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第 5章

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 2018年 1月 ∼2019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) 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.
Koyaguchi, T., 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.

Koyaguchi, T., 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.

Shimizu, H., T. Koyaguchi and Y. J. Suzuki, The run-out distance of large-scale pyroclastic density currents: A
two-layer depth-averaged model., J. Volcanol. Geotherm. Res., 381, 168–184, 2019.

(c) 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.

Shimizu, H.A., T. Koyaguchi and Y. J. Suzuki, A two-layer depth-averaged model of pyroclastic density currents:
1. Laboratory-scale flows., Workshop on PDC transport dynamics – Benchmarking numerical models and
future avenues, Taupo (New Zealand), Jan.7-13, 2019.

Shimizu, H.A., T. Koyaguchi and Y. J. Suzuki, A two-layer depth-averaged model of pyroclastic density currents:
2. Laboratory-scale flows., Workshop on PDC transport dynamics – Benchmarking numerical models and
future avenues, Taupo (New Zealand), Jan.7-13, 2019.

Suzuki, Y. J., A. Costa and T. Koyaguchi, The control of vent geometry on the dynamics of volcanic plumes.,
EGU meeting, Viena (Austria), Apr.7-12, 2019.

Koyaguchi, T., and T. Kozono, The physical processes driving transition from lava dome to explosive eruptions.,
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EGU meeting, Viena (Austria), Apr.7-12, 2019.
石井憲介・小屋口剛博, 火砕物の移流拡散堆積過程における逆問題の数理的構造．, 日本地球惑星科学連合 2019年大会

(JpGU meeting), 幕張メッセ (日本), May 26-30, 2019.
小屋口剛博・石井憲介・K. Anderson・小園誠史, 観測データと物理モデルに基づく火山噴火推移予測の可能性．, 日本

地球惑星科学連合 2019年大会 (JpGU meeting), 幕張メッセ (日本), May 26-30, 2019.
西條祥・小屋口剛博・鈴木雄治郎, 降下火砕物インバージョンに向けた火砕物供給源モデルの開発．, 日本地球惑星科学

連合 2019年大会 (JpGU meeting), 幕張メッセ (日本), May 26-30, 2019.
志水宏行・小屋口剛博・鈴木雄治郎, 大規模火砕流の到達距離に対する温度の影響: 二層重力流モデルによる数値シミュ

レーション．, 日本地球惑星科学連合 2019年大会 (JpGU meeting), 幕張メッセ (日本), May 26-30, 2019.
Suzuki, Y. J., A. Costa and T. Koyaguchi, Simulating Dynamics of Explosive Very Large Eruptions., IUGG

General Assembly, Montreal (Canada), Jul.8-18, 2019.
小園誠史・上田英樹・小澤 拓・小屋口剛博・山崎 雅, 霧島山新燃岳における 2011, 2018年噴火間のマグマ蓄積条件の

変化．, 日本火山学会秋季大会, 神戸 (日本), Sep.25-30, 2019.
Brown, M., Y.Yamamoto, H. Hoshi, M. Kono, H. Tanaka, T. Koyaguchi, B. Jicha, K. Masaoka, J. Tonti-Filippini

and H. Ishikawa, Palaeomagnetism of ca. 3-5 Ma lavas from Western Iceland., AGU Fall meeting, San
Francisco (USA), Dec.9-13, 2019.

Shimizu, H. A., T. Koyaguchi and Y. J. Suzuki, The run-out distance of a two-layer model for large-scale
pyroclastic density currents., AGU Fall meeting, San Francisco (USA), Dec.9-13, 2019.

亀 伸樹
(a) 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, DOI:10.4294/zisin.2017-16–119, 2018.

Masaya KIMURA and Nobuki KAME木 村 将 也・亀 伸 樹, Representation Theorem and Green’s Function (3)
─ Strain, Stress, and Density Perturbation Fields due to a Point Source Using 2ndDerivative of Green’s
Function in an Unbounded Homogeneous Isotropic Elastic Medium─表現定理とグリーン関数 (3) ──全無
限グリーン関数の 2 階微分を用いた点震源が引き起こす歪み・応力・密度摂動場の表現──, 地震 2, 71, 153,
DOI: 10.4294/zisin.2017-20–160, 2019.

Masaya Kimura, Nobuki Kame, Shingo Watada, Makiko Ohtani, Akito Araya, Yuichi Imanishi, Masaki Ando,
Takashi Kunugi, Earthquake-induced prompt gravity signals identified in dense array data in Japan, Earth,
Planets and Space, 71, 1, DOI: 10.1186/s40623-019-1006-x–12, 2019.

Makiko Ohtani, Nobuki Kame, Masao Nakatani, Synchronization of megathrust earthquakes to periodic slow slip
events in a single-degree-of-freedom spring-slider model, Scientific Reports, 1, https://doi.org/10.1038/s41598-
019-44–9, 2019.

Nobuki KAME, Masaya KIMURA, The fundamental nature of a transient elastic response to prompt gravity
perturbations, Geophys. J. Int., 218, 2, doi.org/10.1093/gji/ggz196, 2019.

Makiko Ohtani, Nobuki Kame, Masao Nakatani, Nucleation of characteristic earthquakes in simulated cycles
involving deep huge slow slip events, J. Geophys. Res., 124, 1, doi:10.1029/2018JB016156–16, 2019.

So Ozawa, Takahiro Hatano, Nobuki Kame, Longer migration and spontaneous decay of aseismic slip pulse caused
by fault roughness, Geophys. Res. Lett., 46, 1, DOI:10.1029/2018GL081465–8, 2019.

Uenishi, K., Y. Fukuda, and N. Kame, Individual Mechanical Interaction of Multiple Cracks and Its Relation with
the Collective Behavior: Experimental Observations under Quasi-Static Loading Conditions, Proceedings of
the Third International Conference on Structural Integrity and Durability, ICSID 2019, Dubrovnik, Croatia,
4-7 June, 2019.

Masaya Kimura, Nobuki Kame, Shingo Watada, Makiko Ohtani, Akito Araya, Yuichi Imanishi, Masaki Ando,
Takashi Kunugi, Reply to comment by Valle et al. on“Earthquake-induced prompt gravity signals identified
in dense array data in Japan”, Earth Planets Space, 71, 120, 1, doi:10.1186/s40623-019-1099-2–9, 2019.

(b) 木村将也・亀伸樹, 地震学会ニュースレター表紙, 地震学会ニュースレター, 72, 1, 1–2, 2019.
(c) 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.
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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.

Koji Uenishi, Yuki Fukuda, Nobuki Kame, On the Mechanical Relation between Individual Interaction and
Collective Behavior of Multiple Fault Sets Subjected to Quasi-Static Loading, JpGU2019, Japan(Chiba),
05.23, 1–1, 2019.

木村 将也・亀 伸樹, 表現定理とグリーン関数 (3) ̶ 全無限グリーン関数の 2 階微分を用いた点震源が引き起こす歪
み・応力・密度摂動場の表現 ̶ , JPGU2019, 千葉市, 05.29, 2019.

亀 伸樹・日下部 哲也・綿田 辰吾, 津波のグリーン関数 Kajiura Filterの級数表現の導出, JpGU2019, 千葉市, 05.30,
2019.

K. Uenishi, Y. Fukuda, N. Kame, INDIVIDUAL MECHANICAL INTERACTION OF MULTIPLE CRACKS
ANDITS RELATION WITH THE COLLECTIVE BEHAVIOR: EXPERIMENTAL OBSERVATIONS UN-
DER QUASI-STATIC LOADING CONDITIONS, 3rd International Conference on Structural Integrity and
Durability, Croatia(Dubrovnik), June 4 – 7, 2019, , 1–2, 2019.

Aditya Nitin Deshmukh, Pratik Laxman Borate, Abhishek Venkatesh Chitgopkar, Nobuki Kame, Ranjith Kun-
nath, Transient gravity perturbations due to a buried gravitational source in a homogeneous elastic half
space, JpGU2019, 千葉市, 05.28, 2019.

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, Detection of Earthquake-induced
Prompt Gravity Signals in Multi-channel Data, JpGU2019, 千葉市, 05.28, 2019.

亀 伸樹・木村 将也, 即時に生じた重力摂動に対する弾性体の過渡的応答の根源的性質:「総内力ゼロ」となる不思議な
弾性変形様式とその物理機構, 日本地震学会 2019秋季大会, 京都市, 09.16, NA, 1–1, 2019.

西田 究
(a) 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.

Nishida, K., Maeda, T., and Fukao, Y. , Seismic observation of tsunami at island broadband stations, J. Geophys.
Res., 124, 2019.

(c) 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.
西田究，水谷雄太, 地震波干渉法から推定された 2011年新燃岳噴火に伴う地震波速度構造の時間変化, JpGU meeting,

Makuhari, 5/27, 2019.
西田究, 地震波干渉法による地震波速度構造モニタリング: 拡張カルマンフィルタの適応, 日本地震学会秋季大会, 京都,

9/16, 2019.

中島 悠貴
(c) 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 (日本), May20–24, 2018.
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中島悠貴・西田究・青木陽介・日置幸介, TEC and pressure changes by the 2015 Kuchinoerabujima eruption:
comparison with energy distribution by ray-tracing, 第 144回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会, 名古屋 (日
本), Nov.23–27, 2018.

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), Dec. 10–14, 2018.

竹尾明子・西田究・青木陽介・青山裕・石瀬素子・前田拓人・水谷雄太・甲斐建・中島悠貴・長原翔伍・栗原亮・Ye
Lingling, Wang Xiaowen, 悪原岳, 昭和新山地下構造推定のための稠密地震観測と初期解析結果, 日本地震学会
2019年度秋季大会, 京都 (日本), Sep.17, 2019.

中島悠貴・西田究・青木陽介・日置幸介, Explosion energy derived from the 2015 Kuchinoerabujima eruption:
Estimation from infrasound less than 0.01 Hz detected by barometers, seismometers, and TEC, 日本地球惑
星科学連合 2019年度連合大会, 千葉 (日本), May30, 2019.

中島悠貴・西田究・青木陽介・日置幸介, Space weather and problems of volcanic ionospheric disturbances studies,
第 146回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会, 熊本 (日本), Oct.23, 2019.

志水 宏行
(a) Shimizu, H.A., T. Koyaguchi and Y.J. Suzuki, The run-out distance of large-scale pyroclastic density currents:

A two-layer depth-averaged model, J. Volcanol. Geotherm. Res., 381, 168–184, 2019.
(c) 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.

5.1.2 地球計測系研究部門

青木 陽介
(a) Aditiya, A., Y. Aoki, and R. D. Anugrah, Surface deformation monitoring of Sinabung volcano using multi

temporal InSAR method and GIS analysis for affected area assessment, IOP Conference series: Materials
Science and Engineering, 344, 012003, 2018.

Arbad, A. P., W. Takeuchi, Y. Aoki, A. Ardy, and M. Jamilah, Surface deformation estimation of Mt. Bromo
Indonesia using time-Series InSAR analysis of Small Baseline Subset, TEKNIK, 39, 132–136, 2018.

Wang, X., and Y. Aoki, Posteruptive Thermoelastic Deflation of Intruded Magma in Usu Volcano, Japan, 1992–
2017, J. Geophys. Res. Solid Earth, 124, 335–357, 2019.

Aoki, Y., Tsunematsu, K., Yoshimoto, M., Recent progress of geophysical and geological studies of Mt. Fuji
Volcano, Japan, Earth-Science Reviews, 194, 264–292, 2019.

Arbad, A. P., W. Takeuchi, Y. Aoki, and A. Ardy, Vulnerability assessment at Mt. Bromo Indonesia by using
time-series land surface deformation and GIS, Applied Research on Civil Engineering and Environment, 1,
24–30, 2019.

Henderson, S. T., M. E. Pritchard, J. R. Cooper, and Y. Aoki, Remotely sensed deformation and thermal
anomalies at Mount Pagan, Mariana Islands, Frontiers in Earth Science, 7, 238, 2019.

Ozawa, T., Y. Aoki, S. Okuyama, X. Wang, Y. Miyagi, and A. Nohmi, Database of crustal deformation observed
by SAR: Improving atmospheric delay mitigation for satellite SAR Interferometry and developing L-Band
multi-type portable SAR, Journal of Disaster Research, 14, 713–727, 2019.

Wang, X., Y. Aoki, and J. Chen, Surface deformation of Asama Volcano, Japan, detected by time series InSAR
combining persistent and distributed scatterers, 2014-2018, Earth Planets Space, 71, 121, 2019.

Saade, M., K. R. Araragi, J.-P. Montagner, E. Kaminski, P. Roux, Y. Aoki, and F. Brenguier, Evidence of
reactivation of a hydrothermal system from seismic anisotropy changes, Nature Communications, 10, 5278,
2019.

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.
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(c) 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
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西山竜一・大久保修平・今西祐一・田中愛幸・渡辺秀文・安藤美和子・渡邉篤志・坂下至功, 伊豆大島における最新の重
力測定 (2018)と時間変動について, 第 980回地震研究所談話会, 東京都文京区, 3月 29日, 2019.
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5.1.3 物質科学系部門

岩森 光
(a) Nakagawa, T., Iwamori, H., Yanagi, R., Nakao, A., On the evolution of the water ocean in the plate-mantle

system, Progress in Earth and Planetary Science, 5(1), 51, 2018.
Nakao, A., Iwamori, H., Nakakuki, T., Suzuki, Y.J., Nakamura, H., Roles of Hydrous Lithospheric Mantle in

Deep Water Transportation and Subduction Dynamics, Geophysical Research Letters, 45(11), pp.5336–5343,
2018.

Nakanishi, N., Yokoyama, T., Okabayashi, S., Usui, T., Iwamori, H., Re-Os isotope systematics and fractionation
of siderophile elements in metal phases from CBa chondrites, Meteoritics and Planetary Science, 53(5),
pp.1051–1065, 2018.

Myojo, K., Yokoyama, T., Okabayashi, S., Wakaki, S., Sugiura, N., Iwamori, H., The Origin and Evolution of
Nucleosynthetic Sr Isotope Variability in Calcium and Aluminum-rich Refractory Inclusions, Astrophysical
Journal, 853(1), 48, 2018.

Nakamura, H., Iwamori, H., Ishizuka, O., Nishizawa, T., Distribution of slab-derived fluids around the edge of
the Philippine Sea Plate from Central to Northeast Japan , Tectonophysics, 723, pp.297–308, 2018.

Yoshida, K., Kuwatani, T., Yasumoto, A., HARAGUCHI,S., Ueki, K., Iwamori, H., GEOFCM: A new method for
statistical classification of geochemical data using spatial contextual information, Journal of Mineralogical
and Petrological Sciences, 113(3), pp.159–169, 2018.

Hamada, M., Kimura, J.-I., Chang, Q., Hanyu, T., Ushikubo, T., Shimizu, K., Ito, M., Ozawa, T., Iwamori,
H., High-precision in situ analysis of Pb isotopes in melt inclusions by LA-ICP-MS and application of
independent component analysis, Geochemical Journal, 52(1), pp.69–74, 2018.

安川 和孝, 中村 謙太郎, 藤永 公一郎, 岩森 光, 加藤 泰浩, レアアース泥の起源：独立成分分析による数理統計的アプ
ローチを中心に地球化学, 地球化学, 52, 171–210, 2018.

Haraguchi, S., K. Ueki, K. Yoshida, T. Kuwatani, M. Mohamed, S. Horiuchi, H. Iwamori, Geochemical database
of Japanese islands for basement rocks, compilation of domestic article. J. Geol. Soc. Japan, 124, 1049–1054,
2018.

Sasajima, R., Shibazaki, B., Iwamori, H., Nishimura, T., Nakai, Y., Mechanism of subsidenあ ce of the Northeast
Japan forearc during the late period of a gigantic earthquake cycle, Scientific Reports, 9(1), 5726, 2019.

Hanyu, T., Shimizu, K., Ushikubo, T., Kimura, J., Chang, Q., Hamada, M., Ito, M., Iwamori, H., Ishikawa, T.,
Tiny droplets of ocean island basalts unveil Earth’s deep chlorine cycle, Nature Communications, 10(1),
60, 2019.

Kharitonova, N., Chelnokov, G., Bragin, I., Nakamura, H., Iwamori, H., Morikawa, N., Korzun, A., The geo-
chemistry of water and gas phases from high pCO2 sparkling springs within the northern Sikhote-Alin ridge
region (Russian Far East), E3S Web of Conferences, 98, 01025, 2019.

Nakamura, H., Iwamori, H., Nakagawa, M.,Shibata, T., Kimura, J., Miyazaki, T., Chang Q., Vaglarov B. S.,
Takahashi, T., Hirahara, Y., Geochemical mapping of slab-derived fluid and source mantle along Japan arcs,
Gondwana Research, 70, pp.36–49, 2019.

Nakagawa, T., Iwamori, H., On the implications of the coupled evolution of the deep planetary interior and the
presence of surface ocean water in hydrous mantle convection, Comptes Rendus - Geoscience , 351(2-3),
pp.197–208, 2019.

