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中村信一

　 こ の 春 （1998年 3月），

東京工 業大学 よ り学位を

い ただ きました．論文の

題名は 「The 　 Effect　of

Radiation　 Drag　 on 　 the

Formation・of ・Active・Galactic・Nuclei（活動銀河核形成

に及ぼす輻射摩擦 の 効果につ い て）」 です．近年の

天 体観測は技術の 飛躍的 な進歩に よ り，よ り遠く

の 暗い 天体を発見 で きる よう に な りま した．よ り

遠 くの 天 体 と言 うこ と は
，

よ り宇宙 の 過去 の 物体

を見て い る事に相当します．つ まり宇宙の過去が

ど ん どん 見 え て きて ，クエ ー
サ
ー

に代表 され る銀

河核が 多数発見 され ました．そ の 大 きさは私た ち

の銀河 の 1〆100と小 さい の ですが，そ こ か ら放出 さ

れて い る明る さを測定する と私たち の 銀河の 100倍

以上 の 明るさがある こ とが わか りました．また宇

宙の 歴 史 の 中で は ，120億年 も前 に そ の よ うな物体

が存在 して い る事もわか りま した．（私たち の 宇宙

の現在の年齢が 130億年ですか ら，い かに早 い 時期

に銀河核 が で きたかわかるか と思 い ます）つ ま り，

とて も小粒な が ら異常に 明る く， 宇宙 の か な り初

期に誕生して い たわ けです．一方，銀河核の 誕生，

そ の 明る さ等観測 量 を理論 的に説明 しよう とい ろ

い ろ な試み があ りましたが，誰 もが納得 い くもの

は ありませ んで した．

　 近年，ア メ リカの ロ
ーブ先生，筑波大の 梅村先

生が，銀河核 の 誕生 を考えるにあた っ て ，宇宙 の

初期 に光と物質が お 互 い に 衝 突 しあ っ て エ ネ ル ギ

ー
をや りと りす る効 果 （幅射摩擦 とよばれ ます）

を考慮す べ きと示唆 しま した．そ こ で，私 は ，
こ

の 効果を取 り入れ ，実際に銀河 の 種で ある銀河雲

の 進 化 を シ ミ ュ レ
ー

トしました．結果と して ， 輻

射摩擦 に よ っ て ，効率 よ く銀河核が作 られ る こ と，

明る さが突然明る くなる時期が あ る こ と等を確認

しました．また，ど の 時期ま で に ど の よ うな明 る

さ ， どの くらい の 重 さ の銀河核が出来るか を具体

的に 導き出すこ と に成功 しまし た ，そ れ ら を観測

結果と比較するこ とによ っ て ， 物理 と して考慮 し

なけれ ば い け ない 様 々 な効果 （角運動量やデ ィ ス

ク の 粘性等）が銀河核形成 に どの ように影響を与

えるか を明 らか に しま した．更に は ，宇宙の 中 の

物質の 量 （割合）に 関し て ， 現在の 宇宙モ デ ル で

通 常用 い られ て い る量 （割合） よ り， 多 い 方が好

ましい 事を理論的に予言 しました．

　本論か ら外れますが ，私 はD3 の 時に論文を完成

さ せ る こ とが 出来ず ， 職に つ い て か ら細 々 と勉強

を続けて きました．地 球惑星科学 の New 　Faceに登

場する に は不適切か もしれ ませ ん が，科学好 きの

社 会人 として 学会誌 より情 報を収集 した い と思 っ

て い ます．こ の 学会 誌を読む度に，本 当に地球惑

星科学 の 進歩は 日進月歩だ と感 じて い ます．み な

さ ん の 最新 の 研究成果を，今後 も易 しく解説 して

い た だ きますよ うお願 い します．今後 もよろ し く

お願い します．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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New 　Face

