設営準備, プロジェクト支援, 基盤センター職員 3名, 延べ 15日, 2017.3–2017.6.
鳥取 0.1満点計画地震計設置作業, プロジェクト支援, 基盤センター職員 6名+教員 2名, 延べ 5日, 2017.3–2017.3.
足尾地域観測点保守, 基盤センター業務, 基盤センター職員 3名+教員 1名, 1日, 2017.4–2017.4.
データ流通収集処理グループ活動, 基盤センター業務, 職員 7名＋教員 4名, 1[時間/月] × 9ヶ月, 2017.4–2017.12.
豊後水道周辺広帯域地震観測点工事立ち合い,プロジェクト支援,基盤センター職員 2名,延べ 2日, 2017.5–2017.5.
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西都観測点地震計交換準備, プロジェクト支援, 基盤センター職員 3名, 延べ 2日, 2017.5–2017.5.
西都観測点地震計交換作業, プロジェクト支援, 基盤センター職員 2名+他大学教員 1名, 1日, 2017.5–2017.5.
長野県北部臨時観測撤収作業, プロジェクト支援, 基盤センター職員 2名+教員 1名, 1日, 2017.5–2017.5.
豊後水道周辺広帯域地震観測点設営作業, プロジェクト支援, 基盤センター職員 3名, 延べ 3日, 2017.6–2017.6.
松川観測点・朝日観測点保守作業, 基盤センター業務, 基盤センター職員 2名+教員 1名, 1日, 2017.6–2017.6.
紀伊半島中央臨時地震観測点の設置作業, プロジェクト支援, 基盤センター職員 2 名+業者 4 名, 延べ 8 日,

2017.6–2017.6.
第 2種電気工事士技術講習, 基盤センター業務, 職員 1名, 延べ 2日, 2017.7–2017.7.
サーバ構築等, 基盤センター業務, 職員 4名, 延べ 7日間, 2017.7–2017.12.
北信・下越・上越地方地震読み取り, 基盤センター業務, 職員 1名, 4[時間/日] × 80日, 2017.8–2017.12.
紀伊半島構造探査 GSX撤収作業, プロジェクト支援, 職員 2名＋教員 1名＋他大学職員 1名＋学生 1名, 延べ 4

日, 2017.9–2017.9.
黒四・朝日・松川観測点保守, 基盤センター業務, 職員 3名, 延べ 3日, 2017.9–2017.9.
紀伊半島構造探査電池交換, 職員 2名＋業者 5名, プロジェクト支援, 延べ 5日, 2017.10–2017.10.
アウトリーチ室による地震観測紹介ビデオの制作, 基盤センター業務, 職員 4名＋教員 2名, 延べ 2日, 2017.11–

2017.11.
観測点施設の引き継ぎ, 基盤センター業務, 職員 2名＋教員 1名, 3時間, 2017.12–2017.12.
名古屋大学から観測点の引継ぎと大鹿村観測点の立ち上げ, 基盤センター業務, 職員 3名＋教員 1名, 延べ 2日

間, 2017.12–2017.12.
共同利用機材の貸し出し, 基盤センター業務, 職員 2名, 延べ 14日, 2018.1–2019.1.
共同利用機材管理, 基盤センター業務, 職員 2名, 延べ 14日, 2018.1–2019.1.
北信・下越・上越地方地震読み取り, 基盤センター業務, 職員 1名, 2[時間/日] × 10ヶ月, 2018.1–2018.10.
担当観測点データ監視, 基盤センター業務, 職員 1名, 30[分/日] × 12ヶ月, 2018.1–2018.12.
茨城・福島オンライン観測点保守, プロジェクト支援, 職員 2名, 延べ 2日, 2018.3–2018.3.
鳥取 0.1満点計画地震計回収, プロジェクト支援, 職員 4名＋教員 2名, 延べ 4日, 2018.4–.
読み取り打ち合わせ, 基盤センター業務, 職員 5名＋教員 1名, 2[時間/月] × 6ヶ月, 2018.5–2018.10.
波形データサーバーのイベント切り出しパラメーター再検討, 基盤センター業務, 職員 1名, 2[時間/日] × 40日,

2018.5–2018.12.
長野県北部臨時観測設置と保守, プロジェクト支援, 職員 2名＋教員 1名, 延べ 12日, 2018.6–2018.11.
サンゴの試料採取, プロジェクト支援, 職員 2名＋教員 1名, 延べ 20日, 2018.7–2018.12.
OBEM組み立て作業, プロジェクト支援, 職員 3名＋教員 1名, 2日, 2018.8–.
成田空港臨時観測, プロジェクト支援, 職員 1名＋教員 1名, 延べ 8日, 2018.10–2019.2.
佐伯鶴見観測点保守, プロジェクト支援, 職員 2名, 2日, 2018.12–.
北信・下越・上越地方地震読み取り, 基盤センター業務, 職員 1名, 4[時間/日] × 3ヶ月, 2018.12–2018.2.

(b) 所長賞, 東京大学地震研究所, 2017.11.16.
(d) 第二種電気工事士, 経済産業省, 2017.12.4.
(f) 平成 28年度東京大学地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.
(i) 佐伯綾香・大塚宏徳・酒井慎一, 風吹岳付近における小規模地震の臨時観測 - 震源決定 -, 地震研究所職員研修

会, 2017.1.16.
安藤美和子・大塚宏徳・佐伯綾香・田中伸一・藤田親亮・宮川幸治, 2017年度データ流通収集処理グループ活

動報告, 地震研究所職員研修会, 2018.1.26.

芹澤　正人
(a) 地震予知連絡会事務担当, 地震予知連絡会事務局業務, 技術職員 2名, 年間 4[時間/日]*10[日/月]*12[か月]+α,

2016.4–2017.3.
愛媛県伊方町臨時観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 1名, 6日× 3回 (年間), 2016.4–2017.3.
茨城福島臨時観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 1～4名, 保守作業 2日間× 4回× 2班＋準備等

延べ約 3ヶ月+臨時保守 (年間), 2016.4–2017.3.
地殻変動観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 1～3名, 年間延べ約 30日, 2016.4–2017.3.
地震臨時観測機材等準備, 総合観測室業務, 技術職員 1名, 4[時間/日]*10[日/月+α (年間), 2016.4–2017.3.
地震臨時観測機材等準備, 総合観測室業務, 技術職員 1名, 4[時間/日]*10[日/月+α (年間), 2017.4–2018.3.
地殻変動観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 3名, 年間延べ約 50日, 2017.4–2018.3.
茨城福島臨時観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 4名, 保守作業 2日間× 4回× 2班＋準備等延

べ約 3ヶ月+臨時保守 (年間), 2017.4–2018.3.
愛媛県伊方町臨時観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 1名, 6日× 3回 (年間), 2017.4–2018.3.
地震予知連絡会事務担当, 地震予知連絡会事務局業務, 技術職員 2名, 年間 4[時間/日]*10[日/月]*12[か月]+α,

2017.4–2018.3.
臨時観測用バッテリー保守, 総合観測室業務, 技術職員 1名, 1[時間/日]*60日, 2017.4–2018.3.
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鳥取臨時観測点設置作業, プロジェクト支援業務, 教員 1名＋技術職員 1名, 6日, 2017.6–2017.6.
地震観測装置のネパールへの寄贈に関する機材準備作業および取扱教育, 総合観測室業務, 技術職員 1名＋教員

1名, 延べ 30日, 2017.6–2018.3.
鋸山地殻変動検潮所修理, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 延べ 50日, 2017.10–2018.3.

諏訪 祥士
(a) 自己浮上式海底地震計の組立・整備作業, 観測開発基盤センター, 総合観測室 5名, 延べ 93日, 2015.4–2017.12.

犬吠での自然地震観測点設置, 観測開発基盤センター, 教員 1名＋総合観測室 4名, 延べ 82日, 2015.7–2017.6.
電磁気共同利用機材管理, プロジェクト業務, 教員 1名＋総合観測室 2名, 延べ 20日, 2016.1–2017.12.
霧島山付近における観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2名, 延べ 10日, 2016.4–2017.12.
電磁気観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名+総合観測室 2名, 延べ 9日, 2016.4–2017.12.
富士山付近における観測点の撤収, 観測開発基盤センター, 教員 1名＋総合観測室 2名, 延べ 2日, 2017.1–2017.1.
鳥取満点計画における観測点設置, プロジェクト業務, 教員 1名＋総合観測室 9名, 延べ 12日, 2017.3–2017.5.
豊後水道付近における臨時観測点設置,プロジェクト業務,教員 2名＋総合観測室 6名,延べ 60日, 2017.5–2017.9.
浅間山付近における観測点保守, 観測開発基盤センター, 教員 2名＋総合観測室 3名, 延べ 2日, 2017.6–2017.6.
日本海における海底地震計設置, プロジェクト業務, 教員 1名＋総合観測室 1名, 延べ 8日, 2017.7–2017.9.
東北ＭＴ観測点設置・回収, プロジェクト業務, 教員 1名＋総合観測室 2名, 延べ 14日, 2017.11–2017.12.

田中 伸一
(a) 強震観測点のデータ回収および各観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2 名, 延べ 30 日,

2017.1–2017.12.
高知県沖の島広帯域地震観測点のデータ流通管理・保守, プロジェクト業務, 総合観測室 1名, 延べ 10日, 2017.1–

2017.12.
海底ケーブル式地震津波観測システム釜石局舎の保守および新ケーブル改修に関わる一連の業務, 観測開発基

盤センター業務, 総合観測室 3名＋教員 2名, 延べ 30日, 2017.1–2017.12.
茨城県広帯域地震観測点の保守業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2 名＋教員 1 名, 延べ 10 日,

2017.1–2017.12.
2017年紀伊半島大規模アレイ観測に関する事前許諾取得・観測点設置・保守業務, プロジェクト業務, 総合観測

室 8名+教員 2名, 延べ 70日, 2017.1–2017.12.
房総半島アレイ地震観測網 (通称大大特)の撤収・契約解除業務, プロジェクト業務, 総合観測室 1名＋教員 1名,

延べ 20日, 2017.1–2017.3.
鳥取緊急地震観測の撤収業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2名, 延べ 6日, 2017.3–2017.3.
小型地震計の動作確認用テスターの作成業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 1名, 延べ 10日, 2017.6–

2017.8.
ニュージーランド北島における稠密地震観測業務とデータ変換作業, プロジェクト業務, 総合観測室 1名＋教員

1名, 延べ 30日, 2017.9–2017.12.
茨城県広帯域地震観測点の保守業務, プロジェクト業務, 総合観測室 2名＋教員 1名, 延べ 10日, 2018.1–2018.12.
海底ケーブル式地震津波観測システム釜石局舎の保守ならびに観測データ監視業務, 観測開発基盤センター業

務, 総合観測室 3名＋教員 1名, 延べ 20日, 2018.1–2018.12.
強震観測点のデータ回収および各観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2 名, 延べ 10 日,

2018.1–2018.6.
高知県沖の島広帯域地震観測点のデータ流通管理・保守, プロジェクト業務, 総合観測室 1名, 延べ 10日, 2018.1–

2018.12.
小型地震計の動作確認用テスターの作成および配備，操作手順書作成業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観

測室 1名, 延べ 10日, 2018.4–2018.5.
大阪府北部地震緊急余震観測業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2名＋教員 1名, 延べ 10日, 2018.6–

2018.7.
日本海北部における自己浮上型海底地震計の設置/回収業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 2名＋教

員 1名, 延べ 20日, 2018.7–2018.8.
波形データ伝送プロトコル (ACT)の一部に生じた不具合の調査とその解決, 観測開発基盤センター業務, 総合

観測室 2名＋教員 1名, 延べ 10日, 2018.8–2018.9.
北海道胆振地方地震の緊急余震観測業務,観測開発基盤センター業務,総合観測室 2名,延べ 10日, 2018.9–2018.9.
北西太平洋における自己浮上型海底地震計の設置/回収業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 1名＋教

員 1名, 延べ 10日, 2018.10–2018.10.
四国西部における大規模構造探査のための発破受信点 600箇所の踏査/選定業務, プロジェクト業務, 総合観測

室 3名＋教員 1名, 延べ 30日, 2018.10–2018.12.
鹿児島県桜島における構造探査のための地震計設置業務, プロジェクト業務, 総合観測室 2名＋教員 1名, 延べ

10日, 2018.11–2018.11.
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(b) 技術職員主催の所内外向け地震研ラボツアーによるアウトリーチ活動, 平成 29年度地震研究所長賞, 2017.11.16.
(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.