Iwamori, H., Nakamura, H., Yoshida, M., Nakagawa, T., Ueki, K., Nakao, A., Nishizawa, T., Haraguchi, S.,
Trace-element characteristics of east–west mantle geochemical hemispheres, Comptes Rendus - Geoscience,
351(2-3), pp.209–220, 2019.

Okabayashi, S., Yokoyama, T., Nakanishi, N., Iwamori, H., Fractionation of highly siderophile elements in metal
grains from unequilibrated ordinary chondrites: Implications for the origin of chondritic metals, Geochimica
et Cosmochimica Acta, 244, pp.197–215, 2019.

岩森光・行竹洋平・飯尾能久・中村仁美, 地殻流体の起源・分布と変動現象., 地学雑誌, 2019.
Yasukawa, K., Ohta, J., Miyazaki, T., Vaglarov, B. S., Chang, Q., Ueki, K., Toyama, C., Kimura,J.-I., Tanaka,

E., Nakamura, K., Fujinaga, K., Iijima, K., Iwamori, H., Kato, Y., Statistic and isotopic characterization of
deep ‐ sea sediments in the western North Pacific Ocean: Implications for genesis of the sediment extremely
enriched in rare earth elements., Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 20, 3402–3430, 2019.

Muto, J., Moore, J.D.P. , Barbot, S., Iinuma, T., Ohta, Y., Iwamori, H., Coupled afterslip and transient mantle
flow after the 2011 Tohoku earthquake, Science Advances, doi:10.1126/sciadv.aaw1164, 2019.

Yoshida, K., Kuwatani, T., Hirajima, T., Iwamori, H., Akaho, S., Progressive evolution of whole-rock com-
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position during metamorphism revealed by multivariate statistical analyses, J. Metamorphic Petrol., 36,
https://doi.org/10.1111/jmg.12282, 2018.

Kaneko, T., Nakakuki, T., Iwamori, H., Mechanical coupling of the motion of the surface plate and the lower
mantle slab: Effects of viscosity hill, yield strength, and depth-dependent thermal expansivity, Physics of
the Earth and Planetary Interiors, 294, https://doi.org/10.1016/j.pepi.2019.106274, 2019.

(c) 岩森光, Chemical geodynamics based on statistical analyses and forward simulation, JpGU, 日本, 2018年 5月 23
日 (水), JpGU, 10:45–11:00, 2018.

上木 賢太，岩森 光, Differentiation process for magma in the arc crust of the Sengan volcanic region, Northeastern
Japan, constrained from principal component analysis, JpGU, 日本, 2018 年 5 月 24 日 (木), JpGU, 11:00–
11:45, 2018.

遠山知亜紀，岩森光，角野浩史，新正裕尚，折橋 裕二, Fluorine and chlorine contents in Quaternary volcanic rocks
from theSouthern Volcanic Zone of Chile, JpGU, 日本, 2018年 5月 22日 (火), JpGU, 15:00 –15:15, 2018.

中村仁美，鈴木雄治朗，入山宙，中尾篤史，岩森光, 島弧における火成活動・火山噴火プロセスの統合的理解に向けて,
JpGU, 日本, 2018年 5月 24日 (木), JpGU, 9:00–9:15, 2018.

西澤達治，中村仁美，Churikova　 Tatiana，Gordeychik Boris，石塚治，岩森光, カムチャツカ北部，北部 Sredinny
Range における火成活動, JpGU, 日本, 2018年 5月 24日 (木), JpGU, 10:45–11:00, 2018.

篠島僚平，芝崎文一郎，岩森光，吉田圭佑，中井仁彦, Modeling absolute stress in the Northeast Japan island arc
and stress change caused by the 2011 Tohoku earthquake, JpGU, 日本, 5月 22日 (火), JpGU, 16:15–16:30,
2018.

武藤潤，Moore James’, Barbot Sylvain, 飯沼卓史，太田雄策，堀内俊介，岩森光, 2011 年東北沖地震の余効変動にお
ける粘弾性緩和と深部余効すべりの非線形相互作用, JpGU, 日本, 2018年 5月 23日 (水), JpGU, 15:00–15:15,
2018.

中尾篤史，岩森光，中久喜伴益，鈴木雄冶郎，中村仁美, 沈み込み帯の深部水輸送・ダイナミクスにおける含水スラブ
マントルの効果, JpGU, 日本, 2018年 5月 23日 (水), JpGU, 12:00–12:15, 2018.

田中えりか，安川和考，中村健太郎，宮崎隆，Bogdan Vaglarov，藤永公一朗，岩森光，加藤泰浩, 化学組成及び同位
体比に基づく南鳥島周辺 EEZ 内堆積物の起源の変遷, JpGU, 日本, 2018年 5月 23日 (水), JpGU, 14:45–15:00,
2018.

浜田盛久，岩森光，ブランドル フィリップ，牛久保孝行，清水健二，伊藤元雄，李賀，サボフ イバン, Temporal
evolution of proto-Izu-Bonin-Mariana arc volcanism: Constraints from statistical analysis of melt inclusion
composition, JpGU, 日本, 2018年 5月 24日 (木), JpGU, 9:15–9:30, 2018.

小澤恭弘，岩森光，羽生毅，浜田盛久，清水健二，牛久保孝行，木村純一，常青，中村仁美，伊藤元雄, Multiple
microanalysis of melt inclusions from the Pitcairn basalts and its implications for melting source region,
JpGU, 日本, 2018年 5月 21日 (月), JpGU, 16:00–16:15, 2018.

ERIKA TANAKA, KAZUTAKA YASUKAWA, KENTARO NAKAMURA, TAKASHI MIYAZAKI, BOGDAN
S VAGLAROV,, Downhole Variation of REY-Rich Mud in the Western North Pacific Ocean Based on Bulk
Chemical Composition and Nd-Sr Isotopic Ratios, Goldschmidt 2018, 日本, 2018年 8月 17日, 2018.

Morihisa Hamada, Hikaru Iwamori, Philipp A. Brandl, Takayuki Ushikubo, Kenji Shimizu,, Temporal Evolution
of Proto-Izu-Bonin-Mariana Arc Volcanism: Constraints from Statistical Analysis of Melt Inclusion Compo-
sition, 16th International Symposium on Experimental Mineralogy, Petrology and geochemistry, 日本, 2018
年 6月 20日, 73–73, 2018.

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, 112, Supplement, 597–608, 2018.

Nakagawa, R., S. Nakai, T. Honda and T. Miyakoshi, Materials and provenance determination of lacquerware from
the Ryukyu Kingdom period by pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry and 87Sr/86Sr isotope
ratio, Journal of Archaeological Science: Reports, in press, 2019.

Kobayashi, M., H. Sumino, R. Burgess, S. Nakai, T. Iizuka, J. Nagao, H. Kagi, M. Nakamura, E. Takahashi,
T. Kogiso and C. J. Ballentine, Halogen heterogeneity in the lithosphere and evolution of mantle halogen
abundances inferred from intraplate mantle xenoliths, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 20, 2, 952–
973, 2019.

武井 (小屋口) 康子
(a) Yasuko Takei, Phase-Field Modeling of Grain Boundary Premelting, J. Geophys. Res., 124, 1–20, 2019.

Y. Sasaki, Y, Takei, C. McCarthy, J. F. Rudge,, Experimental Study of Dislocation Damping Using a Rock
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Analogue, J. Geophys. Res., 124, 6523–6541, 2019.

平賀 岳彦
(a) 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.org/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.org/101029/2018JB015819., 2018.

安田 敦
(a) Stephen Obrochta, Yusuke Yokoyama, Mitsuhiro Yoshimoto, Shinya Yamamoto,Yosuke Miyairi, Gen Nagano,

Atsunori Nakamura, Kae Tsunematusu, Laura Lamair, Aurlia 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.

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-
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.

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, https://doi.org/10.1038/s41598-019-38494, 2019.

安田敦・馬場章・藤井敏嗣・外西奈津美, 富士火山焼野溶岩に捕獲された斑れい岩について：その起源とマグマ供給系
についての考察, 火山, 64, 2, 83–101, 2019.

Kaneko, T., Maeno, F. and Yasuda, A., Observation of the eruption sequence and formation process of a temporary
lava lake during the June-August 2015 Mt. Raung eruption, Indonesia, using high-resolution and high-
frequency satellite image datasets, Jour. Volcanol. Geotherm. Res., 377, 17–32, 2019.

Kaneko, T., Maeno, F., Yasuda, A., Takeo, M. and Takasaki, K., The 2017 Nishinoshima eruption: combined
analysis using Himawari-8 and multiple high-resolution satellite images, Earth Planets Space, 71, 140, 1–18,
2019.

(b) 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.

Toshiaki HASENAKA, Ryota NAGAISHI, Masayuki TORII, Atsushi YASUDA and Natsumi HOKANISHI, Tran-
sition of magma plumbing system of Aso volcano as deduced from mineral and melt inclusion data, Pro-
ceedings of the 2019 CWMD Conference, 273–278, 2019.

(c) 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
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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.

岩橋くるみ・安田 敦, クリスタルクロットを用いたプレ噴火プロセスの制約：雲仙平成噴火の例, JpGU 2019, 幕張
メッセ, 2019年 5月 26日-30日, 2019.

永石良太・長谷中利昭・鳥井真之・安田 敦・外西 奈津美, 阿蘇中央火口丘群起源のテフラに含まれる鉱物のメルト包有
物から推定したマグマ供給系の変遷, JpGU2019, 幕張メッセ, 2019年 5月 26日-30日, 2019.

宮西 勇太・高村 一希・勝田 長貴・森本 真紀・安田 敦・川上 紳一, 原生代前期ストロマトライトの縞状構造における
高分解能解析：安定同位体比と化学組成分析, JpGU2019, 幕張メッセ, 2019年 5月 26日-30日, 2019.

坂内 野乃・中村 美千彦・安田 敦・奥村 聡・新谷 直己・井口 正人・味喜 大介・下司 信夫, 桜島火山ブルカノ式噴火前
のマグマプロセス：岩石学・地球物理学の連携研究, JpGU2019, 幕張メッセ, 2019年 5月 26日-30日, 2019.

嶋野 岳人・安田 敦, 諏訪之瀬島火山におけるマグマ供給系と噴火・休止様式の変遷, JpGU2019, 幕張メッセ, 2019年
5月 26日-30日, 2019.

石橋秀巳・ 針金由美子・ 安田 敦・ 外西奈津美, 富士山宝永噴火の斑レイ岩捕獲岩に見られるカタクレ̶サイト状組織 ,
JpGU2019, 幕張メッセ, 2019年 5月 26日-30日, 2019.

嶋野岳人・日野英逸・安田敦・井口正人・上木賢太・桑谷立, 火山灰測色値と地球物理データとの時系列相関解析 -桜島
昭和火口 2009-2015年活動について-, 火山学会 2019年秋季大会, 神戸大学, 2019年 9月 25日-27日, 2019.

種田凌也・石橋秀巳・外西奈津美・安田敦, 玄武岩質メルトの結晶作用と分化の非平衡過程, 火山学会 2019年秋季大会,
神戸大学, 2019年 9月 25日-27日, 2019.

嶋野岳人・安田敦・井口正人, 火山灰採取装置 SATSUMAによる噴出物モニタリングの進展, 火山学会 2019年秋季大
会, 神戸大学, 2019年 9月 25日-27日, 2019.

金子隆之・安田 敦・高崎健二, 衛星によるアジア太平洋域活火山のリアルタイム観測：「しきさい」(GCOM-C SGLI)
によるシステムの開発, 火山学会 2019年秋季大会, 神戸大学, 2019年 9月 25日-27日, 2019.

諸澤直香・安田　敦・外西奈津美, 新富士火山の噴火準備アイムスケールの制約, 火山学会 2019年秋季大会, 神戸大学,
2019年 9月 25日-27日, 2019.

金口洋子・石橋秀己・安田　敦・外西奈津美, BSE像解析に基づく OPXのMg#ゾーニングの定量：箱根東京軽石の
例, 火山学会 2019年秋季大会, 神戸大学, 2019年 9月 25日-27日, 2019.

安田　敦・外西奈津美, 次世代火山研究推進プロジェクト，分析・解析プラットホームの石基組織解析機能について, 火
山学会 2019年秋季大会, 神戸大学, 2019年 9月 25日-27日, 2019.

川口允孝・長谷中利昭・安田　敦・外西奈津美・森康, 阿蘇火山における玄武岩質マグマ存在深度の岩石学的制約, 火山
学会 2019年秋季大会, 神戸大学, 2019年 9月 25日-27日, 2019.

岩橋くるみ・安田　敦・石橋秀己, クリスタルクロットを用いたプレ噴火過程の制約：雲仙平成噴火の例, 火山学会 2019
年秋季大会, 神戸大学, 2019年 9月 25日-27日, 2019.

石橋秀己・針金由美子・安田　敦・外西奈津美, 富士山宝永噴火の斑レイ岩カタクレーサイト捕獲岩, 火山学会 2019年
秋季大会, 神戸大学, 2019年 9月 25日-27日, 2019.

三浦 弥生
(b) 並木則行・春山純一・吉田二美・三浦弥生・佐伯和人・大竹真紀子・臼井英之, 月極域探査タスクフォースの紹介, 日本

惑星科学会誌遊星人, 28, 63–67, 2019.
(c) 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
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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.

Tachibana, S., H. Sawada, C. Okamoto, H. Yano, R. Okazaki, Y. Takano, Y. N. Miura and K. Sakamoto,
Hayabusa2 touch-and-go sampling at Ryugu, 50th Lunar and Planetary Science Conference, Houston,
U.S.A., March 18-22, 2019.

Usui, T., W. Fujiya, M. koike, Y. N. Miura, S. Tachibana, Y. Takano, H. Kato. H. Sawada, Y. Sato, Y. Kawakatsu
and H. Otake, Martian moons exploration: The importance of Phobos sample return for understanding the
Mars-moon System, 50th Lunar and Planetary Science Conference, Houston, U.S.A., March 18-22, 2019.

Miura, Y. N. and R. Okazaki, Noble gases in a primitive achondrite Northwest Africa 3250, 82th Annual Meeting
of the Meteoritical Society, Sapporo, Japan, July 7-12, 2019.

橘省吾・澤田弘崇・岡崎隆司・三浦弥生・高野淑識・坂本佳奈子,「はやぶさ 2」サンプラー：試料採取完了と回収準備,
日本惑星科学会 2019年秋季講演会, 京都, October 7-9, 2019.

臼井寛裕・馬上謙一・藤谷渉・古川善博・小池みずほ・三浦弥生・菅原春菜・橘省吾・高野淑識・倉本圭, 火星衛星探査
計画のサンプルサイエンス検討, 日本惑星科学会 2019年秋季講演会, 京都, October 7-9, 2019.

坂田 周平
(a) Naoto Hirano, Shiki Machida, Hirochika Sumino, Kenji Shimizu, Akihiro Tamura, Taisei Morishita, Hideki Iwano,

Shuhei Sakata, Teruaki Ishii, Shoji Arai, Shigekazu Yoneda, Tohru Danhara, Takafumi Hirata, Petit-spot
volcanoes on the oldest portion of the Pacific Plate, Deep Sea Research Part I, Oceanographic Research
Papers 103142, 2019.

Hikaru Sawada, Ernest Tafumanei Mugandani, Tomohiko Sato, Yusuke Sawaki, Shuhei Sakata, Yukio Isozaki,
Shigenori Maruyama, Age constraints on the Palaeoproterozoic Lomagundi–Jatuli Event in Zimbabwe: Zir-
con geochronology of the Magondi Supergroup, Terra Nova, 31, 5, 438–444, 2019.

Masahiro Sakata, Shohei Okuizumi, Asami Suzuki Mashio, Takeshi Ohno, Shuhei Sakata, Evaluation of Pollution
Sources of Zinc in Tokyo Bay Based on Zinc Isotope Ratio in Sediment Core, Journal of Geoscience and
Environment Protection, 7, 08, 141, 2019.

Uyanga Bold, Yukio Isozaki, Shogo Aoki, Shuhei Sakata, Akira Ishikawa, Yusuke Sawaki, Hikaru Sawada, Precam-
brian basement, provenance implication, and tectonic evolution of the Gargan block of the Tuva-Mongolia
terranes, Central Asian Orogenic Belt, Gondwana Research, 75, 172–183, 2019.

小泉 早苗
(a) 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.

Gasc, J., Demouchy, S., Barou, F., Koizumi, S., Cordier, P., Creep Mechanisms in the Lithospheric Mantle
Inferred from Deformation of Iron-Free Forsterite Aggregates at 900-1200℃, Tectonophysics, 2019.

(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.

小泉早苗, 鈴木達, 平賀岳彦, オリビンの硬さと破壊靱性におけるサイズ効果, 日本地球惑星科学連合大会, 日本, May
28, 2019.

久保友明, 森山一哉, 森悠一郎, 今村公裕, 小泉早苗, 西原遊, 鈴木昭夫, 肥後祐司, In-situ X-ray observations
of the olivine-spinel transformation under shear deformation: preliminary results on the reaction-induced
weakening, 日本地球惑星科学連合大会, 日本, May 27, 2019.