山岸保子

　今年 （平成 10年）の 3月に東京大学大学院理学系

研究科 で 学位 を取得 しま した 山岸 で す．私 は 非常

に非常に非常に存在感が 薄い た め ， 学会等で 発見 ，

かつ 記憶す るの は極め て困難 な人間 と自負 してお

ります。そ ん な私 で すが野望 は 非常 に 大 きく，「氷

衛星 に存在する謎 を解 く ！」 とい うわけ で ， そ の

第一歩として の 博士論文の タ イ トル は 「氷衛星の

構造 進化 と地 表 再 生 」 で し た ，

　現 在 ガ リ レ オ衛星 に よ る木星系探査が進行中で

あるため，氷衛星は
一種ブ

ーム の ようにな っ てお

り， またボ イジ ャ
ー

の 外惑星探査 時代か ら謎多き

天体で した．特 に今回の ミ ッ シ ョ ン の 結果，「エ ウ

ロ バ には現在 も内部に融けた
”
水の マ ン Fル

”
が

ある ら しい 」や 「ガ ニ メ デは固有磁場 を有 し， か

つ そ の 磁場は鉄 の 核内 の ダイナ モ 運動に よ る もの

らしい 」な どとま こ としや か に 囁かれ る ように な

りま した
， も と い 新 しく重 要な情報 を得る こ とが

で き る よ うに な りま し た ．新た な情報 とは逆に新

た な謎を ももた らし， 即ち 「本当に エ ウ ロ バ に は

内部海があるの ？」「ガ ニ メ デ に鉄 の コ ア は本当に

形成可能 な の ？」等 の 疑問が発 生 し，い ろ い ろ な

説が 展 開 さ れ る よ うに な りま した ．エ ウ ロ バ や ガ

ニ メ デ は氷衛星 で も 「大氷衛 星」に分類 さ れ る た

め
， そ の 大 きさか らい っ て集積時にsilicateとH ，O成

分に 分化 しH
，
O殻 は完全に 融解する こ とが 可能で

す．とこ ろが こ の 「海」 は激 しく対流 して しまう

ためあっ とい う間に完全に凍 り付 い て しまうと一

般的に考え られ て お り， そ の た め多 くの科学者は

こ の 凍っ て しまっ た海をい か に して融かすか，と

い うこ とに現在腐心 して い ます．又 ， 鉄の コ ア を

作る ため に は集積時に形成され たsilicate コ ア 内の

温 度が少な くともFe−FeS共融点に達する 必要があ

りますが ，放射性核種の壊変エ ネ ル ギ ーは衛星内

の 対流運動 によ り効率的 に 輸送 され て しまうと
一
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般的に考え られ る ため，こ の 点で も研究者は 氷衛

星に考え得る薪たな熱源 を探 し求め て い ます．と

こ ろ がこ の 「一般的」と言うの が非常に曲者で 実

際 に 熱輸送 と相変 化 を連結 した熱史 の 数値実験 を

行 な っ て 得 ら れ た 知 見 で は な い の で す．そ こ で ，

「それな ら ，
こ の

 
般 的

”
とい う信仰を くずせ な

い で あ ろ うか ？」 と馬鹿正 直に熱史 の 計算 を行 な

っ て みた の が私の D論で ，結果は嬉 しい （？） こ

とに 「特 に奇抜 な熱源 を考えな くとも ，
エ ウ ロ バ

に は現在 も内部海が 存在する こ とが 可能 で あ り，

か つ ガ ニ メ デ に は 鉄 の 核 を形成す る こ とも可 能 で

ある．」 とい うもの で した．しか しなが ら今回の 研

究結果か らは解明 で きない 点 もまだ まだ存在す る

氷衛星 は ， わた しに と っ て 未だ魅力ある 天体で あ

り，こ れ か らも氷衛星 を主体に研究 を行な っ て い

きた い と思 っ て お ります．

　今年の 4月か ら日本学術振興会の 特別研究員 に採

用 され引続 き東京大学に お世話にな っ て い ます．

こ れか らの 3年間は 前述 の 通 り氷衛星を主体に研究

し た い と 思 っ て お りますが ，逆 に氷衛 星 に 捕 らわ

れずに，惑星科学全般に色 々 な知識 を得た い と思

っ て お ります，そ の第
一

歩 として 出不精を直して

学会等に もきちん と参加 しようと思 っ てお ります

の で ， どうぞよ ろ しくお願 い 致 します．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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竹内　覚