総合技術研究会 2017 東京大学, 東京大学総合技術本部, 2017.3.10.
平成 29年度地震研究所職員研修, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.
第 2回東京大学技術発表会, 東京大学総合技術本部, 2018.2.16.

(g) 田中伸一・蔵下英司, 地震波形収録装置のデジタルフィルタによる信号遅延の計測, 地震研究所技術研究報告,
22, 1–6, 2017.

(i) 田中伸一, lennartz 社製 LE-3Dlite MarkII/III 用テスターの開発, 平成 28年度東京大学地震研究所職員研修会,
2017.1.16.

宮川幸治・田中 伸一, 強震尺里観測点の移設, 平成 28年度東京大学地震研究所職員研修会, 2017.1.16.
田中伸一・蔵下英司・酒井慎一, 小型地震観測装置を用いた緊急余震観測の紹介, 総合技術研究会 2017 東京大

学, 2017.3.10.
田中伸一・蔵下英司, GSXを用いたニュージーランド・タウポ背弧リフト帯における地震観測, 平成 29年度東

京大学地震研究所職員研修会, 2018.1.24.

八木 健夫
(a) 自己浮上式海底地震計・圧力計の組立・整備作業, 観測開発基盤センター業務, 教員数名＋総合観測室職員数名,

延べ 280日間, 2016.1–2017.12.
日向灘沖における海底地震計/圧力計設置作業, プロジェクト業務, 総合観測室職員 1名＋他大学教員 1名, 6日

間, 2017.3–2017.3.
海ほたる・風の塔地震観測点移管に伴う業務の引継ぎ, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名+総合観測室職員

1名+他機関数名, 1日間, 2017.4–2017.4.
釜石におけるケーブル式海底地震津波観測新システムのビーチアース追加敷設と観測ケーブル保護工事の対

応, 観測開発基盤センター業務, 教員 2名+総合観測室職員 3名, 4日間, 2017.4–2017.4.
技術研究報告の発行, 技術研究報告編集委員会業務, 教員 6名+総合観測室職員 3名, 延べ 3日間, 2017.4–2018.12.
移動体搭載型海中重力計システムで用いる水晶発振式圧力変換器の保護ケースと固定用部品の製作, プロジェ

クト業務, 総合観測室職員 1名, 延べ 2日間, 2017.5–2017.6.
水晶発振式圧力変換器の加圧試験の立会い, プロジェクト業務, 教員 1名+総合観測室職員 1名+他機関 1名, 1

日間, 2017.6–2017.6.
移動体搭載型海中重力計システム重力測定航海の出港前準備作業, プロジェクト業務, 教員 1名＋総合観測室職

員 1名＋研究員 1名, 2日間, 2017.6–2017.6.
相模湾における移動体搭載型海中重力計システムの重力測定航海の対応, プロジェクト業務, 教員数名＋総合

観測室職員 1名＋他機関数名, 5日間, 2017.6–2017.6.
ビーコン/フラッシャー圧力スイッチ整備の立会い, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 3名, 延べ 2日

間, 2017.9–2017.9.
試験観測用加速度計固定台座の設計, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名+総合観測室職員 1名, 延べ 5日間,

2017.9–2017.10.
メキシコにおける長期観測型海底地震計/圧力計の組立および組立指導, プロジェクト業務, 教員 1名+総合観

測室職員 1名+他機関数名, 延べ 14日間, 2017.10–2017.10.
東京湾第二海堡地震観測点移管に伴う業務の引継ぎ, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名＋総合観測室職員 1

名＋事務職員 1名＋他機関数名, 延べ 2日間, 2017.12–2017.12.
メキシコ沖における海底地震計設置のための機材準備, プロジェクト業務, 教員数名＋総合観測室職員数名, 延

べ 14日間, 2018.1–2018.6.
ビーコン/フラッシャー圧力スイッチ整備作業, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 20日間, 2018.1–2018.12.
サーボ加速度計の組込みの指導, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 3日間, 2018.2–2018.4.
マルチコプター飛行訓練, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 4名＋技術職員 2名＋他大学 3名, 延べ 5日間,

2018.3–2018.12.
海底地震計耐圧容器へのコネクタブロック取付準備作業, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 30 日間,

2018.4–2018.6.
強震最乗寺観測点保守他, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 1日間, 2018.9–2018.9.
ニュージーランドにおける海底地震計組立作業, 地震予知研究センター業務, 教員 1名＋総合観測室職員 1名＋

他大学教員 1名, 延べ 6日間, 2018.9–2018.10.
日本海海底地震観測施設の局舎保守作業, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名＋業者 1名, 延べ 3

日間, 2018.10–2018.10.
強震伊豆駿河湾観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名＋総合観測室職員 2名, 延べ 5日間, 2018.12–

2018.12.
(b) 地震研究所所長賞「技術職員主催の所内外向け地震研ラボツアーによるアウトリーチ活動」, 地震研究所,

2017.11.16.
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(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.
平成 29年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.

渡邉 篤志
(a) 地震計博物館の維持・管理, 広報アウトリーチ室業務, 教員 1名+技術職員 4名+特任専門員 1名+技術補佐員 2

名+事務補佐員 1名, 116日, 2008.12–2017.2.
技術研究報告の発行, 技術研究報告編集委員会業務, 教員 6名+技術職員 3名, 7日, 2016.4–2017.3.
総合技術研究会 2017東京大学の運営, 総合技術研究会 2017東京大学実行委員会業務, 教員?名+技術職員 55名,

17日, 2016.4–2017.3.
霧島山における観測点の維持・臨時観測, 観測開発基盤センター業務, 教員 2名＋技術職員 2名, 31日, 2017.1–

2017.12.
富士山における観測点の維持, 観測開発基盤センター業務, 教員 2名＋技術職員 3名, 6日, 2017.1–2017.12.
伊豆大島における観測点の維持, 観測開発基盤センター業務, 教員 2名＋技術職員 2名, 30日, 2017.1–2017.12.
浅間山における観測点の維持, 観測開発基盤センター業務, 教員 4名＋技術職員 3名, 6日, 2017.1–2017.12.
火山での野外観測準備・機材整備, 観測開発基盤センター・火山噴火予知研究センター業務, 技術職員 1名, 26

日, 2017.1–2017.12.
技術研究報告の発行, 技術研究報告編集委員会業務, 教員 6名+技術職員 3名, 11日, 2017.1–2017.12.
火山噴火予知連絡会資料作成, 火山噴火予知研究センター業務, 技術職員 1名, 4日, 2017.2–2017.9.
GNSS観測点撤去, 地球計測系研究部門業務, 教員 1名＋技術職員 3名, 3日, 2017.2–2017.3.
絶対・相対重力観測支援,地球計測系研究部門業務,教員 3名+技術職員 3名，中国地震局 1名, 19日, 2017.6–2018.3.
地震計博物館の維持・管理, 広報アウトリーチ室業務, 技術職員 4名, 10日, 2017.7–2018.1.
紀伊半島大規模アレイ観測, プロジェクト業務, 教員 3名＋技術職員 9名, 9日, 2017.8–2017.9.
無人ヘリコプタによる火山観測支援, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 3名＋技術職員 1名, 29日, 2017.8–

2017.11.
富士山における観測点の維持, 観測開発基盤センター, 教員 1名＋技術職員 2名, 9日, 2018.1–2018.12.
霧島山における観測点の維持・臨時観測・現地調査, 観測開発基盤センター業務, 教員 2名＋技術職員 1名, 38

日, 2018.1–2018.12.
伊豆大島における観測点の維持, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 16日, 2018.1–2018.12.
無人ヘリコプタによる火山観測支援, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 3名＋技術職員 2名, 7日, 2018.1–

2018.2.
技術研究報告の発行, 技術研究報告編集委員会業務, 教員 6名+技術職員 3名, 20日, 2018.1–2018.12.
火山での野外観測準備・機材整備, 観測開発基盤センター・火山噴火予知研究センター業務, 技術職員 1名, 72

日, 2018.1–2018.12.
火山噴火予知連絡会資料作成, 火山噴火予知研究センター業務, 技術職員 1名, 6日, 2018.2–2018.9.
三宅島における観測点の新設, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 2名＋技術職員 2名, 77日, 2018.2–2018.12.
マルチコプター飛行訓練, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 4名＋技術職員 2名，北大 2名，東工大 1名, 8

日, 2018.3–2018.12.
絶対・相対重力観測支援, 地球計測系研究部門業務, 教員 4名+技術職員 2名，東北大 3名，気象研 2名，気象

庁 2名, 18日, 2018.4–2019.2.
島根県西部の地震の余震観測, 突発災害対応, 教員 1名＋技術職員 1名, 3日, 2018.4–2018.4.
地震計博物館の維持・管理, 広報アウトリーチ室業務, 技術職員 4名, 5日, 2018.7–2019.1.
サンゴ (micro atoll)試料採取, 地震火山情報センター業務, 教員 1名＋研究員 2名＋技術職員 2名，IPGP 5名,

28日, 2018.7–2018.12.
OBEMの整備, 海半球観測研究センター業務, 教員 1名＋技術職員 9名＋大学院生 1名, 2日, 2018.8–2018.8.
北海道胆振東部地震の余震観測, 突発災害対応, 技術職員 1名，九州大 1名, 3日, 2018.9–2018.9.

(b) 地震研究所所長賞「技術職員主催の所内外向け地震研ラボツアーによるアウトリーチ活動」, 東京大学地震研
究所, 2017.11.16.

地震研究所所長賞「地震研究所同窓会の企画・運営」, 東京大学地震研究所, 2018.11.15.
(d) 小型移動式クレーン運転技能者, IHI技術教習所 東京センター, 2017.5.7.
(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.

小型移動式クレーン運転技能講習, IHI技術教習所 東京センター, 2017.5.7.
平成 29年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.
マルチコプタ運用技能課程および安全教育課程 (目視外飛行), 株式会社 NSi真岡, 2018.3.29.
マルチコプタ運用技能課程および安全教育課程 (夜間飛行), 株式会社 NSi真岡, 2018.12.18.

(g) 中野 俊・前野 深・吉本充宏・大湊隆雄・渡邉篤志・川上和人・千田智基・武尾 実, 噴火が終わった西之島に初
上陸調査, GSJ地質ニュース, 6, 1, 1–4, 2017.

川上和人・千田智基・吉本充宏・中野 俊・前野 深・大湊隆雄・渡邉篤志・武尾 実, 西之島・新起動創世記　～
溶岩の大地にカツオドリが舞う, BIRDER, 3, 38–39, 2017.
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前野 深・中野 俊・吉本充宏・大湊隆雄・渡邉篤志・川上和人・千田智基・武尾 実, 新火山島の初上陸調査─西
之島 (東京都小笠原村)─, 地学雑誌, 126, 1, N1–N13, 2017.

Ohminato, T., T. Kaneko, T. Koyama, A. Watanabe, W. Kanda, T. Tameguri, and R. Kazahaya, Observations
using an unmanned aerial veichle in an area in danger of volcanic eruptions at Kuchinoerabu-jima Volcano,
southern Kyushu, Japan, Journal of Natural Disaster Science, 38, 1, 85–105, 2017.

Tanaka, Y., T. Suzuki, Y. Imanishi, S. Okubo, X. Zhang, M. Ando, A. Watanabe, M. Saka, C. Kato, S. Oomori
and Y. Hiraoka, Temporal gravity anomalies observed in the Tokai area and a possible relationship with
slow slips, Earth, Planets and Space, 70, 2018.