久保友明, 森悠一郎, 今村公裕, 小泉早苗, 西原遊, 鈴木昭夫, 肥後祐司，丹下慶範, せん断変形場におけるオリビン–スピ
ネル相転移：相転移誘起の軟化条件の探索, 日本鉱物科学会 2019年年会, 日本, Sep 22, 2019.

P Cordier, V Samaee, H Idrissi, J Gasc, S A Demouchy, F Barou and S Koizumi, Microstructural investigation
of olivine deforming by grain boundary sliding, American Geophysical Union Fall Meeting 2019, USA, Dec
11, 2019.

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

5.1.4 災害科学系研究部門

古村 孝志
(a) 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.

Furumura, T., T. Maeda, and A. Oba, Early Forecast of Long ‐ Period Ground Motions via Data As-
similation of Observed Ground Motions and Wave Propagation Simulations, Geophys. Res. Lett.,
https://doi.org/10.1029/2018GL081163, 2019.

Kennett B.L.N. and T. Furumura, Significant P wave conversions from upgoing S waves generated by very deep
earthquakes around Japan, Progress in Earth and Planetary Science, 10.1186/s40645-019-0292-z, 2019.

Furumura, T. and BLN Kennett, The Significance of Long–Period Ground Motion at Regional to Teleseismic
Distances From the 610–km Deep Mw 8.3 Sea of Okhotsk Earthquake of 24 May 2013, J. Geophys. Res.,
124, https://doi.org/10.1029/2019JB018147, 2019.

Chen, Y.-Y., W.-B. Wang, and T. Furumura, Three-dimensional numerical modeling of seismic graound mo-
tion of 2009 Mw6.3 Da-Qaidam earthquake in Quighai Province, Chinese J. Geophys., 62, 12, 4633-4647,
doi:10.6038/cjg2019M0237, 2019.

(b) 古村孝志, (第 17回)地震動シミュレーション，シリーズ「新・強震動地震学基礎講座」, 地震学会ニューズレター, 71,
NL1, 16–19, 2018.

古村孝志, 2015年 5月 30日小笠原諸島西方沖深発地震と異常震域の謎, 地震ジャーナル, 66, 40–51, 2018.
(c) 古村孝志, 津波レジリエントな地域防災に向けた地域カスタマイズ型津波解析プラットフォームの検討, 東北大学災害

科学国際研究所平成 29年度共同研究成果報告会, 東北大学災害科学国際研究所, 2018年 7月 21日, 2018.
古村孝志・Brian Kennett, Similarity of the regional PL waves in the crustal waveguide and the teleseismic W-

phase in the upper-mantle waveguide, 日本地球惑星科学連合 2018年大会, 幕張国際会議場, 2018年 5月 23日,
SSS10-04, 2018.

Takashi Furumura and BLN Kennett, Regional to teleseismic strong ground motions from a 610 km deep 24 May
2013 Sea of Okhotsk earthquake, 2019 JpGU Meeting, Japan, 28 May, 2019.

古村孝志・BLN Kennett, Propagation of distinctive Love-wave pulses in continental and oceanic environment ,
日本地震学会 2019年秋期大会, 京都, 9月 17日, 2019.

Takashi Furumura and BLN Kennett, Regional to teleseismic distance propagation of distinctive Love-wave pulses
in continental and oceanic environments , 2019 AGU Fall Meethig, Sanfrancisco, 12 Dec. 2019, 2019.

(d) 古村孝志, 地震波動と強震動，図説地球科学の事典，鳥海光弘・他編集, 朝倉書店, 2018.

纐纈 一起
(a) Diao, H., H. Kobayashi and K. Koketsu, Rupture process of the 2016 Meinong, Taiwan, earthquake and its effects

on strong ground motions, Bull. Seism. Soc. Am., 108, 163–174, 2018.
Nakayachi, K., B. B. Johnson and K. Koketsu, Effects of acknowledging uncertainty about earthquake risk

estimates on San Francisco Bay Area residents’ beliefs, attitudes, and intentions, Risk Analysis, 38, 666–
679, 2018.

Diao, H., H Miyake and K. Koketsu, Near–fault broadband ground–motion simulations of the 2016 Meinong,
Taiwan, earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 108, 3336–3357, 2018.

(d) 纐纈一起, 地震動の物理学, 近代科学社, 2018.
纐纈一起 (地震を担当), 理科年表・2019年, 丸善出版, 2018.
鈴木舞・纐纈一起, 過去に基づく未来予測の課題, 山口富子・福島真人編「予測が作る社会」, 東大出版会, 2019.

楠 浩一
(a) Koichi Kusunoki, Daiki Hinata, Yuuki Hattori and Akira Tasai, A new method for evaluating the real-time

residual seismic capacity of existing structures using accelerometers: Structures with multiple degrees of
freedom, Japan Architectural Review, 1, 2, 77–86, 2018.
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伊藤 嘉則・楠 浩一・小川 諄, 速度スペクトル平均値を用いた中低層 RC造建物の最大応答変位の簡易予測式, 日本コ
ンクリート工学会年次大会, 40, 2, 889–894, 2018.

王 傑恵・楠 浩一・勅使川原 正臣・福山 洋, 耐力壁に接続する直交部材の効果に関する非線形 FEM解析, 日本コンク
リート工学会年次大会, 40, 2, 55–60, 2018.

Haoran Pan, Koichi Kusunoki, A wavelet transform–based capacity curve estimation approach using seismic
response data, Structural Control and Health MonitoringStructural Control and Health Monitoring, John
Wiley and Sons Ltd., 2018.

Haoran Pan, Koichi Kusunoki, Capacity Curve Estimation for High-Rise Buildings Using Limited Number of
Sensors, Journal of Earthquake Engineering, 2019.

王 傑恵・ 楠 浩一, INFLUENCE OF GIRDER DETAILING ON THE SEISMIC BEHAVIOR OF H-SHAPED
WALL STRUCTURE BY FINITE ELEMENT ANALYSIS,日本コンクリート工学会年次大会, 41, 2, 445–450,
2019.

伊藤 嘉則・楠 浩一, 中低層 RC造建築物を対象とした応答変位予測式と耐震性能評価法, 日本コンクリート工学会年次
大会, 41, 2, 775–780, 2019.

Trevor YEOW・楠 浩一, INFLUENCE OF EXTERIOR CONCRETE WALL CLADDING DETAILING ON
DOWNTIME AND INJURIES, 日本コンクリート工学会年次大会, 41, 2, 853–858, 2019.

椿 美咲子，真田靖士，張 政，楠 浩一，日比野 陽，向井 智久, 壁縦筋を定着させない袖壁付き柱の構造性能の実験的評
価, 建築学会論文集, 84, 762, 1093–1102, 2019.

楠 浩一, 加速度記録により求めた R/C 造建物の性能曲線のための外挿法に関する研究, 建築学会論文集, 84, 761,
961–971, 2019.

(b) 鈴木 裕士・兼松 学・佐竹 高祐・向井 智久・楠 浩一, 中性子回折法を用いた RC 部材の曲げ付着機構に関する実験的
研究 (その 1 中性子回折法による応力測定技術の応用), 日本建築学会大会学術講演梗概集, 71–72, 2018.

佐竹 高祐・兼松 学・鈴木 裕士・向井 智久・楠 浩一, 中性子回折法を用いた RC 部材の曲げ付着機構に関する実験的
研究 (その 2 RC梁部材の曲げ付着機構の検討), 日本建築学会大会学術講演梗概集, 73–74, 2018.

小川 諄・楠 浩一・酒向 裕司・山添 正稔, 観測データを用いた建物の振動特性の確認と安全限界の推定に関する研究,
日本建築学会大会学術講演梗概集, 141–142, 2018.

森 悠吾・日比野 陽・楠 浩一・真田 靖士・向井 智久, 壁筋の定着を除去した二次壁を有する鉄筋コンクリート梁部材の
耐震性能評価, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 199–200, 2018.

島村 淳・井上 波彦・田井 秀迪・楠 浩一・柏 尚稔・二木 幹夫・久世 直哉, 高圧噴射撹拌式の地盤改良による損傷杭の
補修・補強に関する研究 (その 1) 補修・補強方法と実大実験の概要, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 507–508,
2018.

田井 秀迪・井上 波彦・島村 淳 ・楠 浩一・柏 尚稔・二木 幹夫・久世 直哉, 高圧噴射撹拌式の地盤改良による損傷杭の
補修・補強に関する研究 (その 2) 改良体の品質および形状確認結果, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 509–510,
2018.

井上 波彦・島村 淳・田井 秀迪・楠 浩一・柏 尚稔・二木 幹夫・久世 直哉, 高圧噴射撹拌式の地盤改良による損傷杭の
補修・補強に関する研究 (その 3) 載荷試験結果, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 511–512, 2018.

山本 寛人・五十田 博・北守 顕久・楠 浩一, 加速度記録をウェーブレット変換して求めた CLT工法建築物の層間変位
の推定精度, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 25–26, 2018.

椿 美咲子・張 政・真田 靖士・楠 浩一・日比野 陽・向井 智久, 耐力向上と損傷抑制を目的とした壁縦筋を定着しない
袖壁付柱部材の開発研究 (その 1) 実験計画, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 291–292, 2018.

張 政・椿 美咲子・真田 靖士・楠 浩一・日比野 陽・向井 智久, 耐力向上と損傷抑制を目的とした壁縦筋を定着しない
袖壁付柱部材の開発研究 (その 2) 実験結果, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 293–294, 2018.

伊藤 嘉則・楠 浩一, 速度スペクトル平均強度を用いた中低層 RC 造建築物の簡易な応答変位予測法 (その 3 減衰補正
係数に関する検証) , 日本建築学会大会学術講演梗概集, 295–296, 2018.

神谷 隆・勅使川原 正臣・浅井 竜也・小平 渉・太田 勤・稲井 栄一・楠 浩一・向井 智久・福山 洋, 立体架構実験に基づ
く壁式 RC 構造の耐震損傷制御に関する研究 (その 1 実験概要および水平荷重－水平変位関係), 日本建築学会大
会学術講演梗概集, 803–804, 2018.

高橋 愛・勅使川原 正臣・浅井 竜也・神谷 隆・小平 渉・稲井 栄一・楠 浩一・中村 聡宏・坂下 雅信, 立体架構実験に
基づく壁式 RC 構造の耐震損傷制御に関する研究 (その 2 試験体の破壊状況), 日本建築学会大会学術講演梗概集,
805–806, 2018.

清原 俊彦・勅使川原 正臣・浅井 竜也・神谷 隆・小平 渉・稲井 栄一・楠 浩一・中村 聡宏・諏訪田 晴彦, 立体架構実験
に基づく壁式 RC 構造の耐震損傷制御に関する研究 (その 3 耐力壁および梁の変形), 日本建築学会大会学術講演
梗概集, 807–807, 2018.
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Galgóczi, Ádám L. Gera, Gergő Hamar, Shouhei Hanaoka, Takefumi Hayashi, Atsushi Homma, Hiroshi
Ichihara, Akihiko Iida, Toshio Iizuka, Takashi Imazumi, Akiko Ishii, Aya Kamimura, Kazuo Kamura, Os-
amu Kamoshida, Sunao Kanazawa, Koji Kashihara, Nobuo Kawai, Shinji Kawasaki, Shoichiro Kawase, Yuki
Kobayashi, Tetsunari Kumagai, Seiichiro Kuroda, Taro Kusagaya, Taro Koike, Eriko Maeda, René Alfredo
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based Muographic Observation System for remote monitoring of active volcanoes, PM2018 - 14th Pisa
Meeting on Advanced Detectors, Pisa, Italy, 27 May-02 June, INFN, 2018.

Hiroyuki K.M. Tanaka and Laszló Oláh (talk was given by Laszló Oláh), Muography for volcanoes, Japan, The
Royal Society Cosmic-ray Muography, Kavli Royal Society Centre, Buckinghamshire, UK, May 14-15, The
Royal Society, 2018.
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Buried Reinforced Concrete Structures, Muographers2018 General Assembly, Tokyo, Japan, 30th November
2018, 2018.
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László Oláh, Hiroyuki K. M. Tanaka, Takao Ohminato, Szabolcs J. Balogh, Gábor Galgóczi, Ádám L. Gera,
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Hiroyuki K. M. Tanaka, Tracking detector for high performance cosmic muon imaging, 15th Topical Seminar
on Innovative Particle and Radiation Detectors, Siena, Italy, 14 October, Italian Physical Society, Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, 2019.
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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.
伊藤伸一・加納将行・長尾大道, 大自由度数値モデルに基づくデータ同化デザイン, 第 8回データ同化ワークショップ,

明治大学, 1/18, 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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of long-period ground motion in the Tokyo Metropolitan area, ICMMA2018, Meiji University, Feb. 11, 2019.
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T. Iidaka, T. Igarashi, K. Obara, A. Kato, S. Sakai, T. Takeda, The stress field in Iwaki region estimated by the

shear-wave splitting analysis, Asia Oceania Geoscience Society, Hawai (USA), 2018年 6月 3日-8日, 2018.
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subducting Philippine Sea plate, 27th IUGG General Assembly 2019, Montreal, July 8 - 18, IUGG19-0803,
2019.

五十嵐俊博, 日本列島内陸域の相似地震活動, 日本地震学会 2019年秋季大会, 京都, 9月 16－ 18日, S09-P11, 2019.
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61



62 5.1. 各教員等の研究成果
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5.2 各教員等の学会等での活動

各教員等が 2018年 1月 ∼2019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
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日本地球惑星科学連合, 役員, 2016.4–2018.3.
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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.
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より現実的な断層面ダイナミクス, 代表, 亀 (地震研), 吉田 (地震研), 野田 (京大防災研), 清水 (京大理)他, 10名, 13520

千円, 2019.4–2023.3.
経験的アプローチによる大地震の確率予測のパフォーマンス調査, 代表, 加藤愛 (地震研), 鶴岡 (地震研), 庄 (統数研),

野村 (統数研), 弘瀬 (気象研)ほか, 20名, 23900千円, 2019.4–2023.3.

綿田 辰吾
(e) 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.
地震・津波・衛星画像データ解析による 2018年スンダ海峡津波発生メカニズムの解明, 代表, 矢来博司 (国土地理院)・

小林知勝 (国土地理院)・MULIA iyan (地震研)・HO Tungcheng(地震研), 5名, 5000千円, 地震・津波・衛星画
像データ解析による 2018年スンダ海峡津波発生メカニズム, 2019.4–2020.3.

西山 竜一
(b) 測地学会誌, 編集委員, 2019.4–.

5.2.3 物質科学系部門

中井 俊一
(e) 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, 3300千円, 2018.4–2021.3.

武井 (小屋口) 康子
(b) 地震学会, 代議員, 2003.4–.

平賀 岳彦
(c) JAFOE 2018 Best Speakers Award, 1月 17日, 2019.1.17.
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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) 災害の軽減－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－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.

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,
3600千円, 2016.4–2019.3.

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
(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, 30000 千円,
2017.4–2020.3.

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.
科研費基盤 C「苦鉄質マグマの火道上昇に伴う物性変化とその噴火ダイナミクスへの影響の解明」, 分担, 石橋秀己 (代

表：静岡大学)・奥村 聡 (東北大学)・安田 敦 (東大地震研), 3名, 2019.4–2022.3.
科研費基盤 C「マッシュ状マグマの再流動化時間と噴火規模-斑晶の元素拡散記録からの制約-」, 分担, 鈴木由希 (代表，

早稲田大学)・安田 敦 (東大地震研), 2名, 2019.4–2022.3.
科研費基盤 C「噴火推移の高頻度赤外解析:長時間・短時間スケールの変動と前兆現象」, 分担, 金子隆之 (代表，東大地

震研)・安田 敦, 2名, 2019.4–2022.3.

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.

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.
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, 35000千円, 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.
レーザー抽出法による宇宙線照射年代その場計測法の開発, 分担, 長勇一郎 (東大・理), 2名, 2,100千円, 2019.4–2020.3.

5.2.4 災害科学系研究部門

古村 孝志
(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.
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(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.
(公社)日本地震学会, 理事・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.

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　鉄筋コンクリート構造運営委員会, 委員, 2013.4–2019.3.
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, 2014.4–2018.3.
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.
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, 2014.4–2020.3.
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, 2014.4–2018.3.
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, 2014.4–2018.3.
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, 2014.4–2018.3.
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.
一般財団法人　日本建築センター　評価員，試験員，評定委員, 2014.4–2018.3.
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, 2014.4–2018.3.
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.
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, 2015.4–2020.3.
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, 2015.4–2018.3.
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, 2015.4–2018.3.
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, 2016.4–2018.5.
公益社団法人　日本コンクリート工学会　 JCI-ACI Collaboration Committee, 委員, 2017.4–2019.3.
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, 2017.4–2021.3.
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.
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小委員会WG3, 委員, 2019.4–

2020.3.