　こ の欄は学位取得の こ

とか ら 書 き始 め る 風 習 に

なっ て い る ようなの で ，

私 もそれに従 うと， 1996

年9月に 九州大学大学院

理学研究科（物理学専攻）で学位 を取得 しま した．

ただ ， それ まで の経歴 はなか なか紆余曲折 し て い

て ，一言で は 言い 表せ ませ ん ．

　元 々 い わゆ る天文少年 で ， 木星 の ス ケ ッ チ な ど

を熱心 に や っ て い た の で すが ，それ とは 関係な し

に大学で は物理学科（東京都立大学）に 行 きま した．

4年に な っ て 卒桑研究を選ぶ 時，や っ ぱ り木星 の

（大 気 の ）こ とがや りた くな っ て ， 物理学科の 中で

は 一番関係が ありそ うな流体力学 を選び ま した．

大学院 はそ の 延長で ， しか しよ り本格的に大気の

研究をした くて ，九州大学の 気象学の 研究室に行

き故瓜生道也先生，宮原三郎先生 の 二 人の 指導を

受け ま した．当時は地球惑星科学科な どな く，ま

だ地球物理学関係の 講座が物理学専攻にあ っ た時

代です．

　博士課程で は 当初 ， 地球の 大循環モ デ ル を改造

して ，火星大気の シ ミ ュ レーシ ョ ン をや っ て い た

の ですが ， 1993年にな っ て Sh  maker −Lcvy第9彗星

が木星 に衝突する こ とが わか っ て ，こ れ は一大事

ぜ ひ こ れ を テ ーマ に研究 した い ，と思 い ，翌年

（1994年）に は国立天 文台の 渡部潤
一

さん の観測チ

ーム に加わ る こ とに しました．同時に4月か らは国

立天文台の受託院生 にな り， 場所を三鷹に移 りま

した．み なさ ん も御存知 の 通 り，幸い に もSL9衝

突の 赤外観測 は天候 に も恵 まれ大成功をお さ め ま

し た が ， い や あ あれ は す ご か っ た ．と にか く何が

起 こ る か全 くわからない ，誰も見たこ とが な い 現

象を目の当た りにす る こ とがで きた の は本 当に貴

重 な体験で した．お蔭で博士論文を書 き上げる こ
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とが で きま した し．もっ とも， そ れ まで は 数値計

算 をや っ て い た 人 間 な の で ，観測 を す る こ と 自体

こ れが初 め て の 機会 で した，SL9 をき っ かけ に何

度か観測をや っ て い た ら，
い つ の 間 に や ら観測屋

にな っ てい て ， 「遊星人」今号 には惑星大気観測 の

記事を書かせ て もらい ました．

　そ ろ そ ろ博士論文の 目処 もつ き（実際 にはまだ暫

く時間がかか っ た の で すが），さて就職をどうする

か，と思 っ て い た ら，宇宙開発事業団 の 研究員 の

話 があ っ て ， それ で 月探査計画（SELENE 計画）に 加

わる こ とに な りました．NASDA で の 2年間は，そ

れ まで 流体屋 だ っ た私が，固体惑星 に 手を出す こ

とに な っ て，他に も探査計画や プ ロ ジ ェ ク Fの 推

進 などあた らしい こ とを学びました．

　さて 最後に なりましたが，4月か ら福岡大学の地

球 圏科学教室 に赴任 しました．こ の 教室 自体 ， こ

の 4月に発足 したばかりの新 しい 学科で す．私の所

属 は地球流体力学研 究室で，また古巣 に戻 っ たと

い うこ とろで しょ うか．今（5月）は，引越 しの ドタ

バ タ も少 しは藩ち着い て きた と こ ろ で す．こ れか

らも惑星の 大気 ・観測とい っ たこ とを研究 して い

こ うと思 い ますの で ， よ ろ しくお願い します．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