渡邉篤志・大湊隆雄・武尾 実, 西之島火山への観測点設置, 地震研究所技術研究報告, 23, 1–9, 2018.
中野 俊・吉本充宏・前野 深・大湊隆雄・渡邉篤志・川上和人・千田智基・武尾 実, 2016年，西之島噴火後初上

陸調査, 海洋調査技術, 30, 1, 5–10, 2018.
武尾 実・大湊隆雄・前野 深・篠原雅尚・馬場聖至・渡邉篤志・市原美恵・西田 究・金子隆之・安田 敦・杉岡裕

子・浜野洋三・多田訓子・中野 俊・吉本充宏・高木朗充・長岡 優, 西之島の地球物理観測と上陸調査, 海洋
理工学会誌, 24, 1, 45–56, 2018.

大湊隆雄・金子隆之・小山崇夫・渡邉篤志・安田 敦・武尾 実・青木陽介・柳澤孝寿・本多嘉明・梶原康司・神田
径・為栗 健・風早竜之介・篠原宏志, 無人ヘリによる火口近傍観測の進展, Conductivity Anomaly研究会
論文集, 43–58, 2018.

上嶋 誠・相澤広記・塚本果織・神田 径・関 香織・木下貴裕・大湊隆雄・渡邉篤志, 2016熊本地震活動に伴って
えびのにおいて観測された電磁気変動について, Conductivity Anomaly研究会論文集, 67–68, 2018.

辻 浩
(a) 小諸地震火山観測所の維持・管理, 総合観測室業務, 単独, 数回/月, 2017.1–2017.12.

浅間山火山性地震の読取や波形・画像データの管理, 総合観測室業務, 単独・又は SE2名, 0時間～20時間/月,
2017.1–2017.12.

浅間火山観測所の維持・管理と来訪者の対応, 総合観測室業務, 単独, 延べ 29日, 2017.1–2017.12.
浅間山定常観測点の保守とそれに関わる業務, 総合観測室業務, 単独・又は総合観測室 3名，火山センター教員

3名，他機関 2名, 延べ 30日, 2017.1–2017.12.
八ヶ岳地球電磁気観測の支援, 総合観測室業務, 単独・又は総合観測室職員 3名，基盤センター教員 1名, 延べ

24日, 2017.1–2017.12.
信越地域の観測点保守, 総合観測室業務, 総合観測室職員 2名，基盤センター教員 1名, 延べ 7日, 2017.1–2017.12.
父島地磁気参照点の撤収と空振計の保守, 総合観測室業務, 総合観測室職員 1名, 延べ 2日, 2017.2–2017.2.
松代地震観測所超伝導重力計保守の支援, 総合観測室業務, 地球計測系研究部門教員 1名, 延べ 3日, 2017.3–

2017.11.
信越地震観測所の維持・管理, 総合観測室業務, 単独, 延べ 3日, 2017.4–2017.12.
強震観測点 (長野県内)の保守, 総合観測室業務, 総合観測室職員 1名, 延べ 1日, 2017.6–2017.6.
東北 3県での相対重力測定支援,総合観測室業務,地球計測系研究部門教員 2名，他 1名,延べ 5日, 2017.6–2017.6.
八ヶ岳地球電磁気観測所の維持・管理, 総合観測室業務, 単独, 延べ 2日, 2017.7–2017.9.
紀伊半島中央部における臨時地震観測点保守ほか, 総合観測室業務, 総合観測室 4 名，業者数名, 延べ 5 日,

2017.8–2017.8.
八ヶ岳地球電磁気観測の支援, 総合観測室業務, 単独・又は総合観測室職員 3名，基盤センター教員 1名, 延べ

24日, 2018.1–2018.12.
浅間山定常観測点の保守とそれに関わる業務, 総合観測室業務, 単独・又は総合観測室 1名，火山センター教員

3名, 延べ 35日, 2018.1–2018.12.
浅間火山観測所の維持・管理と来訪者の対応, 総合観測室業務, 単独, 延べ 29日, 2018.1–2018.12.
浅間山火山性地震の読取や波形・画像データの管理, 総合観測室業務, 単独・又は SE2名, 0時間～20時間/月,

2018.1–2018.12.
小諸地震火山観測所の維持・管理, 総合観測室業務, 単独, 0回～数回/月, 2018.1–2018.12.
松代地震観測所の超伝導重力計保守, 総合観測室業務, 地球計測系研究部門教員 1名, 延べ 3日, 2018.1–2018.9.
八ヶ岳地球電磁気観測所の維持・管理, 総合観測室業務, 単独・又は総合観測室 1名, 延べ 2日, 2018.1–2018.12.
浅間山観測設備撤去工事に伴う業務, 総合観測室業務, 単独，他機関・業者数名, 延べ 6日, 2018.1–2018.12.
信越地震観測所の維持・管理, 総合観測室業務, 単独, 延べ 3日, 2018.3–2018.12.
草津白根山空中磁気測量の支援, 総合観測室業務, 火山センター教員 1名，他大学・他機関・業者数名, 延べ 5

日, 2018.3–2018.3.
浅間山西方域広帯域MT観測の支援, 総合観測室業務, 単独・又は総合観測室 1名，火山センター教員 1名, 延

べ 24日, 2018.4–2018.10.
信越地域の観測点保守, 総合観測室業務, 総合観測室職員 2名，基盤センター教員 1名, 延べ 7日, 2018.8–2018.12.
営繕工事関連の業務, 総合観測室業務, 単独・又は総合観測室 1名，業者数名, 延べ 4日, 2018.10–2018.12.

(b) 2017年度地震火山災害予防賞, 東京大学地震研究所, 2018.1.24.
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(f) 平成 28年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2017.1.18.
平成 29年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2018.1.26.
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5.5 各教員の教育・社会活動

各教員が 2017年 1月 ∼2018年 12月の間に行った教育・社会活動の内容．なお (a)∼(f)の区分は以下のとおり．
(a) 講義
(b) 非常勤講師等
(c) 留学生等受け入れ
(d) 学位論文
(e) 政府役員等
(f) 一般セミナー等

5.5.1 数理系研究部門

小屋口 剛博
(a) 理学部地球環境学科, 火山・マグマ学, 2017.4–2017.9.

理学部地球環境学科, 野外実習 III, 2017.4–2017.9.
教養学部, 惑星地球科学 I, 2017.4–2017.9.
理学部地球環境学科, 野外実習 III, 2018.4–2018.9.
理学部地球環境学科, 火山・マグマ学, 2018.4–2018.9.

(c) Fiodar Perakhozhau, 理学系研究科　地球惑星科学専攻, 修士, ベラルーシ, 2018.9–.
(d) 稲垣湧斗, 脱ガスと結晶化を考慮したマグマ供給・噴出系モデルによる噴火推移の解析, 理学系研究科地球惑星

科学専攻, 修士, 指導, 2015.4–2017.3.
志水宏行, A numerical study of pyroclastic density currents by a two-layer shallow-water model, 理学系研究科

地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 2015.4–2018.3.
武田海, 3次元流体シミュレーションに基づく火山噴煙モデルの高度化, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士,

指導, 2016.4–2018.3.
(e) 岡山大学惑星物質研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会, 委員, 2015.4–2018.3.

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト総合協議会, 委員, 2017.10–.
岡山大学惑星物質研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会, 委員, 2018.4–2021.3.

波多野 恭弘
(a) 理学系研究科地球惑星科学専攻, 固体地球科学特論, 2017.6–2017.7.

理学部地球惑星物理学科, 特別演習 (S2ターム), 2017.6–2017.7.
(b) 中国科学院研究生院, 非常勤講師, 東京大学教授系列講座, 2008.7–.

大阪大学大学院　理学研究科, 非常勤講師, 摩擦と地震の非平衡物理, 2012.7–.
筑波大学大学院生命環境科学研究科, 非常勤講師, 断層の物理と地震活動, 2017.1–2017.1.

亀 伸樹
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球惑星科学コロキュウム I (地震学セミナー), 2016.4–2017.3.

理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球惑星科学論文講読 I (地震発生論セミナー), 2016.4–2017.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球惑星科学特別研究 II, 2016.4–2017.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球惑星科学特別研究 I, 2016.4–2017.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震発生物理学講義, 2016.10–2017.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別研究, 2016.10–2017.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻 , 地球惑星科学特別研究 II, 2017.4–2018.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻 , 地球惑星科学特別研究 I, 2017.4–2018.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球惑星科学論文講読 I (地震発生論セミナー), 2017.4–2018.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球惑星科学コロキュウム I (地震学セミナー), 2017.4–2018.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震発生物理学講義, 2017.10–2018.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別研究, 2017.10–2018.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻 , 地球惑星科学論文講読 I (地震発生論セミナー), 2018.4–2019.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻 , 地球惑星科学論文講読 I (ジオダイナミクス), 2018.4–2019.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻 , 地球惑星科学コロキュウム I (地震学セミナー), 2018.4–2019.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻 , 地震発生物理学講義, 2018.10–2019.3.

(c) Ranjith Kunnath, Professor, Mahindra cole Centrale, Hyderabad, その他, India, 2018.4–2018.6.
(d) 日下部哲也, 地震発生機構の理論的研究 , 理学研究科, 博士, 指導, 2013.4–.

木村将也, 地震発生を重力で検知する, 理学研究科, 修士, 指導, 2016.4–.
(e) 国家公務員採用総合試験, 試験専門委員, 2016.7–2017.7.
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国家公務員採用総合試験, 試験専門委員, 2017.7–2018.7.

西田 究
(a) 地球惑星科学専攻, 時系列データ解析, 2016.10–2017.3.

理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別演習, 2016.10–2017.2.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2016.10–2017.2.
地球惑星科学専攻, 地震波動論 I, 2017.4–2017.9.
理学部・地球惑星物理学科 , 地球惑星物理学特別演習, 2017.4–2017.9.
北海道大学, 大気・海洋現象が引き起こす固体地球の弾性振動現象 , 2017.9–2017.9.
地球惑星科学専攻, 時系列データ解析, 2017.10–2018.3.
理学部・地球惑星物理学科 , 地球惑星物理学実験, 2017.10–2018.2.
地球惑星科学専攻, 地震波動論 I, 2018.4–2018.9.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2018.10–2018.2.
地球惑星科学専攻, 時系列データ解析, 2018.10–2018.2.
教養学部, 全学体験ゼミナール, 2018.10–2018.2.

(b) 北海道大学, 大気・海洋現象が引き起こす固体地球の弾性振動現象, 2017.9–2017.9.
(e) 特別研究員等審査会, 専門委員, 2016.8–2017.7.
(f) SCEC-ERI-DPRI International Summer School on Earthquake Science, Lake Arrowhead, CA, 06.25, 2017.

5.5.2 地球計測系研究部門

今西 祐一
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球力学, 2016.10–2017.3.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球力学, 2017.10–2018.3.
(b) 国土交通大学校, 非常勤講師, 地球物理学, 2017.11–2017.12.

国土交通大学校, 非常勤講師, 地球物理学, 2018.11–2018.12.

中谷 正生
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震学セミナー, 2007.4–2019.3.

理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震発生論セミナー, 2009.4–2019.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2009.10–2019.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別研究 (後期), 2016.10–2017.3.

(c) Puspendu Saha, カルカッタ大学, その他, インド, 2017.2–2017.7.

綿田 辰吾
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別研究　金子, 2016.10–2017.2.

理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別演習　柳町　松下　小山, 2017.6–2017.8.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別演習　森　濱本, 2018.6–2018.8.

(b) パリ第 6大学, 博士論文審査会委員 (examinateur), 博士論文審査会 Virgile Rakoto, 2017.7–2017.7.
(c) Berezina, Polina, UTRIPインターン学生, その他, ウクライナ, 2017.6–2017.7.

Choudhary, Ashutosh, UTRIPインターン学生, その他, インド, 2018.6–2018.8.
Rakoto, Virgile, 地震研究所短期招聘研究員, その他, フランス, 2018.6–2018.9.

(d) 三反畑修, Ray tracing for dispersive tunamis and estimation of initial sea-surface displacement from array data:
Application to the 2015 volcanic tsunami earthquake near Smith Caldera,理学系研究科,修士,補助, 2015.4–
2017.3.

Ho Tungcheng, Tsunami source estimation from transoceanic waveforms, 理学系研究科, 博士, 補助, 2015.4–
2018.9.