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, 2011.4–2020.3.
Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Associate Editor, 2011.9–2020.12.
防災科学技術研究所強震観測事業推進連絡会議, 幹事, 2014.7–2020.3.
日本地震学会強震動委員会, 委員, 2015.4–2020.3.
日本地球惑星科学連合グローバル戦略委員会, 委員, 2015.5–2020.5.
土木学会地震工学委員会, 委員, 2016.4–2020.3.
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誌運営委員会, 委員, 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, 2018.2–2019.3.
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.
日本災害情報学会・日本災害復興学会合同大会実行委員会, 委員, 2018.4–2018.10.
日本地震学会, 理事, 2018.5–2020.5.
日本地震学会学生優秀発表賞選考委員会, 委員, 2018.9–2019.3.
日本地震学会国立大学教育研究評価委員会専門委員候補者および機関別認証評価委員会専門委員候補者選挙管理委員
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会, 委員, 2018.12–2018.12.
第 17回世界地震工学会議学術プログラム委員会, 委員, 2019.4–2020.9.
第 17回世界地震工学会議制作委員会, 委員, 2019.4–2020.9.
Earth, Planets and Space誌運営委員会, 議長, 2019.4–2021.3.
損害保険料率算出機構, 理事, 2019.6–2021.6.
国際地震工学会 IAEE, 事務局員, 2019.7–2020.9.

(c) 第 15回日本学術振興会賞, 2月 7日, 2019.2.7.
(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.

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.

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」, 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.
平成 30年度科学研究費 (基盤 (B))「古記録から探る関東地震シーケンスの全容解明」, 代表, 三宅弘恵 (代表)・室谷智

子・纐纈一起, 3名, 12,000千円, 2018.4–2021.3.
日本学術振興会二国間交流事業 (共同研究)「オークニー地震震源域にある金鉱山下の応力場と地下構造」, 代表, 矢部

康男 (代表：東北大)ほか, 2018.4–2020.3.
研究成果公開促進費 (データベース)「被害地震津波資料の画像・数値化データベース」, 分担, 室谷智子 (代表：国立科

学博物館)ほか, 700千円, 2018.4–2019.3.
平成 28年度科学研究費 (特別研究促進費)「平成 30年北海道胆振東部地震とその災害に関する総合調査」, 分担, 高橋

浩晃 (代表：北大)ほか, 2018.10–2019.3.
日本学術振興会二国間交流事業 (オープンパートナーシップ共同研究)「強震動予測のグランドデザイン」, 代表, 三宅

弘恵 (代表)ほか, 15名, 2019.1–2020.12.
拠点間連携共同研究 (課題募集型研究)「強震動のブラインド予測のための共用地盤モデルの構築に関する研究」, 分担,

山中浩明 (代表：東工大)ほか, 2019.6–2020.3.

5.2.5 地震予知研究センター

平田 直
(e) 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, 200,000千円, 2017.4–2022.3.

加藤 愛太郎
(b) 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.

佐藤 比呂志
(b) International Lithosphere Program, Member of advisory committee, 2019.1–.

東京地学協会, アドパイザー, 2019.10–.
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Scientific Reports, Editor, 2019.11-

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.
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.
スロー地震学, 分担, 望月公廣，蔵下英治，飯高隆 (東大地震研)，市原寛 (名大環境)，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.
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.
カルデラ火山の深部比抵抗構造解明のための手法開発, 代表, 畑真紀 (東大地震研)，松島喜夫 (産業総合研究所)，宇津

木充 (京大理), 4名, 15,853千円, 2019.4–2020.2.

山野 誠
(b) 日本地震学会, 学校教育委員会委員, 1999.5–2020.3.

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, 2014.5–2020.3.

(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.

科学研究費 (基盤 (B))「相模トラフ巨大地震の震源断層の活動による海底変動と地震履歴の研究」, 分担, 芦寿一
郎 (代表：大気海洋研究所)・池原研 (産業技術総合研究所)・金松敏也 (海洋研究開発機構), 4 名, 12,900 千円,
2019.4–2022.3.

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年度科学研究費 (基盤 A) 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年度科学研究費 (基盤 B) －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, 2017.11–2019.11.

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.
情報処理学会, じんもんこん 2018実行委員, 2018.7–2018.12.
Asia Oceania Geosciences Society, SE Section Secretary, 2018.7–2020.7.
歴史地震研究会, 幹事, 2018.11–2020.10.
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情報処理学会人文科学とコンピュータ研究運営委員会, 運営委員, 2019.4–2021.3.
日本地震学会大会・企画委員会, 委員, 2019.4–2021.3.
日本地震学会学校教育委員会, 委員, 2019.4–2021.3.
第 20回地震火山こどもサマースクール実行委員会, 実行委員長・講師, 2019.4–2020.3.

(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・乾地研),
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, 早戸良成 (東大・宇宙線研究所)・大見士
朗 (京大・防災研), 3名, 2018.4–2019.3.

国立歴史民俗博物館開発型共同研究 「歴史災害研究のオープンサイエンス化に向けた研究」, 分担, 橋本雄太 (代表：
歴博)・他, 13名, 2018.4–2021.3.

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：京大・防災研) ほか, 8 名, 600 千円,
2018.6–2024.3.

情報・システム研究機構 機構間連携・文理融合プロジェクト 「文学ビッグデータにおける構造化ギャップの克服と分
野横断的利用の検証 」, 分担, 北本朝展 (代表：国立情報学研究所)・他, 10名, 2018.9–2021.3.

基盤研究 (A)「歴史ビッグデータ研究基盤による過去世界のデータ駆動型復元と統合解析」, 分担, 北本朝展 (代表：国
立情報学研究所)・橋本雄太 (国立歴史民俗博物館), 3名, 1500千円, 2019.4–2022.3.

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, 早戸良成 (東大・宇宙線研究所)・大見士
朗 (京大・防災研), 3名, 2019.4–2020.3.

歴博所蔵地震関連資料の調査, 代表, 橋本雄太 (国立歴史民俗博物館), 2名, 2019.4–2020.3.
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・乾地研),

2名, 2019.4–2020.3.
令和元年度科学研究費助成事業 (科学研究費補助金) (研究成果公開促進費)ひらめき☆ときめきサイエンス 「古文書を

読んでむかしの災害を調べよう」, 代表, 1名, 250千円, 2019.6–2020.3.

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, 2017.10–2018.9.
(c) 2018年度日本地震学会論文賞, 9月 16日, 2019.9.16.
(e) 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.

吉光 奈奈
(b) Artificial Intelligence in Geosciences, Editorial Board Member, 2020.1–.

5.2.6 火山噴火予知研究センター

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

市原 美恵
(b) 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) 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.
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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, 2018.5.22.

鈴木 雄治郎
(b) 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) 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.

5.2.7 海半球観測研究センター

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 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.
日本地球惑星科学連合, 代議員, 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.
京都賞・審査委員会 (基礎科学部門), 委員, 2018.7–2019.6.

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, 32600千円, 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, 2500千円, 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, 35300千円, 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, 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.
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Earth Planets Space, editor, 2020.1–2022.12.
(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.

馬場 聖至
(b) 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, 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, 2018.8–2019.12.
The 26th Electromagnetic Induction Workshop (EMIW2022) Local Organizing Committee, Chair, 2019.2–2023.3.
International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA), Division VI Co-Chair, 2019.10–2023.7.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 大林奨励賞推薦委員, 2019.11–2021.10.

(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.

海底電磁場データを利用した西之島の火山活動の解明と噴火予測, 分担, 多田訓子 (代表：海洋研究開発機構)・市原寛
(名古屋大)・田村芳彦 (海洋研究開発機構)・小山崇夫 (東大・地震研), 5名, 1450千円, 2018.4–2022.3.

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, 23名, 604
千円, 2018.4–2021.3.

上部マントル構造からみる背弧海盆の大地震と沖縄トラフ拡大, 連携, 中東和夫 (代表・東京海洋大), 9 名, 2018.4–
2022.3.

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.

日本地震学会/大会企画委員会, 委員, 2019.4–2021.3.
日本地球惑星科学連合/選挙管理委員会, 委員, 2019.8–2021.7.

(e) 科学研究費 (基盤 S) 「NECESSArray計画－中国大陸からみる地球内部ダイナミクス」, 分担, 川勝均 (代表：東大・
地震研)ほか, 10名, 2007.4–.

科学研究費 (基盤 (C)) 地震学的手法を用いた海洋プレートの過去の運動方向推定, 代表, 1 名, 3500 千円, 2016.4–
2019.3.

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, 604千円, 2018.4–2021.3.

歌田 久司
(b) 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.
日本地球惑星科学連合, 西田賞審査委員会, 2016.4–2019.3.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 評議員, 2017.4–2019.3.
日本地球惑星科学連合, 代議員, 2019.4–2021.3.
日本地球惑星科学連合, 固体地球セクションボードメンバー, 2019.4–2021.3.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 評議員, 2019.4–2021.3.

(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名, 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名, 2000.4–.

5.2.8 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター

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

Mu-RAY Workshop, Organizer, 2008.9–.
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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–.
MUOGRAPHERS2016 General Assembly (欧州連合代表部), 主宰, 2016.11–.
JST Science Agora Session (欧州連合代表部) MUOGRAPHY: AN UNPRECEDENTED IMAGING TECHNIQUE

TO VISUALISE VOLCANOES, 主宰, 2016.11–.
MUOGRAPHERS2017 IM2N Symposium (ハンガリー大使館), 主宰, 2017.5–.
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–.
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.
Geoneutrinos and Quantitative Geochemical Modeling, 実行委員, 2019.3–2019.5.

(d) 特願 2018-222565, 地中状態観測装置, 田中宏幸，宮本伸一，末永弘，デッソヴァルガ，ラスロ・オラ，ゲルゴ・ハマー,
2018.11.22.

(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, 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, 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, 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, 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, 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/計算地球科学研究センター

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–.
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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–.

Wijerathne, Maddeged
(e) Assessment of Earthquake Disasters Based on Multiple-Earthq uake Scenarios for Next Generation Urban Area

Model (JSPS S grant ID 25220908), 分担, Mueno Hori, Tsuyoshi Ichimura, Maddegedara Lalith, Hiromichi
Nagao, 4名, 4600千円, 2013.4–2018.

A study on the crack bifurcation phenomena by using high time resolution image-based measurement and high
order PDS-FEM (JSPS-C grant ID 17K06545), 分担, Tomoo Okinaka (Kinki Univ.), 2名, 2017.4–2020.3.

多階層マルチスケール・フィジックス津波被害予測解析のシンカ (JSPS-B grant ID 17H02061), 分担, Mitsuteru
ASAI (Kyushu Univ.), 2017.4–2019.

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 (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, 2017.4–2022.3.
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, 2017.10–2023.3.
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.
科研費 (基盤研究 (S))「(計算＋データ＋学習)融合によるエクサスケール時代の革新的シミュレーション手法」, 分担,

中島研吾 (代表：東大情報基盤センター)ほか, 8名, 2500千円, 2019.6–2024.3.

藤田 航平
(b) 8th International Workshop on Advances in High-Performance Computational Earth Sciences: Applications &

Frameworks, Workshop Co-Chair, 2017.8–2018.6.
9th International Workshop on Advances in High-Performance Computational Earth Sciences: Applications &

Frameworks, Workshop Co-Chair, 2018.8–2019.6.
The 1st R-CCS International Symposium, Program Committee, 2018.11–2019.2.
13th International Conference on High Performance Computing in Asia-Pacific Region (HPC Asia 2020), Program

Committee (Application and Algorithms Track), 2019.2–2020.1.
10th International Workshop on Advances in High-Performance Computational Earth Sciences: Applications &

Frameworks, Workshop Co-Chair, 2019.8–2020.6.
(c) 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.
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吉田 真吾
(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, 2017.4–2018.3.

社団法人 日本地震学会, 代議員, 2018.4–2019.3.
社団法人 日本地震学会, 代議員, 2019.4–2020.3.

五十嵐　俊博
(b) 日本地震学会地方連絡員, 委員, 2014.4–2019.9.

日本地震学会機関連絡員, 委員, 2019.10–2020.3.
(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, 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.
繰り返し地震再来特性の理解に基づく地殻活動モニタリング, 分担, 内田直希 (東北大学)・他, 22名, 2019.4–2024.3.

5.2.11 観測開発基盤センター

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.
日本測地学会, 評議員, 2019.5–2021.4.
日本測地学会, 副会長, 2019.5–2020.4.

(c) Honorable Mention for Best Paper in Geophysics in 2018, 6.22, 2019.
(e) 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.
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・加納靖之・高森昭光・西山竜一 (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)・田村良明・寺家孝
明 (天文台水沢)・名和一成 (産総研)・本多亮 (富士山研), 15名, 200千円, 2019.4–2020.3.

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, 225 千円,
2019.4–2020.3.

月惑星・小天体の内部構造探査のための重力偏差計の開発研究, 代表, 野村麗子・並木則行・松本晃治 (国立天文台)・
白石浩章・浅村和史 (宇宙研／ JAXA) , 6名, 2000千円, 2019.4–2020.3.

森田 裕一
(b) J. Disaster Research, Guest Editor, 2019.4–2020.3.
(e) 次世代火山研究推進事業 課題 B 「先端的な火山開発技術の開発」, 代表, 田中宏之 (東大・地震研)，小澤拓 (防災科技
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研)，實渕哲也 (防災科技研)，角野浩史 (東大・総合文化)，森俊哉 (東大・理)，橋本武志 (北大・理)，三浦哲 (東
北大・理)，神田径 (東工大・草津)，清水洋 (九大・理)，他, 約 40名, 209,500千円, 2017.4–2018.3.

次世代火山研究推進事業 課題 B 「先端的な火山開発技術の開発」, 代表, 田中宏之 (東大・地震研)，小澤拓 (防災科技
研)，實渕哲也 (防災科技研)，角野浩史 (東大・総合文化)，森俊哉 (東大・理)，橋本武志 (北大・理)，三浦哲 (東
北大・理)，神田径 (東工大・草津)，清水洋 (九大・理)，他, 約 40名, 206,080千円, 2018.4–2019.3.

次世代火山研究推進事業 課題 B 「先端的な火山開発技術の開発」, 代表, 田中宏之 (東大・地震研)，小澤拓 (防災科技
研)，實渕哲也 (防災科技研)，角野浩史 (東大・総合文化)，森俊哉 (東大・理)，橋本武志 (北大・理)，三浦哲 (東
北大・理)，神田径 (東工大・草津)，清水洋 (九大・理)，他, 約 40名, 220,080千円, 2019.4–2020.3.

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, 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.
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.
「スロー地震国際合同研究集会 2019」開催助成, 代表, 100名, 430千円, 「スロー地震国際合同研究集会 2019」開催助

成, 2019.4–2020.3.
2018年度研究者交流援助金・海外派遣, 代表, Ken Creager (UW), 2名, 1,800千円, 鹿島学術振興財団 2018年度研究

者交流援助金, 2019.4–2020.3.

篠原 雅尚
(b) (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.
海洋調査技術学会, 企画委員会委員, 2019.10–2021.9.

(c) Honorable Mention for Best Paper in Geophysics in 2018, 6月 22日, 2019.6.22.
(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, (R1総額) 310,710千円, 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, (R1配分) 6,165千円, 2013.8–2020.3.
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 (海洋機構)・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, (R1総額) 18,182千円, 2014.4–2021.3.
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, (R1配分) 50千円, 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.
日本海溝のゆっくりすべりイベントは海溝軸まで達するか？ , 分担, 日野亮太 (代表：東北大)・内田直希 (東北大学)・

中田令子 (海洋機構)・伊藤喜宏 (京都大), 5名, (R1配分) 1,500千円, 2019.4–2019.7.
巨大地震の裏側～巨大化させないメカニズム, 分担, 日野亮太 (代表：東北大)・内田直希 (東北大学)・伊藤喜宏 (京都

大)・飯沼卓史 (海洋機構)・中村恭之 (海洋機構)・金松敏也 (海洋機構)・中田令子 (海洋機構), 8 名, (R1 配分)
5,450千円, 2019.4–2024.3.

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.
(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.
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悪原 岳
(b) 日本地震学会, 選挙管理委員会, 2017.9–2018.2.

武村 俊介
(b) 日本地震学会, 選挙管理委員会, 2019.4–2020.3.

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, 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, 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.
IASPEI, President, 2019.7–2023.7.

(c) IUGG fellow (Honorary member), 7月 17日, 2019.7.17.
2018年地震学会論文賞, 9月 16日, 2019.9.16.

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.
IASPEI2017実行委員会委員, 総務担当, 2016.4–2018.3.
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.
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5.3 各教員の業務活動

各教員 (助教)が 2018年 1月 ∼2019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

小屋口 剛博
(c) 部門主任, 2017.4–2019.3.

フォローアップ委員会, 委員, 2017.4–2019.3.
人事準備委員会, 委員, 2017.4–2018.3.
将来計画委員会, 委員, 2017.4–2019.3.
部門主任, 2019.4–2021.3.
図書委員会, 委員, 2019.4–2020.3.

亀 伸樹
(c) 研究員採択の判定, 研究員等採択委員会業務, 委員 10名, 10時間, 2017.4–2018.3.