Wu Yifei, Advancement in normal-mode method for tsunami computation: Simulation of tsunami waveforms and
characterization of submarine faults in the sea of Japan, 理学系研究科, 博士, 補助, 2015.10–2019.3.

Wang Yuchen, Green’s function-based tsunami data assimilation (GFTDA): Method and application, 理学系研
究科, 修士, 補助, 2016.9–2018.8.

高森 昭光
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験 (電気回路実験), 2016.10–2017.3.

理学部地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2017.10–2018.3.
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5.5.3 物質科学系部門

中井 俊一
(a) 理学部・化学科, 無機分析化学特論 (一部分担), 2017.6–2017.6.

理学系研究科・化学専攻, 分析化学特論 I (分担), 2017.10–2017.12.
理学部地球惑星環境学科, 宇宙地球化学 (一部分担), 2017.10–2017.12.
理学部・化学科, 無機分析化学特論 (一部分担), 2018.6–2018.6.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 物質循環学 (分担), 2018.9–2018.11.
理学部地球惑星環境学科, 宇宙地球化学 (一部分担), 2018.10–2018.12.

武井 (小屋口) 康子
(a) 教養過程, 全学ゼミ，地震火山観測入門, 2000.4–.

理学部地球惑星科学, 3年実験演習, 2001.4–.
地球惑星科学, 地球レオロジー, 2006.4–.

(e) 科学技術・学術審議会　研究計画・評価分科会 防災分野の研究開発に関する委員会, 委員, 2009.4–.

平賀 岳彦
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球レオロジー, 2012.4–.

理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球内部構造論, 2012.10–.

安田 敦
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, マグマ学, 2016.9–2017.1.
(b) 山梨県富士山科学研究所, 特別客員研究員, 災害情報作成ツールの構築等, 2016.4–2017.3.

山梨県富士山科学研究所, 特別客員研究員, 災害情報作成ツールの構築等, 2017.4–2018.3.
山梨県富士山科学研究所, 特別客員研究員, 2018.4–2019.3.

三浦 弥生
(d) 奥野衛, An experimental study of permeable membrance for Ne isotope measurement aiming for future Mars

mission, 地球惑星科学専攻, 修士, 補助, 2016.8–2018.3.

5.5.4 災害科学系研究部門

古村 孝志
(a) 大学院情報学環, 災害情報論 I, 2014.4–.

大学院情報学環, 災害情報論 I, 2015.4–.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 地球惑星物理学特別演習, 2017.6–2017.7.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 地震波動論 II, 2017.10–2017.12.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 地震波セミナー, 2018.4–2019.3.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 地震波動論 II, 2018.10–2018.12.

(b) 横浜市立大学, 非常勤講師, 先端科学序説, 2006.11–.
建築研究所国際地震工学研修コース, 非常勤講師, Theory of Seismic Waves, 2017.12–2017.12.
建築研究所国際地震工学研修コース, 非常勤講師, 2018.12–2016.12.

(c) Jiayu Kang, University of Science and Technology of China, その他, 中国, 2017.7–2017.7.
(d) 河本洋輝, 表面波伝播特性の地域性が気象庁マグニチュード推定値に与える影響, 東京大学大学院理学系研究

科, 修士, 指導, 2015.4–2017.3.
向井優理恵, 関東平野における長周期地震動強度の特徴的方位依存性とその要因, 東京大学大学院理学系研究

科, 修士, 指導, 2015.4–2017.3.
(e) 中央防災会議専門調査会 (首都直下地震震源モデル検討会), 委員, 2016.4–2018.3.

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会, 委員, 2016.4–2018.3.
中央防災会議専門調査会 (南海トラフ巨大地震震源モデル検討会), 委員, 2016.4–2018.3.
地震防災対策強化地域判定会, 委員, 2016.4–.
地震調査研究推進本部地震調査委員会強震動評価部会地下構造モデル検討分科会, 委員, 2016.4–2018.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会強震動評価部会, 委員, 2016.4–2018.3.
航空・事故調査委員会鉄道部会, 専門委員, 2017.4–2018.3.
南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会, 委員, 2017.11–.

(f) 首都直下地震 ー その実像と備え ー, 交詢社, 05.12, 2017.
スパコンで大地震を再現　 ー強い揺れの成因を探り防災に活かすー, 大学学部研究会, 08.10, 2017.
津波被害軽減への ICTの活用ー産学官連携によるチャレンジー, 川崎市, 03.15, 2018.
地震研究　 ー強い揺れの成因を探り防災に活かすー, 東京大学弥生講堂, 06.22, 2018.
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スパコンで大地震を再現 強い揺れの成因を探り防災に活かす, 品川プリンスホテル, 08.09, 2018.
地震国日本に生きる, 三鷹市立第 4中学, 09.14, 2018.

壁谷澤 寿海
(a) 工学系研究科建築学専攻, 建築構造・材料設計演習, 2017.4–2017.9.

工学系研究科建築学専攻, 鉄筋コンクリ－ト耐震構造学, 2017.4–2017.9.
工学系研究科建築学専攻, 建築構造・材料設計演習, 2018.4–2018.9.
工学系研究科建築学専攻, 鉄筋コンクリ－ト耐震構造学, 2018.4–2018.9.

(b) (独)建築研究所国際地震工学研修コ－ス, 講師, Structural Analysis, 2003.9–2019.3.
(c) 蘇子行, 工学系研究科建築学専攻 , 研究生, 中国, 2016.10–2017.9.

李禹彤, 工学系研究科建築学専攻, 修士, 中国, 2016.10–2018.9.
(d) 荻野亮, ポリエステル製繊維シートによる鉄筋コンクリ－ト部材の補強効果に関する検証実験, 工学系研究科,

修士, 指導, 2015.4–2017.3.
壽一哲,鉄筋コンクリ－ト造梁外端におけるスラブ有効幅に関する研究,工学系研究科,修士,指導, 2017.4–2019.3.
堀井良浩, 砂質土－粘性土の 2層地盤に支持される杭の先端抵抗に関する研究, 大成建設技術研究所, 博士, 指

導, 2017.4–2018.3.
李禹彤, 連続波と漂流物による鉄筋コンクリート建物の津波崩壊実験と解析, 工学系研究科, 修士, 指導, 2018.9–

2016.10.
(e) コンクリ－ト系建物実験研究分科会, 委員, 2011.4–2020.3.

耐震診断評定委員会, 委員長, 2011.4–2020.3.
耐震改修工法専門委員会, 委員, 2011.12–2019.3.
電算プログラム審査委員会, 委員長, 2012.4–2020.3.
学校施設の耐震化に係る技術的事項に関する協力者会議, 委員, 2012.7–2019.3.
建築技術性能認証委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
日本建築防災協会評議員会, 評議員, 2014.4–2020.3.
構造評定委員会, 委員長, 2014.7–2019.3.
コンクリート系次世代高耐震構法研究開発 ワーキンググループ, 主査, 2015.4–2019.3.
建築物耐震診断判定委員会, 委員長, 2015.4–2019.3.
既存建物耐震診断委員会, 委員長, 2015.4–2019.3.
建築物等防災技術評価委員会, 委員長　, 2015.4–2019.3.
日本建築防災協会「既存建築物の非構造部材の耐震診断指針・同解説」原案作成委員会 　　委員, 委員, 2016.4–

2019.3.
国会議事堂の改めての耐震診断の必要性等検討委員会, 委員長, 2018.9–2019.3.

(f) 2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 群馬, 10.17, 2017.
Earthquake Response Analysis of Reinforced Concrete Buildings, つくば, 12.06, 2017.
大地震後に建物の継続使用を可能にする技術, 東京, 03.11, 2017.
登録鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習, 東京, 07.03, 2017.
登録鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習, 大阪, 07.26, 2017.
登録鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習, 東京, 08.03, 2017.
登録鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習, 福岡, 08.29, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 東京, 09.19, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 仙台, 09.20, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 広島, 09.27, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 福岡, 09.28, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 大阪, 10.12, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 名古屋, 10.13, 2017.
病院の耐震安全性と継続使用性, 福島, 10.18, 2017.
Experiment and Modeling of Reinforced Concrete Structures under Seismic Loading, Hanoi, 10.31, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 東京, 11.15, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 金沢, 11.16, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 札幌, 11.24, 2017.
2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改訂講習, 静岡, 12.06, 2017.
Earthquake Response Analysis of Reinforced Concrete Buildings, つくば, 12.19, 2017.
極大地震後における建物の 継続使用可能性, 東京, 03.10, 2018.
Recent Earthquake Damages and Seismic Tests of Reinforced Concrete Buildings, Taipei, 03.13, 2018.
Seismic Tests, Analyses and Evaluation of Reinforced Concrete Buildings, Tainan, 03.15, 2018.
登録鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習, 大阪, 06.06, 2018.
登録鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習, 福岡, 07.11, 2018.

124



125 5.5. 各教員の教育・社会活動

登録鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習, 東京, 08.02, 2018.
Fail-Safe Performance of Reinforced Concrete Buildings against Extreme Earthquake Motions, Naples, 09.20,

2018.
Seismic Tests, Analyses and Evaluation of Reinforced Concrete Buildings, Katmandu, 11.23, 2018.
Earthquake Response Analysis of Reinforced Concrete Buildings, つくば, 12.05, 2018.
Sliding Bases To Make Structures Resilient Against Extreme Earthquake Motions , Shanghai, 12.15, 2018.

纐纈 一起
(e) 地震調査委員会強震動評価部会, 委員, 2005.4–.

地震調査委員会地下構造モデル検討分科会, 主査, 2005.4–.
地震調査委員会観測計画部会, 委員, 2006.4–.
地震調査委員会強震動予測手法検討分科会, 委員, 2011.1–.
地震調査委員会強震動予測手法検討分科会, 主査, 2011.10–.
地震調査委員会強震動評価部会, 部会長, 2012.4–.
地震調査委員会, 委員, 2012.4–.
地震動予測地図高度化ワーキンググループ, 委員, 2012.4–.
地震動予測地図高度化ワーキンググループ, 委員, 2012.4–.
地震動予測地図高度化ワーキンググループ, 委員, 2012.4–.

楠 浩一
(e) 建築研究所, 客員研究員, 2014.4–2019.3.

長期優良住宅化リフォーム推進事業評価委員会, 委員, 2014.4–2019.3.
学校施設の耐震化にかかる技術事項に関する協力者会議, 委員, 2014.6–2019.3.
耐震工法検討委員会, 委員, 2015.4–2019.3.
日本地震工学会, 理事, 2015.5–2017.5.
日本ドローン協会, 副会長, 2018.4–2019.3

(f) 「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 03.09, 2017.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 03.21, 2017.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 06.29, 2017.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 07.24, 2017.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 07.27, 2017.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 07.27, 2017.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 06.26, 2018.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 07.30, 2018.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 11.26, 2018.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 12.26, 2018.
「基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編」, 東京, 12.27, 2018.

三宅 弘恵
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 強震動・津波セミナー, 2008.4–2019.3.

学際情報学府・学際情報学専攻, 災害情報論 II, 2016.9–2017.1.
学際情報学府・学際情報学専攻, 学際情報学概論 II, 2017.4–2017.5.
学際情報学府・学際情報学専攻, 総合分析情報学特論 XIV, 2017.9–2017.11.
学際情報学府・学際情報学専攻, 災害情報論 II, 2017.9–2018.1.
学際情報学府・学際情報学専攻, 災害情報論 I, 2018.4–2018.8.
教養学部, 情報メディア基礎論, 2018.4–2018.8.
学際情報学府・学際情報学専攻, 総合分析情報学特論 XIV, 2018.9–2018.11.

(b) 建築研究所・国際地震工学研修, 講師, 強震動研究 (II), 2010.10–2019.9.
京都大学防災研究所, 非常勤講師, 地震災害の発生予測と軽減対策, 2017.4–2019.3.

(c) 陳一飛, 東京大学大学院学際情報学府, 修士, 中国, 2016.4–2018.3.
Babita Sharma, National Centre for Seismology, Ministry of Earth Sciences, インターンシップ研修生 (JICA個

人研修), インド, 2017.6–2017.8.
Tristan Deleplanque, Institut de Physique du Globe de Paris, インターンシップ研修生, フランス, 2017.6–2017.6.
Jamileh Vasheghani Farahani, University of Tehran, 外来研究員 (国際室短期招聘), イラン, 2017.7–2017.8.
Tristan Deleplanque, Institut de Physique du Globe de Paris,インターンシップ研修生,フランス, 2017.9–2017.10.
Chen Ji, University of California, Santa Barbara, 外来研究員 (国際室短期招聘), 米国, 2018.4–2018.6.
劉齊, 東京大学大学院学際情報学府, 修士, 中国, 2018.4–2020.3.
呉康銘, 東京大学大学院学際情報学府, 修士, 中国, 2018.4–2020.3.
Tristan Deleplanque, Institut de Physique du Globe de Paris, インターンシップ研修生, フランス, 2018.5–2018.6.
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(d) 陳一飛, Broadband ground motion simulation along the Joetsu Shinkansen during the 2004 Chuetsu earthquake
and aftershock sequence, 学際情報学府学際情報学専攻, 修士, 指導, 2016.4–2018.3.

Hongqi Diao, Study of source effects on seismic ground motion and its application to building damage analyses,
工学系研究科建築学専攻, 博士, 補助, 2016.10–2018.9.

(e) 地震調査研究推進本部地震調査委員会強震動評価部会強震動予測手法検討分科会, 委員, 2005.8–2017.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会強震動評価部会地下構造モデル検討分科会, 委員, 2006.3–2019.3.
科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会, 専門委員, 2013.2–2019.2.
内閣府日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会, 委員, 2015.2–2019.3.
内閣府相模トラフ沿いの巨大地震等による長周期地震動検討会, 委員, 2016.1–2019.3.
科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会地震火山観測研究レビュー委員会, 専門委員, 2016.2–2017.2.
地震調査研究推進本部地震調査委員会強震動評価部会強震動予測手法検討分科会, 主査, 2017.4–2019.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会強震動評価部会, 委員, 2017.4–2019.3.
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会防災科学技術委員会, 専門委員, 2017.7–2019.2.
原子力規制委員会震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム, 外部専門家, 2018.1–2019.12.
地震調査研究推進本部政策委員会総合部会工学及び社会科学分野との連携による成果の社会還元促進検討ワー

キンググループ, 委員, 2018.4–2019.3.
(f) 防災教育特別講座, 東京都立町田高等学校, 03.22, 2017.

平成 29年度第 1回教養講座, 東京都立町田高等学校, 06.17, 2017.
地震研究所訪問対応 (韓国 KIGAM), 東京大学地震研究所, 07.19, 2017.
東京消防庁都市防災研究会, 東京消防庁, 06.28, 2018.
日本地震学会教員免許状更新講習「地震・火山研究の最前線－地震研究所で学ぶ」, 東京大学地震研究所, 08.21,

2018.

5.5.5 地震予知研究センター

平田 直
(e) 地震調査研究推進本部　政策委員会　データ流通ワーキンググループ, 専門委員, 1998.3–.

地震調査研究推進本部政策委員会調査観測計画部会, 委員, 2001.3–.
「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会, 委員, 2002.4–.
「糸魚川ー静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会, 委員, 2002.4–.
地震調査研究推進本部政策委員会調査観測計画部会・調査観測データ流通・公開促進専門員会, 委員, 2003.12–.
首都直下地震モデル検討会, 委員, 2012.4–.
中央防災会議, 委員, 2017.3–.
地震調査研究推進本部　地震調査委員会, 委員長, 2017.4–2019.3.

佐藤 比呂志
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, テクトニクスセミナー, 2011.4–2017.3.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 変動帯テクトニクス, 2017.4–2017.7.
(c) 林炫知, 地震研究所, 研究生, 韓国, 2014.3–.
(d) 池口直毅, 上越沖-北部フォッサマグナ地域における後期新生界の褶曲-断層帯の構造と形成史, 東京大学大学院

理学系研究科, 修士, 指導, 2017.3–2014.4.
(e) 地震予知連絡会, 委員, 2007.4–2017.3.

地震調査研究推進本部 地震調査委員会長期評価部会 活断層分科会, 委員, 2010.4–.
地震調査研究推進本部 地震調査委員会長期評価部会 活断層分科会　活構造ワーキング, 主査, 2010.4–.
長岡平野西縁断層帯の地震活動に関する調査研究委員会, 委員, 2010.6–2017.3.
富山県防災会議地震対策部会津波断層ワーキンググループ, 委員, 2015.12–2017.3.
廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討チーム, 外部専門家, 2016.11–2017.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会　第 3 回第 3 期総合的かつ基本的な施策に関する専門委員会, 委員,

2019.4–2020.3.

上嶋 誠
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球構造論, 2016.9–2017.3.

理学部地球惑星物理学科 (地球惑星科学専攻), 地球観測実習, 2017.4–2017.9.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球構造論, 2017.9–2018.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2018.4–2018.9.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球構造論, 2018.9–2019.3.

(b) UCAS, Beijing, China, 非常勤講師, Electromagnetic Induction Studies, 2017.6–2017.6.
UCAS, Beijing, China, 非常勤講師, Electromagnetic Induction Studies, 2018.6–2018.6.
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大阪市立大学・大学院理学系研究科，理学部, 非常勤講師, 比抵抗構造探査, 2018.12–2018.12.
(c) 畑真紀, 産業総合技術研究所, 外来研究員, 日本, 2016.4–2017.3.

Yuan Yiren, 中国地震局・北京大学, 博士過程学生 (地震研特別研究生), 中国, 2016.12–2017.12.
Huang Qinghua, 北京大学, 教授 (地震研究所短期招聘研究者), 中国, 2016.12–2017.1.
Paul Alanis, PHIVOLCS, 研究官 (地震研究所外来研究員), フィリピン, 2017.1–2017.2.
畑真紀, 東京大学地震研究所, 特任研究員, 日本, 2017.4–2019.3.
Ren Hengxin, 南方科技大学, 助教 (地震研究所長期招聘研究者), 中国, 2017.6–2017.11.
Huang Qinghua, 北京大学, 教授 (地震研究所外来研究員), 中国, 2017.7–2017.7.
Huang Qinghua, 北京大学, 教授 (地震研究所外来研究員), 中国, 2018.2–2018.2.
Kittipong Phueak-Im, マヒドール大学, 学部学生 (地震研究所インターンシップ研修生), タイ, 2018.6–2018.8.
Jacques Zlotnicki, クレモンフェラン地球物理学研究所, 外来研究員, フランス, 2018.11–2018.11.
臼井嘉哉, 伊藤忠テクノソリューションズ, 外来研究員, 日本, 2018.12–2019.3.

(d) 塩谷太郎, 九重山周辺の 3次元比抵抗構造から探る九重山活動メカニズムの推定, 京都大学大学院理学研究科,
博士, 補助, 2016.4–2018.3.

(e) 火山噴火予知連絡会, 委員, 2015.4–2017.3.
火山噴火予知連絡会, 伊豆部会, 委員 , 2015.4–2017.3.
火山噴火予知連絡会, 委員, 2017.4–2019.3.
火山噴火予知連絡会, 伊豆部会, 委員, 2017.4–2019.3.

山野 誠
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球物理数学, 2005.4–2018.9.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2007.4–2018.9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2007.4–2017.9.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学観測実習, 2010.4–2018.9.

(b) 早稲田大学・教育学部・理学科, 非常勤講師, 地球テクトニクス, 1999.9–2019.2.

石山 達也
(a) 大学院地球惑星科学専攻, テクトニクスセミナー, 2011.4–.

教養学部, 全学体験ゼミナール「プレートの衝突と地震：伊豆衝突帯のテクトニクス」, 2018.10–2019.1.
(b) 新潟大学理学部, 非常勤講師, 地球科学特別講義 II, 2012.12–.
(e) 地震調査研究推進本部活断層分科会, 委員, 2010.3–.

海域断層モデル検討委員会, 委員, 2015.10–.
全国活断層帯情報整備検討委員会, 委員, 2017.4–.
地震調査研究推進本部　長期評価部会　海域活断層評価手法等検討分科会, 委員, 2017.6–.

(f) 活断層が引き起こす地震活動について, 文京区議会災害対策調査特別委員会, 02.21, 2017.

加納 靖之
(b) 関西大学社会安全学部, 非常勤講師, 地球科学概論, 2018.4–2018.7.
(e) 東濃地震科学研究所地殻活動研究委員会, 委員, 2017.4–2019.3.

岡山一宮高校 SSH運営指導委員会, 委員, 2018.4–2019.3.
(f) 古文書から読み解く洪水や地震 －歴史から安全を考える－, 木幡公民館, 07.10, 2018.

古文書から読み解く洪水や地震 －歴史から安全を考える－, 小倉公民館, 10.16, 2018.
古文書から読み解く洪水や地震 －歴史から安全を考える－, 宇治公民館, 11.06, 2018.
地面のわずかな伸び縮みをはかる～地殻変動連続観測の歴史と現在～, 京都大学阿武山観測所, 11.03, 2018.
土曜講座・ＳＳＨミニ講演会「卒業生と語る科学の世界」とサイエンスカフェ, 岡山一宮高等学校, 11.17, 2018.
奈良と周辺で発生した歴史上の地震－先人の経験を防災につなげる, 奈良県奈良市, 08.07, 2018.
八尾図書館 読書週間講演会「古文書から探る河内の地震」, 八尾図書館, 11.10, 2018.
みんなで翻刻の紹介とデモンストレーション, 京都大学附属図書館, 11.18, 2018.

加藤 愛太郎
(a) 理学部・地球惑星科学専攻, 地球惑星物理学特別演習, 2016.4–2021.3.

理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震波セミナー, 2016.4–2019.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震発生帯物性・構造セミナー, 2016.4–2019.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震波動論 2, 2017.10–2021.3.
理学部・地球惑星科学専攻, 地球惑星物理学実験, 2017.10–2021.3.

(b) 中央大学・法学部, 非常勤講師, 「科学と人間 2」講義, 2017.1–2017.1.
建築研究所, 非常勤講師, 近地地震解析 II, 2017.1–2017.1.

(c) Heng-Yi Su, National Central University, Taiwan, UTRIP 2017, Taiwan, 2017.6–2017.8.
Chih-Yin Chou, National Central University, Taiwan, Sakura-Science, Taiwan, 2018.7–2018.7.

(e) 地震調査研究推進本部 地震調査委員会, 委員, 2016.4–2018.3.
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地震火山部会 次期観測研究計画検討委員会, 専門委員, 2017.10–2019.2.
地震調査研究推進本部 地震調査委員会, 委員, 2018.4–2020.3.
地震・火山噴火予知研究協議会 戦略室, 室員, 2018.4–2022.3.
地震調査研究推進本部政策委員会総合部会工学及び社会科学分野との連携による成果の社会還元促進検討ワー

キンググループ委員会, 主査, 2018.6–2020.3.
「将来の官民研究開発投資拡大プログラム (PRISM)の実施促進に向けた国土強靭化等の推進に係る技術的課

題に関する調査」研究会, 委員, 2018.12–2019.3.
(f) 地震学入門, 東京大学地震研究所 (東京消防庁狛江消防署), 11.22, 2017.

地震学入門, 東京大学地震研究所, 08.08, 2017.
地震学入門, 静岡県立掛川西高等学校, 09.06, 2017.
0.1満点観測で見えてきたもの, 鳥取県米子市 (鳥取県中部地震 1年 地震防災講演会), 09.23, 2017.
地震学入門, 東京大学地震研究所 (一元化業務 20周年拡大談話会), 03.19, 2018.
2016年熊本地震の本震前に前震域が拡大, 東京大学地震研究所, 01.12, 2018.
近年の地震学研究における一元化データの活用, 気象庁本庁, 02.19, 2018.
地震学入門, 東京大学地震研究所, 06.15, 2018.
地震について学ぼう, 東京大学地震研究所, 07.24, 2018.
地震について学ぼう, 東京大学地震研究所, 08.07, 2018.

望月 公廣
(a) スーパーサイエンスハイスクール, 海で行う地震観測・調査, 2011.1–.

福田 淳一
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別演習, 2017.4–2017.9.