出版補助採択の判定, 出版補助委員会 (委員長), 委員 4名, 20時間, 2017.4–2018.3.
部屋割委員 (研究員), 研究員の部屋割, 委員 3名, 20時間, 2017.4–2018.3.
研究員採択の判定, 研究員等採択委員会 (委員長), 委員 10名, 20時間, 2018.4–2019.3.
一般公開, 一般公開委員会 (委員長), 委員 20名, 40時間, 2018.4–2019.3.
部屋割委員 (研究員, 研究員の部屋割, 委員 3名, 20時間, 2018.4–2019.3.
研究員採択の判定, 研究員等採択委員会 (委員長), 委員 10名, 40時間, 2019.4–2020.3.
一般公開, 一般公開委員会, 委員 20名, 20時間, 2019.4–2020.3.

西田 究
(b) 自己点検WG, 2019.4–.

研究成果評価分析委員会, 2019.4–
若手育成・教育推進室, 委員, 2019.4–.
談話会委員, 委員, 2019.4–.
学術企画室, 委員, 2017.4–.
国際地震・火山研究推進室, 委員, 2019.4–
百周年記念誌編集準備WG, 委員, 2017.4–
一般公開WG, 委員, 2018.4–2019.3

5.3.2 地球計測系研究部門

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–.

今西 祐一
(c) キャンパス計画室交通計画部会本郷地区ＷＧ委員, 2015.4–2019.3.

学術報告委員会 (委員長), 地震研究所彙報編集業務, 2018.4–2021.3.

中谷 正生
(c) 自己点検委員会, 全所業務, 3名, 15日/年, 2008.11–2019.3.

地震先行現象・地震活動予測部会長, 全所業務, 単独, 延 30日/年, 2014.4–2019.3.
学術企画室, 全所業務, 約 10名, 30日/年, 2014.4–2019.3.
アウトリーチ室, 全所業務, 約 10名, 10日/年, 2017.4–2019.3.

綿田 辰吾
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(c) CERT委員会, 委員, 1997.6–.
海半球データセンターの管理, 海半球観測研究センター業務, 海半球観測研究センター職員 2 名, 1 時間/日, 2001.9–

2018.3.
若手育成教育推進室, 委員, 2018.4–.
一般公開WG, 委員長, 2019.4–2020.3.
将来計画委員会, 委員, 2019.4–.

高森 昭光
(b) 自己点検委員会, 2008.12–.
(c) 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–.
地震研 CERT委員会, 所内委員会, 2019.4–.
年報編集, 自己点検委員会業務, 教職員 3名, 未定, 2020.2–.

5.3.3 物質科学系部門

武井 (小屋口) 康子
(a) 学術統合化プロジェクト「地球」, 2005.11–.
(b) 談話会委員会, 2000.4–.

セクハラ代表相談員, 2005.4–.
専攻教務委員, 2008.4–.

安田 敦
(c) 低温センター寒剤管理連絡担当者, 全所業務, 2014.4–2020.3.

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, 2001.4–2020.3.

苦情処理相談窓口, 2005.4–2020.3.

5.3.4 災害科学系研究部門

纐纈 一起
(a) 総合防災情報研究センター運営委員会, 2008.4–.
(b) 国際地震・火山研究推進室, 2007.1–.

総合防災情報研究ユニット運営懇談会, 2008.4–.

5.3.5 地震予知研究センター

加藤 愛太郎
(c) 研修運営委員会, 委員長, 教員 2 名・技術職員 7 名 , 2[時間／回]*6 回＋所外研修会場下見 1 日＋職員研修会 3 日,

2017.4–2018.3.
広報アウトリーチ室, 委員, 約 10 名, 1[時間／回]*6 回＋広報ビデオ作製 5 日＋所内講義 1.5[時間／回]*5 回, 2017.4–

2018.3.
広報アウトリーチ室, 委員, 約 10名, 1[時間／回]*6回所内講義＋ 1.5[時間／回]*4回, 2018.4–2019.3.
若手育成教育推進室, 委員, 2019.4 ‒ .

石山 達也
(c) 出版委員会, 成果発表補助の審査, 委員, 月 30分, 2011.4–.

金曜日セミナー・談話会, 委員, 2011.4–.
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福田 淳一
(c) 一般公開WG, 2010.4–2019.3.

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–.

山田 知朗
(b) CERT委員会, 2001.4–.

5.3.6 火山噴火予知研究センター

市原 美恵
(b) 広報委員会, 2005.4–.

金子 隆之
(b) 出版委員会, 2004.4–.

部屋割り委員会, 2009.4–.

5.3.7 海半球観測研究センター

塩原 肇
(b) HP委員会, 2010.4–.
(c) 海半球観測研究センター センター長, センター運営, 2013.4–2019.3.

共同利用委員会 幹事, 委員会運営, 2016.4–2018.3.
技術研究報告編集委員会 委員長, 技術研究報告の編集, 2016.4–2020.3.
副所長, 所内運営, 2017.4–2019.3.
研究事務支援室運営委員会 委員長, 委員会運営, 2017.4–2019.3.

清水 久芳
(c) 評価実施委員会, 2017.4–.

馬場 聖至
(c) リチウム電池 H28, H29年度分入札仕様策定委員会, 2016.3–2018.3.

技術研究報告編集委員会, 2019.4–.
過半数代表者選出のための部局代議員選挙管理委員会・委員長, 2019.11–2020.1.

竹内 希
(b) アカデミック・ハラスメント相談員, 2006.5–.
(c) 海半球データの編集・公開, 海半球センター業務, 海半球センター職員 2名，非常勤職員 1名, 年 20日, 1999.7–.

5.3.8 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター

田中 宏幸
(c) 設備概算要求ワーキンググループ, 学術企画室業務, WGメンバー, 0.5時間× 5日, 2012.8–.

第 2次学力試験監督業務, 全学業務, 学内教員 3名, 1日, 2013.2–.
第 2次学力試験監督者説明会, 全学業務, 学内教員 3名, 4時間, 2013.2–.
予算委員会出席, 予算委員会業務, 予算委員会メンバー, 2時間, 2013.4–.
プロジェクトセミナー審査, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1日, 2013.6–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2013.7–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2013.8–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2013.10–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2013.12–.
本部広報誌「淡青」対応, 地震研究所高エネルギー素粒子地球物理学研究センター業務, センター職員 1 名, 4 時間,
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2014.1–.
外部評価結果対応とマスタープラン作成, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1時間× 5日, 2014.2–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2014.2–.
SP2009R案文作成, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1時間× 5日, 2014.3–.
予算委員会出席, 予算委員会業務, 予算委員会メンバー, 2時間, 2014.3–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2014.5–.
外部評価プレゼン資料作成, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1時間× 10日, 2014.5–.
部屋割り委員会出席, 部屋割り委員会業務, 部屋割り委員会メンバー, 2時間, 2014.5–.
フォローアップ面談, 全所業務, 地震研究所職員 1名, 2時間, 2014.5–.
プロジェクトセミナー審査, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1日, 2014.7–.
部屋割り委員会出席, 部屋割り委員会業務, 部屋割り委員会メンバー, 2時間, 2014.7–.
助教再任審査委員会出席, 全所業務, 助教再任審査委員, 2時間, 2014.7–.
地震研究所一般公開説明業務, 全所業務, センター職員 4名, 2時間, 2014.8–.
H28再配分申請書作成, 全所業務, 地震研究所職員数名, 1時間× 5日, 2014.11–.
H28概算要求書作成, 全所業務, 地震研究所職員数名, 1時間× 10日, 2014.11–.
学術会議大型研究計画フォローアップWS出席，資料作成, 全所業務, 単独, 1時間× 10日 +1日, 2014.12–.
大学入試センター試験監督業務, 全学業務, 学内教員 3名, 1日, 2015.1–.
大学入試センター試験監督説明会出席, 全学業務, 単独, 4時間, 2015.1–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2015.2–.
外部評価報告 (開発部分)への対応, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1時間× 5日, 2015.2–.
地震研究所年報 2014原稿作成, 全所業務, センター職員 3名, 4時間, 2015.2–.
東京大学地震研究所要覧ハイライト原稿作成, 全所業務, 単独, 1.5時間× 5日, 2015.3–.
国立大学附置研究所・センター長会議　リーフレット・ウェブサイト原稿作成, 全所業務, 地震研究所職員 2名, 2時間,

2015.4–.
フォローアップ面談, 全所業務, 地震研究所職員 1名, 2時間, 2015.5–.
H28概算要求文科省との事前打合せ資料作成, 全所業務, 地震研究所職員 6名, 1時間× 10日, 2015.5–.
平成 28年度文科省事前相談出席, 全所業務, 地震研究所職員数名, 4時間, 2015.5–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2015.6–.
プロジェクトセミナー審査, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1日, 2015.6–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2015.7–.
28概算要求の積算額修正作業 (対財務省), 全所業務, 地震研究所職員 6名, 1時間, 2015.9–.
部屋割り委員会出席, 部屋割り委員会業務, 部屋割り委員会メンバー, 2時間, 2015.10–.
プロジェクトセミナー評価, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 半日, 2015.10–.
所内共同利用委員会出席 (高エネセンターに関する公募研究の設定について), 共同利用委員会業務, 共同利用委員会メ

ンバー, 2時間, 2015.10–.
文部科学省見学対応研究紹介, 全所業務, 単独, 1時間, 2015.10–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2015.11–.
部屋割り委員会出席, 部屋割り委員会業務, 部屋割り委員会メンバー, 2時間, 2015.12–.
H28特別経費の配分額にかかる打合せ出席, 全所業務, 地震研究所職員 6名, 2時間, 2016.1–.
部屋割り委員会出席, 部屋割り委員会業務, 部屋割り委員会メンバー, 2時間, 2016.2–.
第 23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン「学術大型研究計画」作成, 全所業務, 単独, 1時間× 5日, 2016.2–.
新・学内予算配分制度の資料作成打ち合わせ, 全所業務, 各センター長 国際室長　広報アウトリーチ室長　, 2 時間,

2016.2–.
地震研究所年報 2015原稿作成, 全所業務, センター職員 3名, 4時間, 2016.2–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2016.3–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2016.3–.
決算資料作成 (H27ミューオン特別経費), 全所業務, 単独, 0.5時間, 2016.4–.
第 1回　東京大学地震研究所高エネルギー素粒子地球物理学公募研究委員会, 共同利用委員会業務, 高エネルギー素粒

子地球物理学公募研究委員会メンバー , 2時間, 2016.4–.
文部科学省見学対応研究紹介, 全所業務, 単独, 1時間, 2016.4–.
フォローアップ面談, 全所業務, 地震研究所職員 1名, 2時間, 2016.5–.
高エネルギー素粒子地球物理学公募研究一次審査, 共同利用委員会業務, 高エネルギー素粒子地球物理学公募研究委員

会メンバー , 1時間× 4日, 2016.5–.
プロジェクトセミナー審査, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1日, 2016.6–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2016.7–.
地震研究所一般公開説明業務, 全所業務, センター職員 4名, 2時間, 2016.8–.
プロジェクトセミナー審査, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1日, 2016.10–.
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学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2016.10–.
高エネルギー素粒子地球物理学公募研究一次審査, 共同利用委員会業務, 高エネルギー素粒子地球物理学公募研究委員

会メンバー , 1時間× 7日, 2016.11–.
東京大学地震研究所共同利用二次審査, 共同利用委員会業務, 共同利用委員会メンバー, 2時間, 2016.12–.
東京大学地震研究所共同利用の一次審査, 共同利用委員会業務, 共同利用委員会メンバー, 1時間× 10日, 2016.12–.
第 2回高エネルギー素粒子地球物理学公募研究委員会出席, 共同利用委員会業務, 高エネルギー素粒子地球物理学公募

研究委員会メンバー , 2時間, 2016.12–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2017.1–.
第 36回東京大学地震研究所共同利用委員会出席, 共同利用委員会業務, 共同利用委員会メンバー, 2時間, 2017.1–.
地震研究所高エネルギー素粒子地球物理学研究センター年次活動報告原稿作成, 地震研究所高エネルギー素粒子地球物

理学研究センター業務, センター職員 3名, 2時間, 2017.1–.
素粒子を用いた透視ポスター (ぎゅっとぼうさい博用)作成, アウトリーチ室依頼, 高エネルギーセンター職員 2名, 2

時間, 2017.2–.
学術企画室出席, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 2時間, 2017.2–.
技術開発アクションプラン作成, 学術企画室業務, 学術企画室メンバー, 1時間× 5日, 2017.2–.
入試・前期日程試験監督業務, 全学業務, 学内教員 3名, 1日, 2017.2–.
入試・前期日程試験監督者説明会出席, 全学業務, 単独, 4時間, 2017.2–.
地震研究所高エネルギー素粒子地球物理学研究センター運営委員会出席及び議事録作成, 全所業務, 地震研究所高エネ

ルギー素粒子地球物理学研究センター 運営委員会委員メンバー, 4時間, 2017.2–.
地震研究所協議会高エネセンター研究活動紹介及び資料作成, 全所業務, 単独, 4時間, 2017.2–.
地震研究所年報 2016原稿作成, 全所業務, センター職員 3名, 4時間, 2017.2–.
東京大学地震研究所要覧ハイライト原稿作成, 全所業務, 単独, 4時間, 2017.2–.
文部科学省見学対応研究紹介, 全所業務, 単独, 1時間, 2017.4–.
設備概算要求資料作成, 全所業務, センター職員 1名, 1時間× 5日, 2017.4–.
フォローアップ面談, 全所業務, 地震研究所職員 1名, 2時間, 2017.5–.
地震研パンフレット：ミューオン原稿作成, 広報アウトリーチ室依頼業務, 単独, 2時間, 2017.5–.
地震研究所一般公開説明業務, 全所業務, センター職員 4名, 2時間, 2017.8–.
文部科学省見学対応研究紹介, 全所業務, 単独, 1時間, 2017.8–.
高エネルギー素粒子地球物理学公募研究一次審査, 共同利用委員会業務, 高エネルギー素粒子地球物理学公募研究委員

会メンバー , 1時間× 5日, 2017.11–.
H29第 4回ミニレク, 研究事務支援室依頼業務, 単独, 1時間, 2017.11–.
東京大学地震研究所共同利用の一次審査, 共同利用委員会業務, 共同利用委員会メンバー, 1時間× 10日, 2017.12–.
第 3回高エネルギー素粒子地球物理学公募研究委員会出席, 共同利用委員会業務, 第 3回高エネルギー素粒子地球物理

学公募研究委員会メンバー, 2時間, 2017.12–.
平成 30年度東京大学地震研究所共同利用 2次審査, 共同利用委員会業務, 共同利用委員会メンバー, 2時間, 2018.1–.
施設整備費概算要求資料作成, 全所業務, 地震研究所職員数名, 6時間, 2018.1–.
地震研究所年報 2017原稿作成, 全所業務, センター職員 3名, 4時間, 2018.2–.
所内共同利用委員会出席, 共同利用委員会業務, 共同利用委員会メンバー, 2時間, 2018.3–.
地球惑星科学関連大型研究計画ヒアリング出席, 全所業務, 単独, 2時間, 2018.3–.
連携研究機構設置申請書作成, 全所業務, 地震研究所職員数名, 1時間× 10日, 2018.4–.
H30三次配分要求書作成, 全所業務, 地震研究所職員数名, 1時間× 5日, 2018.4–.
H31概算要求書作成, 全所業務, 地震研究所職員数名, 1時間× 5日, 2018.4–.
共同利用拠点の中間評価のための調書作成協力業務, 全所業務, 単独, 4時間, 2018.4–.
第 38回東京大学地震研究所共同利用委員会出席, 共同利用委員会業務, 共同利用委員会メンバー, 2時間, 2018.5–.
フォローアップ面談, 全所業務, 地震研究所職員 1名, 2時間, 2018.5–.
第 3次配分等ヒアリング出席, 全所業務, 地震研究所職員 5名, 1時間, 2018.5–.
(連携機構)学術支援推進室会議出席, 全所業務, 地震研究所職員 1名, 1時間, 2018.5–.
文部科学省見学対応研究紹介, 全所業務, 単独, 1時間, 2018.5–.
理学系研究科地球惑星科学専攻大学院入試問題査読, 専攻業務, 単独, 1日, 2018.6–.
文部科学省事前ヒアリング出席〔31概算要求・共通政策課題 (新規・拡充)〕, 全所業務, 地震研究所職員 5名, 2時間,

2018.6–.
「教員著作物の可視化と国際発信」事業用紹介文の作成と関連コンテンツの提供, 全所業務, 単独, 1 時間× 5 日,

2018.7–2018.8.
大学院入試面接, 専攻業務, 固体地球科学関連教員, 3時間, 2018.8–.

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
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回/年, 2014.4–.

武多 昭道
(c) 談話会委員, のべ 1日, 2017.4–2018.3.

談話会委員, のべ 1日, 2018.4–2019.3.

5.3.9 巨大地震津波災害予測研究センター/計算地球科学研究センター

市村 強
(b) CERT委員会, 2010.10–.

共同利用委員会, 2010.10–.

Wijerathne, Maddeged
(c) Outreach office, Member of outreach office, 1 hour per month, 2018.4–2015.3.

長尾 大道
(c) 若手育成・教育推進室会議, 委員, 教員 13名, 2[時間／回]*5回, 2015.4–2020.3.

談話会委員会, 委員, 教員 8名, 1[時間／回]*3回, 2015.4–2020.3.