理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別演習, 2018.4–2018.9.

蔵下　英司
(a) 教養学部 , 全学体験ゼミナール, 2018.10–2019.1.

西山 昭仁
(e) 地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会活断層分科会, 委員, 2016.8–2017.3.

地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会活断層分科会, 委員, 2017.4–2018.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会活断層分科会, 委員, 2018.4–2019.3.

山田 知朗
(a) 理学部地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2016.10–2017.3.

理学部地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2017.10–2018.3.

5.5.6 火山噴火予知研究センター

武尾 実
(e) 浅間山火山防災協議会, 委員, 2013.1–.

市原 美恵
(a) PEAK, 地球科学　 (2回担当), 2016.12–2017.1.

教養学部, 初年次ゼミナール理科, 2017.4–2017.7.
理学部地球惑星物理学科, 特別演習 S1, 2017.4–2017.6.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 火山学基礎論 (5回担当), 2017.6–2017.7.
PEAK, 地球科学　 (2回担当), 2017.12–2018.1.
理学部地球惑星物理学科, 特別演習 S1, 2018.4–2018.6.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 火山学基礎論 (5回担当), 2018.6–2018.7.
PEAK, 地球科学　 (2回担当), 2018.10–2018.10.

(b) 気象庁, 火山活動評価技術研修 (3時間), 2016.1–.
気象庁, 火山活動評価技術研修 (3時間), 2016.11–.
気象庁, 火山活動評価技術研修 (3時間), 2017.11–.
気象庁, 火山業務研修 (観測・解析コース)特別講義 (3時間), 2018.6–.

(d) 大橋正俊, 硬化過程におけるポリウレタンフォームの変形実験～Tube Pumiceの履歴を探る～, 理学系研究科,
修士, 指導, 2015.4–2017.3.

菅野洋, 理学系研究科, 博士, 指導, 2016.4–.
山河和也, Stromboli空振観測と解析-小規模空振アレイの評価-, 理学系研究科, 修士, 指導, 2016.4–2018.3.
大橋正俊, 理学系研究科, 博士, 指導, 2017.4–.
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武田志緒里, 東京農工大学工学府機械システム工学専攻, 修士, 補助, 2017.4–.
山河和也, 理学系研究科, 博士, 指導, 2018.4–.
Yuki Natsume, 理学系研究科, 博士, 指導, 2018.4–.

(e) 科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会, 専門委員, 2013.4–2017.2.
科学技術・学術審議会測地学分科会, 臨時委員, 2017.3–2019.2.

前野 深
(a) 学系研究科地球惑星科学専攻, 火山学基礎論 (4回担当), 2017.4–.

理学部・地球惑星科学専攻, 地球惑星環境学野外調査 III, 2017.9–.
教養学部, 全学体験ゼミナール「火山との共生：箱根火山を知ろう」, 2017.10–2018.1.
理学部・地球惑星科学専攻, 地球惑星環境学実習, 2018.9–.

(c) Ng Hao Wen, 地震研究所 (さくらサイエンスプログラム), その他, シンガポール, 2018.6–2018.7.
(e) 西之島の価値と保全にかかる検討委員会, 検討委員, 2017.4–2019.3.

火山防災に係る調査企画委員会, 委員, 2018.6–2019.3.
(f) 堆積物から紐解く火山噴火のダイナミクス, 東京工業大学, 06.14, 2017.

噴火堆積物をもとにした火山現象へのアプローチ, 東京大学地震研究所, 11.10, 2017.

大湊 隆雄
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山学基礎論, 2007.4–2019.3.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山物理セミナー, 2007.4–2019.3.
(e) 火山研究運営委員会データ流通ワーキンググループ, 構成員, 2017.4–2018.3.

科学技術・学術審議会, 専門委員, 2017.10–2019.2.
火山噴火予知連絡会　霧島山 (新燃岳)総合観測班, 幹事, 2017.11–2019.3.
火山噴火予知連絡会　霧島山部会, 委員, 2018.7–2019.3.

(f) 火山活動に伴う地震波形の解析, 気象庁 (東京，大手町), 07.28, 2017.
火山観測と火山噴火予測, 地震研究所, 08.21, 2018.

鈴木 雄治郎
(a) 理学部・地球惑星科学専攻, 地球惑星環境学野外調査 III, 2017.9–2017.9.

金子 隆之
(b) 日本大学文理学部・地球システム学科, 非常勤講師, 地球システム特講 III (1997.9-1998.3), 2017.4–.

日本大学文理学部・応用地学科, 非常勤講師, 岩石学実験 (1994.10-1995.3), 2017.4–.

5.5.7 海半球観測研究センター

歌田 久司
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球内部電磁気学セミナー, 2016.4–2017.3.

理学部地球惑星物理学科 (理学系研究科共通), 地球電磁気学, 2016.9–2017.3.
理学部地球惑星物理学科 (理学系研究科共通), 地球電磁気学, 2017.4–2018.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球内部電磁気学セミナー, 2017.4–2018.3.
理学部・地球惑星物理学科 (大学院共通), 地球電磁気学, 2018.4–2019.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球電磁気学, 2018.4–2019.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球内部電磁気セミナー, 2018.4–2019.3.

(b) 国土交通省国土交通大学校, 講師, 地磁気観測とその応用, 2004.4–2019.3.
(c) Zhang, Luo-Lei, 海半球観測研究センター, その他, 中国, 2011.10–.

Liang Pengfei, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 中国, 2014.10–2018.4.
Zorin, Nikita, Moscow State University, インターンシップ研修生 (博士), ロシア, 2017.5–2017.6.
KIM Hogyum, ソウル国立大学, インターシップ研修生, 韓国, 2017.7–2017.8.
KIM Hogyum, ソウル大学, その他, 韓国, 2018.8–2018.8.
Zhao Chongjin, 同済大学, その他, 中国, 2019.9–2019.9.

(f) 地球磁場の話 (SSH道外研修), 地震研究所, 01.07, 2017.
一般公開公開講義「電気と磁気で視る地球内部」, 地震研究所, 08.02, 2017.
地球磁場の話 (SSH道外研修), 地震研究所, 01.07, 2018.

川勝 均
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 4年生特別研究 (演習), 2016.10–2017.3.

理学系大学院・地球惑星科学専攻, 地震波波動論 I, 2017.4–2017.9.
教養学部, 惑星地球科学 I, 2017.4–2017.9.
理学系大学院・地球惑星科学専攻, 地震波波動論 I, 2018.4–2018.9.
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理学系大学院・地球惑星科学専攻, Blue Earth Seismology Seminar (地球惑星科学論文講読), 2018.4–2019.3.
(c) Noisagool, Sutthipong, 海半球観測研究センター (特任研究員), その他, タイ, 2016.7–2017.3.

Long, Xin, 理学系研究科, 博士, 中国, 2016.9–2019.9.
Roy, Sunil, 海半球観測研究センター, その他 (特任研究員), インド, 2017.5–2018.5.
Kim, HyeJeong, 理学系研究科 (ＧＳＧＣ), 修士, 韓国, 2017.9–2022.9.

(e) 特別研究員等審査会, 専門委員, 2016.7–2017.6.
国際事業委員会, 書面審査員, 2016.7–2017.6.

塩原 肇
(a) 理学系研究科地球惑星科学専攻, 地球惑星物理学観測実習, 2017.4–2017.9.

理学部地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別研究, 2018.4–2018.9.

清水 久芳
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球電磁気学, 2016.9–2017.3.

教養学部, 惑星地球科学 I, 2017.4–2017.8.
理学部・地球惑星物理学科, 地球電磁気学, 2017.9–2018.3.
教養学部, 初年次ゼミナール, 2018.4–2018.8.
理学部・地球惑星物理学科, 地球電磁気学, 2018.9–2019.3.

(b) 九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻, 非常勤講師, 地球惑星科学特別講義 (集中講義), 2016.9–2017.3.
京都大学理学研究科, 非常勤講師, 地球物理学特別講義 (集中講義), 2017.4–2017.9.
慶應義塾大学理工学部, 非常勤講師, 地球物理学, 2017.4–2017.9.

(c) Li Ruibai, 理学研究科, 博士, 中国, 2017.9–.

竹内 希
(a) 理学系研究科地球惑星科学専攻, 地球内部構造論, 2011.10–.

理学部地球物理学科, 地球惑星物理学特別演習, 2016.9–2017.2.
理学部地球物理学科, 地球物理数値解析, 2017.4–.

(b) 建築研究所　国際地震工学部, 講師, Theory of Seismic Waves, 2009.11–.
(c) Kim HyeJeong, 東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 韓国, 2017.9–2019.8.

一瀬 建日
(a) 理学部・地球惑星物理科, 地球惑星物理実験, 2016.9–2017.3.

理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2017.9–2018.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2018.9–2019.3.

5.5.8 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター

大久保　修平
(a) 理学部・地球惑星物理学科および理学系大学院・地球惑星科学専攻, 地球力学, 2008.4–2018.3.
(d) 高木悠, 地震によって地球内部に生じる粘弾性変形の球対称モデルにおける理論計算, 東京大学大学院理学系

研究科地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 2015.4–2018.3.
(e) 三宅村安全確保対策専門家会議, 委員, 2005.4–2018.3.

文部科学省独立行政法人評価委員会, 臨時委員, 2008.4–2019.3.
地震防災対策強化地域判定会, 委員, 2012.12–2019.3.
国土地理院入札監視委員会, 委員長, 2013.4–2019.3.
地球観測研究センターアドバイザリー委員会, 委員長, 2015.9–2017.9.

(f) 学術フォーラム「放射性物質の移動の計測と予測 －あのとき・いま・これからの安心・安全」(趣旨説明), 東京
都港区日本学術会議講堂, 08.07, 2017.

日本の火山研究について, 東京都千代田区 (学士会館), 09.28, 2017.

田中 宏幸
(a) 理学系研究科・物理学専攻, 物理学教室コロキウム, 2011.7–.

理学系研究科, 理学クラスター講義, 2012.7–.
理学系研究科・地球惑星物理学専攻, 地球惑星物理学特論, 2017.4–2017.6.
理学系研究科・地球惑星物理学専攻 , 地球惑星物理学特論, 2018.4–2018.6.

(c) Olah, Laszlo, 地震研究所, その他, ハンガリー, 2017.5–2021.3.
(d) 草茅太郎, ミュオグラフィ像における背景ノイズ低減による火山活動内部におけるマグマ動態の検出, 地球惑

星科学専攻, 博士, 指導, 2013.4–2017.3.
長原翔伍, 宇宙線ミュオン多点観測を用いたラドン変換による 3次元トモグラフィの実現可能性の検討, 地球惑

星科学専攻, 修士, 指導, 2015.4–2017.3.
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(f) 火山のレントゲン写真, 地震研究所, 03.02, 2017.
素粒子で火山を透視するミュオグラフィの力, 大阪府大阪市, 03.11, 2017.
ミュオグラフィ　－ 21世紀の透視技術－, 大阪府高槻市関西大学, 06.06, 2017.
素粒子で地球の内部を可視化する, 東京都中央区, 07.25, 2017.
ミュオグラフィ, 大阪府大阪市関西大学, 09.08, 2017.
第 5回 ミュオグラフィ：21世紀の火山透視技術, 大阪府大阪市グランフロント大阪, 09.19, 2017.
ミューオンの現代：ミュオグラフィ, 大阪府大阪市大阪市立科学館, 10.17, 2017.
火山内部の活動を透視するミュオグラフィ, 愛知県名古屋市, 10.30, 2017.
「ミュオグラフィ」について, 兵庫県神戸市兵庫県民会館, 09.23, 2018.
ミュオグラフィ, 東京都多摩市, 05.21, 2018.
ミュオグラフィの基礎・最新動向, 東京都文京区, 08.03, 2018.
ミュオグラフィ, 東京都多摩市, 05.26, 2018.
火山のレントゲン写真, 地震研究所, 02.27, 2018.
素粒子物理学，ミュオグラフィの放射線医療への適用, 東京都, 10.25, 2018.
巨大物体透視技術『ミュオグラフィ』の最新動向, 茨城県ひたちなか市, 10.26, 2018.