藤田 航平
(c) 地震研 CERT委員会，委員, 2018.4–.

EIC仕様策定委員会, 委員, 2018.11–.

伊藤 伸一
(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, 2019.4–.

5.3.10 地震火山噴火予知研究推進センター

加藤　尚之
(b) 自己点検委員会, 2002.4–.

鎌谷 紀子
(c) 地震・火山噴火予知研究協議会, 管理業務, 企画部副部長, 2018.4–.

小山 崇夫
(c) 出版委員会, 2014.4–.

5.3.11 観測開発基盤センター

新谷 昌人
(c) 技術開発室長, 技術開発室の運営, 2010.4–2021.3.

図書委員長, 所内図書委員会の連絡・調整等, 学内関連委員会への出席, 2017.4–2020.3.
知財委員長, 知財委員会の開催・連絡等, 2017.4–2021.3.
研究事務支援室運営委員長, 研究事務支援室運営委員会の開催, 関連ミーティングへの出席, 関係者との調整等,

2019.4–2021.3.
地震火山災害予防賞選考委員長, 地震火山災害予防賞選考委員会の開催・連絡, 授賞式での説明等, 2019.4–2021.3.
副所長, 所の運営, 会議等への出席, 教授会説明会の担当, 2019.4–2021.3.

小原 一成
(c) 外部評価実施委員会・委員長, 全所業務, 6名, 延べ 100日, 2013.4–.

地震火山災害予防賞選考委員会・委員長, 全所業務, 5名, 5日, 2013.4–.
初年次長期自主活動プログラム (FLY)運営委員会, 学内業務, 20名, 延べ 10日, 2013.4–.
所長, 全所業務, 毎日, 2015.4–2019.3.

酒井慎一
(c) 地震観測体制の維持, 観測開発基盤センター業務, 技術部総合観測室, テレメータ室, 1993.7–2020.3.

共同利用機器の管理, 観測開発基盤センター業務, 技術部総合観測室, 事務部研究支援チーム, テレメータ室, 1995.4–
2020.3.
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5.3.12 地震火山情報センター

木下 正高
(c) 国際室室長として，国際室の運営・スタッフの労務管理を行う, 国際室業務, 国際室特任専門職 2 名, 2 時間/日,

2016.4–2018.3.
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5.4 各技術職員の業務活動等

各技術職員が 2018年 1月 ∼2019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/月,
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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.
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, 外来研究員, のべ 6日, 2019.2–2019.2.
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, のべ 3日, 2019.3–2019.3.
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, 単独または物質科学系研究部門職員 1 名, 1

日/週, 2019.4–2020.3.
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, 単独単独, 1日/月, 2019.4–2020.3.
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職員 1 名, 2 日/週,

2019.4–2020.3.
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, 1日/週, 2019.4–2020.3.
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, 2019.4–2020.3.
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, 2019.4–2020.3.
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, 2019.4–2020.3.
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, 3日/週, 2019.4–

2020.3.
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, 単独または他大学の職員・学生 3名, 7日/月, 2019.4–2020.3.
電子線マイクロプローブアナライザによる三宅島火山岩の化学分析支援, 技術開発室, 単独または海外ポスドク研究員 1

名, 2日/週, 2019.4–2019.6.
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 3日, 2019.5–2019.5.
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, 2日/月, 2019.6–2019.6.
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, 単独または他大学の職員・学生 3名, のべ 10

日, 2019.6–2019.6.
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, 単独またはさくらインターンシップ学生 1名, のべ

10日, 2019.7–2019.7.
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, 2019.7–2019.7.
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 3日, 2019.8–

2019.8.
電界放射型電子プローブアナライザによるニュージーランド　タウポ火山岩の分析支援, 技術開発室, 単独または火山

噴火予知研究センター学生 1名, 2日, 2019.9–2019.9.
蛍光 X線分析による霧島新燃岳火山岩の化学分析支援, 技術開発室, 単独または火山噴火予知研究センター学生 1名, 2

日/週, 2019.10–2019.12.
電子線マイクロプローブアナライザによる霧島新燃岳火山岩の化学分析支援, 技術開発室, 単独または火山噴火予知研

究センター学生 1名, 2日/週, 2019.10–2019.12.
電子線マイクロプローブアナライザによる三宅島火山岩の化学分析支援, 技術開発室, 単独または海外ポスドク研究員 1

名, 2日/週, 2019.10–2020.1.
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, 単独または他大学の職員・学生 3名, のべ 6

日, 2019.10–2019.11.
IPGP-ERI workshopへの参加, 技術開発室, 単独, 3日, 2019.10–2019.10.
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, 2019.11–2019.11.
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, 2019.11–2019.11.
電子線マイクロプローブアナライザによる花崗岩中の U Th濃度分布の化学分析支援, 技術開発室, 単独または高エネ
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ルギー素粒子物理学研究センター職員 1名, のべ 10日, 2019.11–2019.12.
蛍光 X線分析による西之島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職員 1名, のべ 10日,

2019.12–2019.12.
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, 2020.1–2020.1.
ガラス・硅砂の微粉化, 技術開発室, 単独, のべ 3日, 2020.1–2020.1.

(f) 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.
平成 30年地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.

(g) 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.

Yoshihiro Nakamura, Hidemi Ishibashi, Atsushi Yasuda, Natsumi Hokanishi, Junji Yamamoto, Ultra-magnesian
olivine-bearing ultramafic lava blocks within Cenozoic accretionary sediments at Shizuoka, Japan: Implica-
tions for young, hot plume activity beneath the western Pacific Plate, Lithos, 234-235, 315–324, 2019.

安 田 敦・馬 場 章・藤 井 敏 嗣・外西奈津美, 富士火山焼野溶岩に捕獲された斑れい岩について:その起源とマグマ供給
系についての考察, 火山, 64, 2, 83–101, 2019.

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 400日, 2014.4–2019.12.

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 600日, 2014.4–2019.12.
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 300日, 2014.4–2019.12.
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,

2014.4–2019.12.
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 1名, 4[時間/回]x年 4回, 2015.4–2019.12.
研修運営委員会 (職員研修会の企画・運営など), 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.
熱水回転実験装置の維持・管理, 技術開発室業務, 単独, 延べ 150日, 2017.3–2019.12.
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 140日,

2018.1–2019.6.
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 30日, 2018.9–2019.12.
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.
PID式酸素分圧制御機の性能チェック, 機器開発室業務, 単独, 延べ 11日, 2019.2–2019.12.
粉末試料成型用治具の作成, 機器開発室業務, 職員 2名, 延べ 2日, 2019.5–2019.5.
熱水回転実験装置のデータ転送＆表示用 LabVIEW プログラムの作成, 機器開発室業務, 単独, 延べ 16 日, 2019.5–

2019.11.
雰囲気制御炉実験用グラファイト製ダイ＆パンチの作成, 機器開発室業務, 職員 2名, 延べ 45日, 2019.6–2019.11.
二軸岩石破壊実験装置の制御用 LabVIEW プログラム作成, 機器開発室業務, 教員 1 名・職員 1 名, 延べ 40 日,

2019.7–2019.12.
二軸岩石破壊実験装置の記録用 LabVIEW プログラム作成, 機器開発室業務, 教員 1 名・職員 1 名, 延べ 20 日,

2019.9–2019.12.
(f) 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.

平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.

内田 正之
(a) 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.

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.
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.
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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.
試料観察用ホルダー・試料作成装置用パーツ製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.1–2019.1.
PMT冶具製作, 技術開発室業務, 単独, 2日, 2019.1–2019.1.
6軸加速度計ユニット用マス製作, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2019.1–2019.2.
野外設置用フィルムラック止め冶具製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.2–2019.2.
噴火実験用ペットボトルコネクタ製作, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2019.2–2019.6.
HPLCポンプ用 SUSチューブ切断, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2019.2–2019.2.
屋外観測用ジャイロ固定台製作, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2019.2–2019.2.
強震計 JEP8A3用台座製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.2–2019.2.
6軸加速度計部品製作, 技術開発室業務, 単独, 5日, 2019.2–2019.3.
機器取り付け金具製作, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2019.2–2019.2.
電子回路用ケース窓切抜き, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2019.2–2019.2.
Lennartz LE-3D 用のアジャスタ製作, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2019.3–2019.3.
成形型加工, 技術開発室業務, 単独, 5日, 2019.3–2019.3.
ジュラコンフィルムラック製作, 技術開発室業務, 単独, 22日, 2019.4–2019.5.
ソーラーパネル用架台製作, 技術開発室業務, 単独, 5日, 2019.5–2019.8.
ペリカンケース架台製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.6–2019.6.
X線フィルム収納アルミラック第一次試作製作, 技術開発室業務, 単独, 12日, 2019.6–2019.10.
HDDホルダー製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.7–2019.7.
ソーラーパネル風除け板製作, 技術開発室業務, 単独, 11日, 2019.7–2019.8.
ソーラーパネル架台のパネル固定用 L字アングル加工, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.7–2019.7.
6軸加速度計用磁石固定部品製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.8–2019.8.
X線フィルム収納用アルミラック拡大軽量版の試作, 技術開発室業務, 単独, 8日, 2019.9–2019.9.
簡易型加速度計用筐体の作成, 技術開発室業務, 単独, 7日, 2019.10–2019.10.
MEMS空振計用空気チャンバー部品製作, 技術開発室業務, 単独, 10日, 2019.10–2019.12.
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焼結型加工, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2019.11–2019.11.
自由落下式重力偏差計部品製作, 技術開発室業務, 単独, 12日, 2019.11–2019.12.

(b) 東京大学地震研究所長賞, 東京大学地震研究所, 2018.11.15.
地震火山災害予防賞, 東京大学地震研究所, 2019.1.23.

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 2 名，業務委託 1 社,

2017.10–2020.3.
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 2名，業務委託 1社, 2017.10–2020.3.
首都圏強震動総合ネットワーク (SK-net) の管理, 情報センター業務, 災害科学系研究部門教員 1 名，業務委託 1 社,

2017.10–2020.3.
UTNET技術担当, 全所業務, 情報センター教員 2名，業務委託 1社, 2017.10–2020.3.
部局 CERT担当, 全所業務, 情報センター教員 2名，業務委託 1社, 2017.10–2020.3.
津波波形画像公開データベース管理, 情報センター業務, 情報センター教員 1名，職員 1名, 2017.10–2020.3.
地震研究所 CERT委員会, 委員会業務, 2018.4–2020.3.
古地震・古津波記録委員会, 委員会業務, 2018.4–2020.3.
歴史地震記象の管理・閲覧希望者対応, 情報センター業務, 情報センター教員 1名，外来研究員 1名, 3[時間/回]*4回 (2

月 6日現在), 2018.4–2020.3.
仕様策定委員会, 委員会業務, 2018.12–2019.7.
研修運営委員会, 委員会業務, 2019.4–2020.3.
ファイル転送サービス【なまず便】サーバ構築, 情報センター業務, 情報センター教員 1名，職員 1名, 2020.1–.

(f) 平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.
情報システム統一研修 IT調達と発注管理コース, 総務省, 2019.9.19.

浦野 幸子
(a) 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.

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.
6軸加速度計用コイル, 技術開発室業務, 単独, 6日, 2019.2–2019.2.
海底地震計用ケーブル 2種, 技術開発室業務, 単独, 8日, 2019.3–2019.4.
信号伝送装置, 技術開発室業務, 単独, 4日, 2019.3–2019.3.
6軸加速度計用変位センサーの試作, 技術開発室業務, 単独, 12日, 2019.3–2019.11.
6軸加速度計用アナログ基板の回路パターン検討, 技術開発室業務, 単独, 35日, 2019.4–2019.12.
ドローン搭載用磁力計ロガーの作製, 技術開発室業務, 単独, 25日, 2019.5–2020.
超長周期MT観測装置 LEMI-417Mの GPS roll-over問題に対する処置, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.7–2019.8.
PS15M用ケーブル× 15式の製作, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.10–2019.10.
簡易型加速度計用筐体の作成, 技術開発室業務, 技術開発室員 3名, 10日, 2019.10–2019.11.
スロー地震 PJ臨時観測用ケーブル× 16式の加工, 技術開発室業務, 単独, 1日, 2019.10–2019.10.
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ロガー EDR-1000用電源ケーブル, 技術開発室業務, 単独, 3日, 2019.11–2019.12.
(b) 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 30年度技術職員研修「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, 2018.11.30.

平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.

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–.

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.
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.
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，総合観測室職員数名, 述べ 7日間,

2019.1–2019.12.
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, 2019.1–

2019.12.
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 ,

2019.1–2019.12.
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 120日, 2019.1–2019.12.
南西諸島沖における 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 2 名＋他機関 2 名, 8 日間,

2019.2–2019.3.

安藤 美和子
(a) 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.
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 2名, 2日間, 2018.12–2018.12.
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 3名, のべ 4日間, 2019.2–2019.10.
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 2名＋技術職員 1名, 6日間, 2019.2–2019.2.
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神奈川県の強震地震観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 3名, 1日, 2019.6–2019.6.
四国西部における制御震源地殻構造探査にともなう許可申請の打ち合わせ, プロジェクト支援業務, 教員 1名＋技術職

員 1名, 5日間, 2019.6–2019.6.
長野県の強震地震観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 4日間, 2019.7–2019.7.
東京都・神奈川県の強震地震観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, のべ 2日間, 2019.7–2019.9.
静岡県・愛知県の強震地震観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 2日間, 2019.9–2019.9.
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 2名, 3日間, 2019.10–2019.10.
四国西部における制御震源地殻構造探査業務の支援, プロジェクト支援業務, 教員 1 名＋技術職員 1 名, のべ 8 日間,

2019.11–2019.11.
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 1名＋技術職員 1名, 3日間, 2019.11–2019.11.
神奈川県・静岡県の強震地震観測点の保守, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 2名, 2日間, 2019.12–2019.12.

(f) 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.

藤田 親亮
(a) 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.
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, 2019.1–2019.12.
定常地震観測点データ監視, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 1[時間/日] × 12ヶ月, 2019.1–2019.12.
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 40日, 2019.1–2019.12.
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名, 延べ 15日, 2019.1–2019.12.
定常地震観測点保守, 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, 2019.1–2019.12.
三宅島における電磁気探査, プロジェクト支援, 教員 3名 +研究員 1名 +総合観測室職員 2名 +他機関数名, 延べ 6

日, 2019.5–2019.5.
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および海底電磁気探査, 地震予知研究センター業務,

教員 1名 +他機関 7名 +学生 1名 +総合観測室職員 1名, 延べ 12日, 2019.7–2019.7.
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 2名, 延べ 2日, 2019.9–2019.9.
三宅島における観測点保守, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 1 名 + 総合観測室職員 2 名, 延べ 4 日, 2019.10–

2019.10.
スロー地震 PJ 三重県での臨時観測点 2 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 3 日,

2019.12–2019.12.
(f) 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.

平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.
刈払機取扱作業者安全衛生教育, (社)安全衛生マネジメント協会, 2019.5.10.

(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.

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.
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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) 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.
鋸山地殻変動観測所，鋸山検潮所における不具合対応，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, 2019.5–2019.10.
富士川，奥山，小田原観測点における不具合対応や保守, 観測開発基盤センター業務, 教員 1名 +総合観測室職員 4名,

3日間, 2019.6–2019.6.
山形県鶴岡市，新潟県村上市における地震臨時観測点の設置, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 3日,

2019.6–2019.6.
日本海青森・北海道沖における OBS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＋他機関数名, 5日

間, 2019.7–2019.7.
油壷地殻変動観測所における電源不具合への対応等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 3 名, 延べ 3 日間,

2019.7–2019.9.
熊野灘における OBS の設置航海, プロジェクト支援, 教員 1 名 + 総合観測室職員 2 名＋他機関数名, 8 日間,

2019.9–2019.9.
伊東観測点 (新井観測点)における保守等, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 1名, 1日間, 2019.10–2019.10.

(f) 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.
平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.
刈払機取扱作業者安全衛生教育, 安全衛生マネジメント協会, 2019.5.10.
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(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, 2017.4–2018.3.

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.
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, 2018.4–2019.3.
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.
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 6日間, 2018.7–2019.3.
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.
八ヶ岳＆強震小田原集中局保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 2日間, 2019.2–2019.2.
強震信州観測網保守他, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 5日間, 2019.2–2019.2.
強震富士川観測点及び南関東観測網の保守他, 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,

2019.4–2019.4.
強震伊豆観測網保守及び八ヶ岳地磁気絶対観測他, 観測開発基盤センター業務, 単独, 延べ 3日間, 2019.4–2019.4.
研修運営委員会業務, 委員会業務, 研修運営委員, 延べ 10日間, 2019.4–2020.3.
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, 2019.4–2019.7.
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 4日間, 2019.4–2019.7.
強震南足柄観測点の新設他, 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, 2019.5–2019.5.
強震旧南足柄観測点の撤去他, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 3名, 延べ 1日間, 2019.6–2019.6.
ネパールにおける技術移転及び観測点保守, プロジェクト支援, 研究員 1 名＋総合観測室職員 1 名, 延べ 11 日間,

2019.6–2019.6.
強震小石川観測点の保守他, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 1日間, 2019.7–2019.7.
八ヶ岳＆強震信州観測網保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 2日間, 2019.7–2019.7.
スロー地震 PJ愛知県観測網現地調査, プロジェクト支援, 教員 1名＋総合観測室職員 1名, 延べ 1日間, 2019.8–2019.8.
強震御前崎＆名駅観測点の保守他, 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, 2019.9–2019.9.
強震浮島観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 1日間, 2019.9–2019.9.
スロー地震 PJ四国西部現地調査, 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, 2019.9–2019.9.
スロー地震 PJ愛知豊田観測点設置, プロジェクト支援, 教員 1名＋総合観測室職員 2名, 延べ 2日間, 2019.9–2019.9.
鋸山観測点保守とハドルテスト, 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, 2019.10–2019.10.
鋸山観測所での強震計保守と広帯域地震計のハドルテスト, 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 2日間, 2019.11–2019.11.
強震焼津＆南足柄観測点他の保守, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 2日間, 2019.12–2019.12.
スロー地震 PJ 四国西部での臨時観測点 2 点の設置, プロジェクト支援, 総合観測室職員 2 名, 延べ 2 日間, 2019.12–

2019.12.
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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, 2020.1–2020.1.
(b) 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.
(f) 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.
平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.
刈払機取扱作業者安全衛生教育, (社)安全衛生マネジメント協会, 2019.5.10.

(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, ネパールにおける携帯電話網を用いた準リアルタイム地震観測網の構築, 平成 30年度総合技術研究会九州大
学, O02-03, 2019.3.7.

(i) 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.
宮川幸治, ネパールにおけるオンライン地震観測網の構築, 東京大学地震研究所職員研修会, 2019.1.25.

西本 太郎
(a) 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 11日, 2013.5–2019.10.

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 34 日, 2013.8–

2019.12.
観測点データ監視業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室複数名, 1時間/日, 2013.12–.
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 84

日, 2014.3–2019.12.
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 49日, 2014.9–2019.9.
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 +他機関数名, 延べ 11

日, 2015.10–2019.11.
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 11日, 2017.6–2019.5.
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 2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 +総合観測室 1名 +他機関数名, 延べ

5日, 2018.10–2019.6.
三宅島における電磁気探査, プロジェクト業務, 教員 2名 +総合観測室 1名 +他機関数名, 延べ 6日, 2019.6–2019.6.
山形県鶴岡市，新潟県村上市における地震臨時観測点撤収, 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 2日, 2019.7–2019.7.
スロー地震 PJ 四国西部での臨時観測点 2 点の設置, プロジェクト支援, 教員 1 名 + 総合観測室 1 名, 延べ 2 日,

2019.12–2019.12.
(f) 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.

平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.
刈払機取扱作業者安全衛生教育, (社)安全衛生マネジメント協会, 2019.5.10.

佐伯 綾香
(a) 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.
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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.
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, 職員 2名, 延べ 30日, 2019.1–2019.12.
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, 観測開発基盤センター業務, 職員 1名, 3[時間/日] × 25

日, 2019.1–2019.10.
読み取り打ち合わせ, 観測開発基盤センター業務, 職員 5名＋教員 1名, 2[時間/日] × 4日, 2019.1–2019.10.
北信・下越・上越地方地震読み取り, 観測開発基盤センター業務, 職員 1名, 2[時間/日] × 12ヶ月, 2019.1–2019.12.
担当観測点データ監視, 観測開発基盤センター業務, 職員 1名, 30[分/日] × 12ヶ月, 2019.1–2019.12.
担当定常観測点保守, 観測開発基盤センター業務, 職員 2名, 延べ 14日, 2019.1–2019.12.
サンゴ試料整理, 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 3 名，JAMSTEC 1 名, 延べ 6 日,

2019.3–2019.7.
地震計動作確認, 観測開発基盤センター業務, 職員 1名, 延べ 7日, 2019.4–2019.12.
メタル回線光化対応, 観測開発基盤センター業務, 職員 1～3名＋教員 1名, 延べ 15日, 2019.8–2019.12.
山形県沖地震臨時観測読み取り, 観測開発基盤センター業務, 職員 1名, 延べ 2日, 2019.9–2019.9.
定常観測点光回線引き込み, 観測開発基盤センター業務, 職員 1～3名, 延べ 7日, 2019.11–2019.12.
スロー地震 PJ四国西部での臨時観測点 2点の設置, プロジェクト支援, 職員 2名, 延べ 2日, 2019.12–2019.12.

(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.

(i) 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.
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.
愛媛県伊方町臨時観測点保守, プロジェクト支援業務, 技術職員 1名, 6日× 3回 (年間), 2018.4–2019.3.
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, 2018.4–2019.3.
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), 2018.4–2019.3.
地震臨時観測機材等保守管理, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 1 名, 4[時間/日]*10[日/月 + α (年間), 2018.4–

2019.3.
地殻変動観測システム管理およびデータ監視業務, 観測開発基盤センター業務, 技術職員 3 名, 1～2 時間/日 (毎日),

2018.4–2019.3.

田中 伸一
(a) 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.
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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.

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, 2019.1–2019.12.

茨城県及び千葉県の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,
2019.1–2019.12.

海底ケーブル式地震津波観測システム釜石局舎における新技術を利用した地震観測試験, 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 20日, 2019.1–2020.12.

南西諸島海域における自己浮上型海底地震計の設置/回収とそれに伴う地震計組立・解体業務, 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 40日, 2019.1–2019.3.

研修運営委員会の運営業務および職員研修会の実行に関する業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室 6名＋教員
2名, 延べ 20日, 2019.1–2019.12.

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 5日, 2019.1–2019.12.
宮城沖海域における自己浮上型海底地震計の設置/回収とそれに伴う地震計組立・解体業務, 観測開発基盤センター業

務, 総合観測室 3名, 延べ 40日, 2019.3–2019.5.
南西諸島海域における自己浮上型海底地震計の回収とそれに伴う地震計解体業務, 観測開発基盤センター業務, 総合観

測室 1名, 延べ 20日, 2019.9–2019.9.
台風 19号による海底ケーブル釜石局舎の被害状況確認とその対応に関する業務, 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 30日, 2019.10–2019.12.
(f) 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.
平成 30年度地震研究所職員研修, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.

(g) 田中伸一・蔵下英司, 機動地震観測支援機器「レナーツテスター」の開発, 地震研究所技術研究報告, 24, 1–28, 2019.
(i) 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) 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 23日間, 2017.4–2019.12.

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.
伊豆大島における観測点の保守, 火山噴火予知研究センター業務, 総合観測室職員 2名, 5日間, 2019.1–2019.4.
強震信州観測網保守他, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 2名, 延べ 9日間, 2019.2–2019.7.
強震富士川観測点及び南関東観測網の保守他, 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,

2019.4–2019.4.
強震南足柄観測点の新設他, 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, 2019.5–2019.5.
霧島山における観測点の維持, 火山噴火予知研究センター業務, 総合観測室職員 2名, 1日間, 2019.5–2019.5.
強震旧南足柄観測点の撤去他, 観測開発基盤センター業務, 総合観測室職員 3名, 延べ 1日間, 2019.6–2019.6.
富士山における観測点の維持, 火山噴火予知研究センター業務, 総合観測室職員 3名, 2日間, 2019.7–2019.10.
浅間山における観測点の維持, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 1 名＋総合観測室職員 2 名, 3 日間, 2019.10–

2019.10.
(f) 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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平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.
刈払機取扱作業者安全衛生教育, (社)安全衛生マネジメント協会, 2019.5.10.

渡邉 篤志
(a) 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.
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.
富士山における観測点の維持, 火山噴火予知研究センター業務, 技術職員 3名, 23日, 2019.1–2019.12.
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, 16日, 2019.1–2019.3.
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 1名, 4日, 2019.1–2019.12.
霧島山における観測点の維持・臨時観測, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 1 名＋技術職員 2 名, 49 日, 2019.1–

2019.12.
無人航空機を用いた火山観測, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 3名＋技術職員 1名, 45日, 2019.1–2019.12.
火山での野外観測機材整備, 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, 30 日, 2019.1–

2019.12.
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, 11日, 2019.2–2019.12.
三宅島における観測点の維持, 火山噴火予知研究センター業務, 技術職員 2名, 45日, 2019.2–2019.11.
絶対・相対重力観測支援, 地球計測系研究部門業務, 教員 2名＋技術職員 2名, 8日, 2019.2–2019.10.
伊豆大島における観測点の維持, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 1名＋技術職員 3名, 26日, 2019.2–2019.11.
サンゴ試料整理, 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 3 名，JAMSTEC 1 名, 6 日,

2019.3–2019.7.
西之島総合学術調査, 火山噴火予知研究センター業務, 教員 2 名＋技術職員 1 名，森林総研 1 名，筑波大 2 名，京

都大 1 名，富士山研 1 名，ふじのくにミュージアム 1 名，自然環境研 2 名，NHK 1 名，環境省 2 名, 59 日,
2019.4–2019.12.

三宅島における電磁気探査, プロジェクト業務, 教員 3名＋研究員 1名＋技術職員 6名，東工大 2名，気象庁 2名, 5日,
2019.5–2019.5.

山形県沖の地震の余震観測, 突発災害対応, 教員 1名＋技術職員 8名, 3日, 2019.6–2019.6.
(b) 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.
(f) 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.
平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.
刈払機取扱作業者安全衛生教育, 安全衛生マネジメント協会, 2019.5.10.

(g) 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,
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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.

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, 1, 35–44, 2018.

田島靖久・中田節也・長井雅史・前野深・渡邉篤志, 霧島火山群，えびの高原硫黄山の 2018年 4月の小噴火, 火山, 64,
2, 147–151, 2019.

辻 浩
(a) 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.
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 25 日,

2019.1–2019.12.
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 2名，火山センター教員 2名, 延

べ 22日, 2019.1–2019.12.
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・又は火山センター教員 1 名, 延べ 27 日,

2019.1–2019.12.
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～23 時間/月,

2019.1–2019.12.
小諸地震火山観測所の維持・管理, 総合観測室業務 , 単独, 1回～数回/月, 2019.1–2019.12.
松代地震観測所の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 6日, 2019.1–2019.2.
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，基盤センター教員 1名 , 延べ 3

日, 2019.1–2019.11.
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, 延べ 6日, 2019.4–2019.11.
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, 2019.4–2019.12.
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 10日, 2019.5–2019.11.
三宅島電磁気観測撤収作業 , 総合観測室業務, 総合観測室 1名，火山センター教員 1名, その他 1名, 他機関数名, 延べ

4日, 2019.6–2019.6.
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 2名, 延べ 1日, 2019.7–2019.7.
浅間山噴火の対応や降灰調査, 総合観測室業務, 単独, 延べ 4日, 2019.8–2019.8.
営繕工事関連の業務, 総合観測室業務 , 単独, 延べ 1日, 2019.9–2019.9.

(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.
(f) 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.

平成 30年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所 , 2019.1.25.
刈払機取扱作業者安全衛生教育, 東京大学地震研究所 , 2019.5.10.
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大塚 宏徳
(a) 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.

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.

(f) 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.
平成 30年地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2019.1.25.

(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.

A. Kioka, T. Tsuji, H. Otsuka, J. Ashi, Methane concentration in mud conduits of submarine mud volcanoes:
A coupled geochemical and geophysical approach, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 20, 2, 792–813,
2019.

(i) 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.
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5.5 各教員の教育・社会活動

各教員が 2018年 1月 ∼2019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, 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.
理学部地球環境学科, 火山・マグマ学, 2019.4–2019.9.
理学部地球環境学科, 野外実習 III, 2019.4–2019.9.
教養学部, 惑星地球科学 I, 2019.4–2019.9.

(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) 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.
小山健太郎, 1 次元火道流モデルを用いた火山噴火推移の数値的研究, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導,

2017.4–2020.3.
西條祥, 噴煙のダイナミクスを考慮した降下火砕物供給モデルの開発, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導,

2018.4–2020.3.
(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.

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), 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, 地球惑星科学特別研究 II, 2017.4–2018.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別研究, 2017.10–2018.3.
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, 地震発生物理学講義, 2018.10–2019.3.
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), 2019.4–2020.3.
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), 2019.4–2020.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別演習, 2019.4–2019.6.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地震発生物理学講義, 2019.9–2020.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別研究, 2019.9–2020.3.

(c) Ranjith Kunnath, Professor, Mahindra cole Centrale, Hyderabad, その他, India, 2018.4–2018.6.
Thomas H. Heaton, California Institute of Technology, その他, USA, 2019.9–2019.11.

(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, 2017.7–2018.7.

西田 究
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(a) 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, 時系列データ解析, 2017.10–2018.3.
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.
地球惑星科学専攻, 地震波動論 I, 2019.4–2019.9.
地球惑星科学専攻, 時系列データ解析, 2019.9–2020.2.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2019.10–2020.2.

(d) 水谷雄太, 地震波干渉法から推定された 2011年新燃岳噴火に伴う 地震波速度構造の時間変化, 東京大学理学系研究科
地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2017.4–2019.3.

吉井究, 断層ガウジ粒子の応力状態と粉砕過程に関する理論的研究, 東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指
導, 2019.4–2020.3.

5.5.2 地球計測系研究部門

青木 陽介
(c) WANG, Xiaowen, 地震研究所, その他, 中国, 2017.8–.

今西 祐一
(a) 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, 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, 2009.10–2021.3.

(c) Vishal Gaurav, IIT Kharagpur, その他, インド, 2018.7–2018.7.
(f) 経験則による地震予知─どの程度の予測なのか?, 東京大学武田先端知ビル武田ホール, 03.16, 2019.

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演習　森　濱本, 2018.6–2018.8.

理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別演習　柴田　杣木　水野　海老原, 2019.4–2019.5.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地震波動論 I, 2019.4–2019.7.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別研究　柴田, 2019.10–2020.2.

(c) 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.
Chowdhury, Sougata, UTRIPインターン学生, その他, インド, 2019.6–2019.7.
Li, Yijing, UCEAPインターン学生, その他, 米国, 2019.6–2019.8.
Mach, Phuc, UTRIPインターン学生, その他, 米国, 2019.6–2019.7.

(d) 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.
(f) 東日本大震災の地震と津波, 地震研究所, 07.11, 2019.

Traveltime delay of distant tsunamis, 理学系研究科, 07.05, 2019.

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, 2017.10–2018.3.

西山 竜一
(a) 理学系研究科・地球惑科学専攻, 地球観測実習, 2019.4–2019.9.

5.5.3 物質科学系部門

中井 俊一
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(a) 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, 2019.10–2020.1.
(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, 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.
山梨県富士山科学研究所, 特別客員研究員, 富士山噴出物の解析等, 2019.4–2020.3.

三浦 弥生
(d) 奥野衛, An experimental study of permeable membrane 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.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 地震波セミナー, 2019.4–2020.3.
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, 2019.6–2019.7.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 地震波動論 II, 2019.10–2019.12.
東京大学大学院共通授業科目, エグゼクティブ・プログラム 19 「新たな価値創造と社会的責任」, 2019.11–2019.11.

(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 wave, 2018.12–2018.12.
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, 2020.1–2020.1.

(d) 大峡充己, Data-assimilation-based early forecasting of long-period ground motions for large earthquakes along
the Nankai Trough, 東京大学大学院理学系研究科, 修士, 指導, 2018.4–2020.3.

(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.
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.
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.
地震防災対策強化地域判定会, 委員, 2016.4–.
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.
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.
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–.
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, 2019.4–2020.3.
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, 2019.4–2020.3.
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, 2019.4–2020.3.
日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会, 委員, 2019.4–2020.3.
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, 2019.4–2020.3.

(f) 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 －強い揺れの成因を探り防災に活かす－, 東京大学弥生講堂, 06.22, 2018.
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.
3次元不均質地球構造での地震・津波波動伝播シミュレーション 巨大地震による長周期地震動の予測, そして防災に向
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けて, コクヨホール, 03.05, 2019.
南海トラフ巨大地震の実相, 東京大学福武ホール, 03.11, 2019.
南海トラフ地震とその実体, 読売新聞社, 06.21, 2019.
地震のメカニズムと被害 　そして災害軽減に向けて, 東京大学地震研究所, 08.20, 2019.
南海トラフ地震の実像 －正しく知り・備える－, 地震から身を守る室内安全セミナー, 08.28, 2019.

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–.

楠 浩一
(a) 工学系研究科建築学専攻, 鉄筋コンクリート耐震工学, 2020.4–2020.6.
(e) 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, 2014.6–2018.3.

耐震工法検討委員会, 委員, 2015.4–2019.3.
学校施設の耐震化に係る技術的事項等に関する協力者会議, 委員, 2018.4–2020.3.

(f) 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, 05.11, 2019.
基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編, 東京, 07.30, 2019.
基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編, 東京, 07.31, 2019.
基礎から学べる構造設計シリーズ　 RC造編, 東京, 12.25, 2019.

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, 2008.4–2020.3.

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.
学際情報学府・学際情報学専攻, 学際情報学概論 II, 2019.4–2019.5.
教養学部, 情報メディア基礎論, 2019.4–2019.8.
学際情報学府・学際情報学専攻, 災害情報論 I, 2019.4–2019.8.
学際情報学府・学際情報学専攻, 総合分析情報学特論 XIV, 2019.9–2019.11.
学際情報学府・学際情報学専攻, 災害情報論 II, 2019.9–2020.1.