宮本 成悟
(d) 長原　翔伍, 宇宙線ミュオン多点観測を用いたラドン変換による 3次元トモグラフィの実現可能性の検討, 地球

惑星科学専攻, 修士, 補助, 2016.8–2017.2.

5.5.9 巨大地震津波災害予測研究センター

堀 宗朗
(a) 工学系研究科社会基盤学専攻, Computational Earthquake Engineering, 2001.10–.

工学部社会基盤学科, 物理数学の基礎, 2005.10–.
工学系研究科社会基盤学専攻, Non-Linear Analysis for Civil Engineering, 2008.10–.
教養学部総合講義, 東京のインフラストラクチャー, 2012.4–.

(b) 名古屋工業大学工学部社会開発工学科, 非常勤講師, 土木工学特別講義, 1996.4–2020.3.
中央大学大学院土木工学科, 非常勤講師, 計算応用力学, 2006.4–2020.3.

(d) 本山紘希, 大規模鉄筋コンクリート構造物を対象とした地震応答解析の高性能計算を利用した品質保証のため
の基礎的研究, 工学系研究科社会基盤学専攻, 博士, 指導, 2015.4–2017.12.

(e) 経済産業省ガス工作部物委員会, 委員, 2013.4–.
ガス安全小委員会, 委員, 2014.7–.
SIPレジリエンス防災, サブプログラムディレクタ, 2014.10–2017.3.
外部評価委員会, 委員・部門副主査, 2015.10–.
耐震技術検討委員会, 委員, 2015.10–2017.3.
SIPレジリエンス防災, プログラムディレクタ, 2017.4–2019.3.

(f) 次世代の地震シミュレーション成果の社会実装について, 香川大学幸町キャンパス, 07.20, 2017.
数値解析技術の統合化, 平成 28年度インフラシステムの海外展開に関する懇話会, 01.18, 2017.
高性能計算を利用する大規模数値解析手法と都市モデル構築手法の研究開発, 工学院大学建築学部, 03.17, 2017.
高性能機計算を使う都市丸ごと地震シミュレーション, 岡山大学環境管理センター公開講演会, 06.21, 2017.
スーパーコンピュータ「京」を使う都市の丸ごと地震・津波シミュレーション, AICS，神戸, 09.23, 2017.

市村 強
(a) 工学部・社会基盤学科, 物理数学の基礎, 2009.10–2018.3.

工学系研究科・社会基盤学専攻, 計算地震工学 E, 2009.10–.
工学系研究科・社会基盤学専攻, 社会基盤学の非線形解析法 E, 2009.10–2018.3.
工学部・社会基盤学科, 数理分析の基礎, 2016.10–.

(c) Pher Errol Balde Quinay, 東京大学大学院工学系研究科, 博士, フィリピン, 2010.4–.

Wijerathne, Maddeged
(a) Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering , Civil Engineering Seminar, 2012.4–2017.7.

Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering , Computational Earthquake Engineering, 2016.10–
2017.1.

Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering , Nonlinear analysis, 2016.11–2017.1.
Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering , Nonlinear analysis, 2018.10–2018.12.

(c) Muhammad Rizwan Riaz, Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 博士, Pakistan, 2014.4–
2017.3.
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Sumet Supprasert, Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 博士, Thailand, 2014.4–2017.3.
Lionel QUARANTA, Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 修士, France, 2015.10–2017.9.
Wasuwat Petprakob, Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering,博士, Thailand, 2015.10–2018.9.
Amit Gill, Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 修士, India, 2016.10–2018.9.
Lionel QUARANTA, Dept. of Civil Engineering, 博士, France, 2017.10–2020.9.
Amit Gill, Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 博士, India, 2018.10–2021.9.

(d) Muhammad Rizwan Riaz, Application of meta-modeling theory to construction of consistent seismic response
analysis models considering soil-structure interac- tion, Graduate School of Engineering, Dept. of Civil
Engineering, 博士, 補助, 2014.4–2017.3.

Sumet Supprasert, Application of Continuumnization for the Analysis of Dynamic Characteristics of Brick Struc-
tures, Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 博士, 指導, 2014.4–2017.3.

Zhang Chunbo, Bridge defelection estimation using Kalman filter with multi-channel acceleration measurements,
Graduate School of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 修士, 補助, 2015.4–2017.3.

Wasuwat Petprakob, HPC and feature enhancements of micro- and macroscopic traffic simulators for disaster
management applications, Dept. of Civil Engineering, 博士, 指導, 2015.10–2018.9.

Lionel Auaranta, Hamiltonian symplectic formalism and application to crack propagation simulation with PDS-
FEM, Dept. of Civil Engineering, 修士, 指導, 2015.10–2017.9.

Amit Gill, Development of an HPC Enhanced agent based system to simulate post disaster economic activities,
Dept. of Civil Engineering, 修士, 指導, 2016.10–2018.9.

Lee Sanggun, Precision improvement for the bridge deflection estimation based on acceleration measurement and
its validation on full-scale bridges, Dept. of Civil Engineering, 修士, 補助, 2019.3–2017.3.

長尾 大道
(a) 情報理工学系研究科・数理情報学専攻, 確率数理要論, 2016.9–2017.1.

情報理工学系研究科・数理情報学専攻, 連続情報論, 2017.4–2017.7.
(b) 情報・システム研究機構　統計数理研究所, 客員准教授, 2013.11–2019.3.
(c) Kao Kuork Chheng Patrice, Mines Nantes, 特別研究学生 (協定校), フランス, 2017.4–2017.8.
(d) 石川　大智, クリギング法のための非凸最適化に基づく観測点選択, 情報理工学系研究科, 修士, 指導, 2015.4–

2019.3.
黒河　天, グラフ構造を有する高次元データからの情報抽出のための手法開発, 情報理工学系研究科, 修士, 指

導, 2016.4–2018.3.
羽場　智哉, 季節調整モデルにおける多重周期季節成分の推定, 情報理工学系研究科, 修士, 指導, 2017.4–2019.3.

(f) データ同化の基礎と応用，そしてデータ駆動科学, 東京大学 武田ホール, 12.17, 2017.
新たな発見をもたらす科学における計測と予知・予測, 日本学術会議, 08.31, 2018.

5.5.10 地震火山噴火予知研究推進センター

加藤　尚之
(e) 科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会, 専門委員, 2015.3–2017.2.

地震火山部会地震火山観測研究レビュー委員会, 主査, 2016.1–2017.1.
科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会, 臨時委員, 2017.3–2019.2.
地震火山部会次期観測研究検討委員会, 主査, 2017.10–2019.2.
地震調査委研究推進本部, 専門委員, 2018.6–.

(f) Importance of Disaster Measures based on the Scientific Understanding of Earthquake Hazards, 10th World
Student Environment Network, 同志社びわこリトリートセンター，滋賀県, 08.27, 2018.

飯高 隆
(a) 地球惑星物理学科, 地球惑星物理学観測実習, 2017.4–2017.9.

理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2017.4–2017.9.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2017.4–2017.9.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2018.4–2018.9.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2018.4–2018.9.

(c) Xiao Zhuo, 地震研究所, 研究生, 中国, 2017.11–2018.11.
(d) 磯部渉, 稠密アレイを用いたレシーバ関数解析による東北南部前弧域の地殻・マントル構造の研究, 東京大学大

学院理学系研究科・地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2015.4–2017.3.
臼田優太, 反射法解析を稠密アレイ自然地震記録に適用した阿武隈山地南部の地殻構造の研究, 東京大学大学

院理学系研究科・地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2016.4–2018.3.
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大湊 隆雄
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山学基礎論, 2007.4–2019.3.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山物理セミナー, 2007.4–2019.3.
(e) 火山研究運営委員会データ流通ワーキンググループ, 構成員, 2017.4–2018.3.

科学技術・学術審議会, 専門委員, 2017.10–2019.2.
火山噴火予知連絡会　霧島山 (新燃岳)総合観測班, 幹事, 2017.11–2019.3.
火山噴火予知連絡会　霧島山部会, 委員, 2018.7–2019.3.

(f) 火山活動に伴う地震波形の解析, 気象庁 (東京，大手町), 07.28, 2017.
火山観測と火山噴火予測, 地震研究所, 08.21, 2018.

青木 陽介
(c) WANG, Xiaowen, 地震研究所, その他, 中国, 2017.8–.

五十嵐　俊博
(d) 磯部　渉, 稠密アレイを用いたレシーバ関数解析による東北南部前弧域の地殻・マントル構造の研究, 理学研究

科, 修士, 補助, 2016.4–2017.3.

5.5.11 観測開発基盤センター

岩崎 貴哉
(e) 建築研究所国際地震工学研修・普及会議, 委員, 2007.4–2017.3.

地球惑星科学委員会　 IUGS分科会 ILP小委員会, 委員, 2009.4–2019.3.
建築研究所国際地震工学研修評価委員会, 委員, 2016.4–2018.3.
長岡平野西縁断層帯の地震活動性に関する調査研究委員会, 委員, 2016.4–2018.3.
, 2018.4–.

小原 一成
(a) 理学部地球惑星物理学科, 2016年度冬学期 地球惑星物理学特別研究, 2016.10–2017.2.
(c) Natalia Poiata, Romania Geophysical Research Institute, 外来研究員 (外部資金による招聘), Rumania, 2018.1–

2018.3.
Audrey Chouli, パリ第 7大学, インターンシップ研修生, フランス国, 2018.6–2018.7.

(d) 栗原　亮, 遠地地震による誘発微動に関する研究, 理学研究科, 修士, 指導, 2015.4–2017.3.
金谷希美, スラブ内を伝わる地震波の散乱に関する研究, 理学系研究科, 修士, 指導, 2016.4–2018.3.
栗原亮, 遠地地震による誘発微動に関する研究, 理学系研究科, 博士, 指導, 2017.4–.
馬場慧, 深部超低周波地震に関する研究, 理学系研究科, 修士, 指導, 2017.4–2019.3.
疋田朗, スロー地震とプレート構造に関する研究, 理学系研究科, 修士, 指導, 2017.4–2019.3.

(e) 地震調査研究推進本部地震調査委員会地震動予測地図高度化ＷＧ, 委員, 2006.4–.
長岡平野西縁断層帯の地震活動性に関する調査研究委員会, 委員, 2010.5–.
地震予知連絡会, 委員, 2011.4–.
地震予知連絡会重点検討課題部会, 委員, 2011.4–.
警固断層帯 (南東部)における重点的な調査観測運営委員会, 委員, 2011.9–.
地震防災対策強化地域判定会, 委員, 2012.4–.
仙台一高ＳＳＨ運営指導委員会, 委員, 2012.9–.
東北地方・太平洋沖の地震活動に関する調査研究委員会, 委員, 2012.9–.
科学技術・学術審議会　測地学分科会　地震火山部会, 臨時委員, 2013.2–.
南海トラフ～琉球海溝の地震・津波に係る研究会, 委員, 2013.9–.
南西諸島域における低周波地震等の発生状況に関する検討委員会, 委員, 2015.11–.
地震調査研究推進本部政策委員会, 委員, 2016.8–.
南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会, 委員, 2017.11–.
防災教育チャレンジプラ実行委員会, 審査委員, 2018.4–2019.3.
「南海トラフ地震の防災対応に関する評価基準検討会, 委員, 2018.10–2018.12.

(f) スロ－地震の発見とその意義～四国から世界へ発展した奇妙な「揺れ」の研究～, 愛媛県松山市愛媛大学, 03.25,
2018.

NHKスペシャル「メガクエイク　南海トラフ巨大地震　迫りくる Xデーに備えろ」, NHK, 09.01, 2018.
探検バクモン「東京大学地震研空所　防災・予測の最先端を探る」, 地震研究所, 10.03, 2018.
スロ－地震の発見とその意義, 地震研究所, 10.19, 2018.
スロ－地震, 地震研究所, 10.20, 2018.
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スロー地震の発見とその意義, 地震研究所, 12.04, 2018.

篠原 雅尚
(a) 理学系研究科 (海洋アライアンス), 海洋基礎科学, 2016.10–2017.3.