(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, 2017.4–2020.3.

(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.
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.
鄒雨洋, 東京大学大学院学際情報学府, 外国人研究生, 中国, 2019.4–2020.3.
Sankha Subhra Mahanti, Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata, さくらサイエンスプラン,

インド, 2019.7–2019.7.
黄漢轅, 東京大学大学院学際情報学府, 外国人研究生, 中国, 2019.10–2020.3.

(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.

劉齊, Earthquake forecasting with machine learning, 学際情報学府学際情報学専攻, 修士, 指導, 2018.4–2020.3.
呉康銘, Earthquake magnitude prediction with seismic nucleation phase based on machine learning, 学際情報学

府学際情報学専攻, 修士, 指導, 2018.4–2020.3.
(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地下構造モデル検討分科会, 委員, 2006.3–2020.3.

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, 2013.2–2021.2.
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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, 2015.2–2020.3.
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, 2016.1–2020.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会強震動評価部会強震動予測手法検討分科会, 主査, 2017.4–2020.3.
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, 2017.4–2020.3.
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, 2017.7–2021.2.
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, 2018.4–2020.3.
(f) 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.
地震研究所見学対応 (お茶の水女子大学附属高等学校), 東京大学地震研究所, 05.17, 2019.

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.

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.
建築研究所・国際地震工学研修非常勤講師近地地震解析 II, 2018.1.
建築研究所・国際地震工学研修非常勤講師近地地震解析 II, 2019.1.

(c) 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.

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 (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.

佐藤 比呂志
(c) 林炫知, 地震研究所, 研究生, 韓国, 2014.3–.
(e) 地震予知連絡会, 委員, 2007.4–2021.3.

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, 2010.4–2019.11.
地球惑星科学委員会 IUGS分科会 ILP小委員会, 委員長, 2014.9–2020.8.
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
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(a) 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.
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, 2019.4–2019.9.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2019.4–2019.9.
理学部地球惑星物理学科 (地球惑星科学専攻), 地球電磁気学, 2019.9–2020.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球構造論, 2019.9–2020.3.

(b) UCAS, Beijing, China, 非常勤講師, Electromagnetic Induction Studies, 2018.6–2018.6.
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, 東京大学地震研究所, 特任研究員, 日本, 2017.4–2019.3.
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.
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, 2019.4–2020.3.
南拓人, 名古屋大学, 特任助教 (地震研究所外来研究員), 日本, 2019.4–2020.1.
Ye Tao, Institute of Theoretical and Applied Geophysics, Peking University, 研究員 (地震研究所短期招聘研究者),

中国, 2019.4–2019.6.
畑真紀, 東京大学地震研究所, 特任研究員, 日本, 2019.4–2023.3.
Dieno Diba, Bandung Institute of Technology, さくらプログラム受け入れ学生, インドネシア, 2019.6–2019.7.
Hengxin Ren, 南方科技大, 助教 (地震研究所外来研究員), 中国, 2019.8–2019.8.
今村尚人, Oregon State University, 研究員 (地震研究所外来研究員), 米国, 2019.12–2020.3.
南拓人, 神戸大学, 助教 (地震研究所外来研究員), 日本, 2020.2–2020.3.

(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, 2017.4–2019.3.
火山噴火予知連絡会, 伊豆部会, 委員, 2017.4–2019.3.
火山噴火予知連絡会, 伊豆部会, 委員, 2019.4–2020.3.

山野 誠
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球物理数学, 2005.4–2019.9.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2007.4–2019.9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2007.4–2019.9.
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, 1999.9–2020.2.

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–.

加納 靖之
(a) 教養学部「歴史史料と地震・火山噴火」, 学術フロンティア講義, 2019.4–2019.7.

理学系研究科地球惑星科学専攻, 固体地球科学特論 II, 2019.9–2019.11.
(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.

スーパーサイエンスハイスクール岡山県立岡山一宮高等学校運営指導委員会, 委員, 2018.4–2019.3.
スーパーサイエンスハイスクール岡山県立岡山一宮高等学校運営指導委員会, 委員, 2019.6–2020.3.

(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.
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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.
地震の歴史にまなぶ, 地震研究所, 08.07, 2019.
地震の歴史をまなぶ, 地震研究所, 08.18, 2019.

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, 2018.4–2018.9.
(f) 1st ERI/SESS Joint Summer School for Solid-Earth Sciences, 東京大学地震研究所, 07.23, 2019.

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, 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.
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, 2019.4–2020.3.

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, 2017.10–2018.3.

水野 嶺
(f) 織田信長と足利義昭, 千代田区神田神保町・文化産業信用組合会議室, 04.12, 2019.

吉岡 誠也
(b) 中央大学文学部, 非常勤講師, 日本史学基礎演習 (2), 2019.4–2020.1.

5.5.6 火山噴火予知研究センター

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, 2007.4–2020.3.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山物理セミナー, 2007.4–2020.3.
(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・学術審議会測地学分科会地震火山部会 次期観測研究計画検討委員会, 専門委員, 2017.10–2019.2.
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.
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, 臨時委員, 2019.4–2021.2.
火山噴火予知連絡会, 委員, 2019.5–2021.3.
火山噴火予知連絡会 霧島山部会, 委員, 2019.5–2021.3.
火山噴火予知連絡会 霧島山 (新燃岳)総合観測班, 幹事, 2019.5–2021.3.
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, 2019.5–2021.2.
研究開発課題外部評価委員会, 委員, 2019.8–2020.3.

(f) 火山観測と火山噴火予測, 地震研究所, 08.21, 2018.
地球物理学的視点による火山活動評価, 気象庁 (東京, 大手町), 07.22, 2019.
火山観測と火山噴火予測, 地震研究所, 07.31, 2019.

市原 美恵
(a) 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) 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, 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–.

(b) 千葉大学地球環境科学専攻, 非常勤講師, 岩石鉱物学特別講義, 2019.4–2020.3.
(c) Ng Hao Wen, 南洋工科大学 (さくらサイエンスプログラム), 学部生, シンガポール, 2018.6–2018.7.

Tanmay Tushar Keluskar, ボンベイ工科大学 (さくらサイエンスプログラム), 修士, インド, 2019.6–2019.7.
(e) 西之島の価値と保全にかかる検討委員会, 検討委員, 2017.4–2020.3.

火山防災に係る調査企画委員会, 委員, 2018.6–2019.3.
火山防災に係る技術動向検討グループ, 委員, 2018.8–.
火山噴火予知連絡会, 委員, 2019.6–.
「巨大噴火プロセス等の知見整備に係る研究」に関する検討委員会, 検討委員, 2019.7–.
降灰の現地調査の連携・データ共有の検討チーム, 委員, 2019.11–.

(f) 地質学的視点による火山活動評価 (気象庁火山業務研修 活動評価・解説コース), 気象庁, 07.23, 2019.

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

川勝 均
(a) 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.

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.
教養学部, 惑星地球科学 I, 2019.4–2019.9.
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), 2019.4–2020.3.

(b) パリ地球物理研究所, 客員教授, 2019.4–2019.5.
(c) Long, Xin, 理学系研究科, 博士, 中国, 2016.9–2020.1.

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.

(d) 川野由貴, 広帯域海底地震計観測の高度化へ向けて: 鉛直成分ノイズ低減と表面波アレイ計測, 海半球観測研究セン
ター, 修士, 指導, 2017.4–2019.3.

丸山純平, 鉛直軸対称異方性第五パラメータの推定に向けて － ScS波による海洋マントル構造の制約, 海半球観測研究
センター, 修士, 指導, 2017.4–2019.3.

KIM HyeJeong, Imaging subducting Pacific plate under NE Japan using receiver function analysis of the am-
phibious array, 海半球観測研究センター, 修士, 指導, 2017.10–2019.9.

塩原 肇
(a) 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.
(f) 「海底観測での小型原子時計の活用」, 東京都千代田区，一般財団法人マイクロマシンセンター, 10.09, 2019.

海底観測での小型原子時計の活用 (第 2回 SSN-WG3交流会「高精度時刻の社会実装の意義と課題」), 一般財団法人マ
イクロマシンセンター会議室, 10.09, 2019.

清水 久芳
(a) 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.
教養学部, 初年次ゼミナール, 2019.4–2019.8.
教養学部, 惑星地球科学 I, 2019.4–2019.8.
理学部・地球物理学科, 地球電磁気学, 2019.9–2020.3.
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(b) 国土交通大学, 非常勤講師, 地球物理学, 2013.11–.
慶應義塾大学理工学部, 非常勤講師, 地球物理学, 2019.4–2019.9.
東北大学理学研究科, 非常勤講師, 地殻物理学特論 II (集中講義), 2019.9–2020.3.

(c) Li Ruibai, 理学系研究科, 博士, 中国, 2017.9–2020.3.
Xiaoli Wan, 同済大学, その他, 中国, 2019.10–2021.10.

馬場 聖至
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球電磁気学, 2019.10–.

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.

Kim HyeJeong, 東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 韓国, 2019.9–.
(d) 丸山純平, 鉛直軸対称異方性第五パラメータの推定にむけて– ScS 波による海洋マントル構造の制約, 理学系研究科地

球惑星科学専攻, 修士, 補助, 2017.4–2019.3.
Kim HyeJeong, Imaging subducting Pacific plate under NE Japan using receiver function analysis of the am-

phibious array, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2017.9–2019.8.

一瀬 建日
(a) 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.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験, 2019.9–2020.3.

歌田 久司
(a) 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.
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, 2018.

5.5.8 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター

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, 2018.4–2018.6.
教養学部, 全学自由研究ゼミナール, 2019.4–2019.7.

(c) Olah, Laszlo, 地震研究所, その他, ハンガリー, 2017.5–2021.3.
(f) 「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.
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5.5.9 巨大地震津波災害予測研究センター/計算地球科学研究センター

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, Nonlinear analysis, 2018.10–2018.12.
(c) 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) 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.

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, 連続情報論, 2019.4–2019.7.
(b) 情報・システム研究機構 統計数理研究所, 客員准教授, 2013.11–2020.3.
(c) Christopher Salim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, インターンシップ研究生, インドネシア, 2019.6–2019.7.
(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) 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.

藤田 航平
(a) 工学研究科 社会基盤学専攻, 計算地震工学 E, 2018.11–2019.1.

工学部, 計算科学概論, 2019.5–2019.6.
工学研究科 社会基盤学専攻, 計算地震工学 E, 2019.11–2020.2.

5.5.10 地震火山噴火予知研究推進センター

加藤　尚之
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別演習, 2019.4–2019.9.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地震発生物理学, 2019.10–2020.3.
(e) 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–.
科学技術・学術審議会測地学分科会, 臨時委員, 2019.3–2021.2.
南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会・地震防災対策強化地域判定会, 委員, 2019.4–.

(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.

断層の力学：地震はどこで, どのように起こる, 東京都文京区, 06.08, 2019.

飯高 隆
(a) 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.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2019.4–2019.9.
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理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2019.4–2019.9.
(c) Xiao Zhuo, 地震研究所, 研究生, 中国, 2017.11–2018.11.
(d) 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.
(f) 地震の発生メカニズムや威力およびその対策, 地震研究所, 11.12, 2019.

5.5.11 観測開発基盤センター

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), 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.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2019.4–2019.9.
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), 2019.10–2020.3.

(e) 国際標準化機構・TC108国際委員会 (ISO/TC108/WG33,34), 国内委員, 2017.4–2021.3.
国土地理院入札監視委員会, 委員, 2019.4–2021.3.

(f) 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.
神岡の地下から挑む地球と宇宙の観測, 富山国際会議場, 10.28, 2019.

森田 裕一
(a) 大学院地球惑星物理専攻, 地球観測論, 2006.4–2020.3.

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, 2008.4–2021.3.

火山噴火予知連絡会伊豆部会, 部会長, 2013.4–2021.3.
火山防災対策会議, 学識委員, 2015.8–2020.3.
火山防災行政に係る検討会, 委員 (主査), 2017.3–2020.3.
火山噴火予知連絡会, 副会長, 2017.4–2021.3.
科学技術学術審議会地震火山部会, 臨時委員, 2017.4–2019.3.
火山防災対策会議　技術動向検討委員会, 委員 (主査), 2018.4–2021.3.
科学技術・学術審議会測地学分科会, 臨時委員, 2019.2–2021.2.
火山噴火予知連絡会　草津部会, 委員, 2019.4–2020.3.

小原 一成
(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) 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, 2017.4–2020.3.
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.
馬場慧, 超低周波地震に関する研究, 理学系研究科, 博士, 指導, 2019.4–.

(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–.
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–.
仙台一高ＳＳＨ運営指導委員会, 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.
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「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.
地震予知連絡会, 副会長, 2019.4–.
地震予知連絡会, 重点検討課題部会長, 2019.4–.
国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会, 委員, 2019.4–.

(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.
スロー地震の発見とその意義, 地震研究所, 12.04, 2018.
サイエンス ZERO「巨大地震予測の新たなカギ スロースリップ」, NHK Eテレ, 03.10, 2019.
スロー地震の発見とその意義, 東京, 05.25, 2019.
スロー地震って何？ , 幕張メッセ, 05.26, 2019.
観測の発展がもたらした新たな地震現象「スロー地震」～その発見と意義～, 幕張メッセ国際会議場, 05.27, 2019.
スロー地震って何？ , 幕張メッセ, 05.29, 2019.
南海トラフ域におけるスロー地震の発見とその意義, 高知市, 10.04, 2019.

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, 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.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 地球物理数学, 2019.4–2019.10.
理学系研究科 (海洋アライアンス), 海洋基礎科学, 2019.10–2020.3.

(e) 研究船共同利用運営委員会, 委員, 2016.4–2019.3.
International Science Advisory Board, Board member, 2016.7–2019.6.
「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.
クロスアポイントメント, 技術統括, 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.
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.
東京大学海洋アライアンス推進委員会, 委員, 2019.4–2021.3.
科学技術・学術審議会, 委員, 2019.4–2021.2.
地震調査研究推進本部, 専門委員, 2019.4–2020.3.
「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, 2019.4–2020.3.
クロスアポイントメント, 技術統括, 2019.4–2023.3.
第 26期地震予知連絡会, 委員, 2019.5–2021.3.
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, 2019.6–2020.3.
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, 2019.6–2020.3.
International Science Advisory Board, Board member, 2019.6–2021.6.
所内利用課題審査委員会, アドバイザー, 2019.8–2020.3.

(f) 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.

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, 2010.4–2020.3.

理学系研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球観測論, 2010.4–2020.3.
(b) 国土交通大学校, 非常勤講師, 地球物理学, 2011.4–2020.3.

日本女子大学・理学部, 非常勤講師, 地学 II, 2014.4–2020.3.
日本女子大学・理学部, 非常勤講師, 地学 I実験, 2014.4–2020.3.
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山梨県富士山科学研究所, 客員研究員, 2016.4–2020.3.
日本大学・芸術学部, 非常勤講師, 自然の探究 II 2018.4–2020.3.

(e) 自然災害協議会, 第 3号委員突発災害担当, 2015.4–2019.3.
(f) 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.
地震を知る, 自由学園高等学校, 01.26, 2019.
地震研究の歩みと最先端の取り組み, 新宿区牛込仲之小学校, 03.06, 2019.
近年の地震研究から描き出す 首都圏で発生が予想される地震像, 京橋・イトーキ東京ショールーム, 05.17, 2019.

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.

武村 俊介
(f) 「強震動予測－その基礎と応用」第 19回講習会：差分法による地震動シミュレーションの基礎と OpenSWPCの活用

例, 東京工業大学　田町キャンパス, 12.03, 2019.

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) 地球惑星科学科, 地球物理学特別演習, 2018.6–2018.7.
(b) 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.
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.
Sophie Debaecker, インターン学生 IPGP, その他, フランス, 2018.9–2018.12.
Phuc Vy MACH, UTRIPインターン学生, その他, 米国 (ベトナム), 2019.6–2019.8.

(d) 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.

三反畑修, Physical mechanism of volcanic tsunami earthquakes repeating at submarine volcanoes (海底火山体で
繰り返す火山性津波地震の物理メカニズム), 理学系研究科, 博士, 指導, 2017.4–2020.3.

(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.
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.
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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) 慶長豊後地震のモデルと別府湾の津波, 大分市, 09.22, 2018.
巨大地震・津波のメカニズム̶東日本大震災からわかったこと̶ , 長岡市, 01.08, 2019.
津波発生のメカニズムと予測, 千葉市科学館, 11.16, 2019.

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.

中川 茂樹
(b) 気象庁地震火山部, 講師, 地震火山システム研修 (後期), 2019.11–2019.11.

五島 朋子
(f) 東京都富士高等学校附属中学校，防災を探る１（土地を知り、過去に学 び、現在に活かし、より良い未来へ），2019年

11月 14日
東京都富士高等学校附属中学校，防災を探る２（土地を知り、過去に学 び、現在に活かし、より良い未来へ），2019年

11月 28日
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