理学系研究科地球惑星科学専攻, 地球物理数学, 2017.4–2017.9.
理学系研究科 (海洋アライアンス), 海洋基礎科学, 2017.10–2018.3.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 地球物理数学, 2018.4–2018.9.
教養学部学術フロンティア講義, 海研究のフロンティアＩＩ, 2018.10–2019.3.
理学系研究科 (海洋アライアンス), 海洋基礎科学, 2018.10–2019.3.

(b) 東京大学教養学部, 非常勤講師, 学術フロンティア講義，海研究のフロンティア II, 2016.9–2017.3.
(c) Ching Yu Hu, Sakura program’s student, その他, Taiwan, 2017.7–2017.7.
(e) 「地震・津波観測監視システムの開発」研究推進委員会, 委員, 2015.2–2017.3.

地震予知連絡会, 委員, 2015.4–2017.3.
「海域における断層情報総合評価プロジェクト」評価助言委員, 委員, 2015.4–2017.3.
地震調査研究推進本部, 専門委員, 2015.4–2017.3.
研究船共同利用運営委員会, 委員, 2016.4–2019.3.
南海トラフ～南西諸島海溝の地震・津波に関する研究会, 委員, 2016.7–2017.3.
International Science Advisory Board, Board member, 2016.7–2019.6.
南西諸島域における低周波地震等の発生状況に関する検討委員会, 委員, 2016.9–2017.3.
海域観測に関する検討ワーキンググループ, 2016.11–2017.3.
「海域における断層情報総合評価プロジェクト」評価助言委員会, 委員, 2017.4–2019.3.
第 25期地震予知連絡会, 委員, 2017.4–2019.3.
地震調査研究推進本部, 専門委員, 2017.4–2018.3.
海域観測に関する検討ワーキンググループ, 委員, 2017.4–2018.3.
南海トラフ～南西諸島海溝の地震・津波に関する研究会, 委員, 2017.7–2018.3.
南西諸島域における低周波地震等の発生状況に関する検討委員会, 委員, 2017.8–2018.3.
海域観測に関する検討ワーキンググループ, 委員, 2018.4–2019.3.
地震調査研究推進本部, 専門委員, 2018.4–2019.3.
, 客員研究員, 2018.5–2018.9.
南海トラフ～南西諸島海溝の地震・津波に関する研究会, 委員, 2018.7–2019.3.
南西諸島域における低周波地震等の発生状況に関する検討委員会, 委員, 2018.10–2019.3.
日本海溝海底地震津波観測網の今後の運用及び対策について, 外部専門家, 2018.10–2019.3.
クロスアポイントメント, 技術統括, 2018.10–2019.3.

(f) 地震のしくみと地震観測, 東京大学地震研究所, 12.27, 2017.
地震のしくみと東北地方太平洋沖地震, プラウド新浦安, 03.11, 2018.
地震観測と南海トラフ巨大地震, 東京大学地震研究所, 12.28, 2018.

森田 裕一
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球物理学特論 IV, 2017.11–2018.1.
(e) 気象庁火山噴火予知連絡会観測体制検討委員会, 委員, 2008.4–2019.3.

火山噴火予知連絡会伊豆部会, 部会長, 2013.4–2019.3.
気象庁火山噴火予知連絡会, 幹事, 2013.4–2017.3.
防災関連調査研究の戦略的推進WG, 委員, 2015.4–2017.3.
火山防災対策会議, 学識委員, 2015.8–2019.3.
火山防災行政に係る検討会, 委員 (主査), 2017.3–2019.3.
火山噴火予知連絡会, 副会長, 2017.4–2019.3.
科学技術学術審議会地震火山部会, 臨時委員, 2017.4–2019.3.

新谷 昌人
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験 (電気回路実験), 2016.10–2017.3.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2017.4–2017.9.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験 (電気回路実験), 2017.10–2018.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2018.4–2018.9.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験 (電気回路実験), 2018.10–2019.3.

(e) 国際標準化機構・TC108国際委員会 (ISO/TC108/SC3), 国内委員, 2015.4–2017.3.
国際標準化機構・TC108国際委員会 (ISO/TC108/WG33,34), 国内委員, 2017.4–2020.3.

(f) 長周期地震波の観測と地球内部構造の研究, TKP 東京駅前会議室, 02.21, 2017.
地殻変動観測の限界を超える～神岡ＫＡＧＲＡトンネルに建設されたもう一つの干渉計：レーザーひずみ計～,

地震研究所, 03.17, 2017.
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光計測による地球・惑星内部の探究, 東京大学・工学部, 02.01, 2018.
ゆっくりとした地面の動きから地球の内部を探る, 地震研究所, 08.22, 2018.

酒井慎一
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2010.4–2019.3.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2010.4–2019.3.
(b) 国土交通大学校, 非常勤講師, 地球物理学, 2011.4–2019.3.

日本女子大学・理学部, 非常勤講師, 地学 II, 2014.4–2019.3.
日本女子大学・理学部, 非常勤講師, 地学Ⅰ実験, 2014.4–2019.3.
山梨県富士山科学研究所, 客員研究員, 2016.4–2019.3.
日本大学・芸術学部, 非常勤講師, 自然の探究Ⅱ, 2018.4–2020.3.

(d) 堀井憲一, 地震活動と歪の時空間変化からみた中越地震の発生過程, 理学研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導,
2015.4–2017.3.

(e) 自然災害協議会, 第 3号委員突発災害担当, 2015.4–2019.3.
(f) 教員免許状更新講習 (人力地下構造探査), 地震研究所, 08.18, 2017.

地震と災害, 自由学園高等学校, 01.14, 2017.
2016年熊本地震と関連する活動に関する総合調査, 文部科学省・地域防災シンポジウム, 01.20, 2017.
首都圏で起こる地震とその備え, 東京都庁都民ホール, 01.29, 2017.
地震発生確率と首都直下地震, 埼玉県立越谷北高等学校, 12.15, 2017.
地震を知る, 自由学園高等学校, 01.27, 2018.
様々なデータ利活用連携から知る 首都圏の地震の実態, 九段第三合同庁舎, 06.07, 2018.
学校現場で役に立つ防災教育, 印旛郡栄町ふれあいプラザさかえ, 08.22, 2018.
様々なデータ利活用から見た首都圏の地震, 三田＠日比谷総合設備本社会議室, 08.28, 2018.
首都直下地震に関する研究動向・研究成果, 豊洲・東京ビッグサイト, 10.13, 2018.

悪原 岳
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地震波セミナー, 2017.4–2018.3.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地震発生帯物性・構造セミナー, 2017.4–2018.3.

竹尾 明子
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震発生帯物性・構造セミナー, 2016.4–2018.3.

理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別研究, 2016.10–2017.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震波セミナー, 2017.4–2018.3.

5.5.12 地震火山情報センター

佐竹 健治
(a) 理学系研究科地球惑星科学専攻, 固体地球科学特論　 V, 2016.11–2017.2.

地球惑星科学科, 地球物理学特別演習, 2017.6–2017.7.
地球惑星科学科, 地球物理学特別演習, 2018.6–2018.7.

(b) 建築研究所国際地震工学研修・津波防災コース, 非常勤講師, 津波の発生と伝播, 2017.3–2017.3.
建築研究所国際地震工学研修地震学・津波防災コース, 非常勤講師, 津波と地震, 2017.10–2017.10.
JICA Kizuna project International Training Course, Guest lecturer, Seismological and tsunami stuides of recent

large earthquakes in Chile, 2018.1–2018.1.
建築研究所国際地震工学研修・津波防災コース, 非常勤講師, 津波の発生と伝播, 2018.2–2018.2.
建築研究所国際地震工学研修地震学・津波防災コース, 非常勤講師, 津波と地震, 2018.11–2018.11.

(c) Aditya Gusman, 特任研究員, その他, インドネシア, 2014.4–2019.3.
Tungcheng Ho, 理学系研究科, 博士, 台湾, 2015.4–2018.3.
Wu Yifei, 理学系研究科, 博士, 中国, 2015.10–2018.9.
Wang Yuchen, 理学系研究科　 GSGC, 修士, 中国, 2016.10–2021.9.
Iyan E. Mulia, JSPS特別研究員, その他, インドネシア, 2017.4–2019.3.
Nabilt Jill MOGGIANO ABURTO, 建築研究所・政策研究大学院大学, 修士, ペルー, 2017.6–2017.8.
Polina Berezin, UTRIPインターン学生, その他, ウクライナ, 2017.6–2017.7.
Novita Tilangsari, さくらプログラム研修生, その他, インドネシア, 2017.7–2017.7.
Ansari Abdullah Momin Mohammed Ameen, さくらプログラム研修生, その他, インド, 2017.7–2017.7.
Paula Navarrete, インターン学生, 修士, チリ, 2017.11–2017.11.
Marco Quiroz Valeria, インターン学生　チリカトリカ大学, 博士, チリ, 2017.12–2018.3.
Ashutosh Choudhary, UTRIPインターン学生, その他, インド, 2018.6–2018.8.
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Sophie Debaecker, インターン学生　 IPGP, その他, フランス, 2018.9–2018.12.
(d) 三反畑　修, Ray Tracing for Dispersive Tsunamis and Estimation of Initial Sea-surface Deformation from Array

Data: Application to the 2015 Volcanic Tsunami Earthquake near Smith Caldera, South of Japan., 理学系
研究科, 修士, 指導, 2015.4–2017.3.

何 東政, Tsunami Source Estimation from Transoceanic Waveforms (遠地波形による津波波源の推定), 理学系研
究科, 博士, 指導, 2015.4–2018.9.

楠本 聡, Reexamination of Great Earthquakes along the Japan Trench based on Sedimentological Analysis and
Numerical Modeling for Tsunami Deposits, 理学系研究科, 博士, 指導, 2015.4–2019.3.

呉 逸飛, Advancement in normal-mode method for tsunami computation: simulation of tsunami waveforms and
characterization of submarine faults in the Sea of Japan (津波計算におけるノーマルモード法の発展: 津波
波形計算と日本海における海底断層の類型化), 理学系研究科, 博士, 指導, 2015.10–2019.3.

王 宇晨, Green’s Function-based Tsunami Data Assimilation (GFTDA): Method and Application, 理学系研究科
GSGC, 修士, 指導, 2016.9–2018.8.

(e) 地震調査研究推進本部地震調査委員会, 委員, 2012.4–2018.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会, 部会長, 2012.4–2018.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会海溝型分科会, 主査, 2012.10–2018.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会津波評価部会, 委員, 2013.2–2018.3.
地震調査研究推進本部調査観測計画部会, 委員, 2013.4–2017.3.
南海トラフ～南西諸島海溝の地震・津波に関する研究会, 委員, 2013.10–2018.3.
文部科学省受託事業「海域における断層情報総合評価プロジェクト」運営委員会, 委員長, 2013.10–2020.3.
日本学術会議, 連携会員, 2014.10–2019.9.
地震予知連絡会, 委員, 2015.4–2019.3.
日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会, 座長, 2017.1–2018.12.
津波ハザード・リスク情報の高度利用に関する委員会, 委員長, 2017.4–2019.3.
国際地震工学研修・普及会議, 副会長, 2017.4–2019.3.
津波予測技術に関する勉強会, 委員, 2017.7–2018.3.
津波防災情報図検討会, 委員, 2017.11–2018.3.
津波予測技術に関する勉強会, 委員, 2018.8–2019.3.
津波防災情報図検討会, 委員, 2018.11–2019.3.

(f) 過去の海溝型巨大地震・津波を調べる, 東京都文京区, 04.14, 2017.
2011年東日本大震災の津波とその教訓, 鹿児島市, 10.28, 2017.
慶長豊後地震のモデルと別府湾の津波, 大分市, 09.22, 2018.

木下 正高
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 変動帯テクトニクス, 2016.4–2020.3.

理学研究科・地球惑星科学専攻, 海洋底ダイナミクス, 2017.4–2020.3.
全学, 初年次ゼミ, 2018.4–2018.7.

(b) 共立女子大学, 講師, 環境・科学の諸課題, 2016.4–2020.3.
(f) 巨大地震に掘削で迫る～超深度南海掘削の科学的意義～, 静岡市, 09.26, 2018.
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