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山本 聡

　今年 （平成 11年）の 3月に神戸大学自然科学研究科

で 学位 を取得し た 山本 で す．博士 論文の タイ トル は

「Study　of　impact　ejecta 　from　small 　bodies　in　the

Solar　System」で す．実は学 部時代は工学 部電気系

に所属して い ました．僕が所属して い た研究室で は

光 コ ン ピュ
ータの 開発 に 関 わ っ て い て，卒業論文で も

そ の 基 礎 研 究 に携 わ っ て い ました ．ち ょうど そ の 卒 業

論文 を書 い て い る 頃 ， 何気なく読 ん だ ニ ュ
ートン が き

っ かけで，神戸大学 に向井正先生 の 研究室が で きた

こ とをしりました．「最新太陽系論 （学研）」で 向井先生

が書かれた原稿 を読 ん だ ことがあり，ハ レー
彗星 の オ

ッ ポが プ ラズ マ とダス トで あるこ とを知り， 太陽系天体

に興味をもっ て い たの です．工学部 で は，そ の まま大

学院進学も決定して おり，その 後は就職して平穏な人

生 を迎えるはずだ っ た の で す．が，若気の い たりか

（？）い つ の まに や ら…気が 付 くと工学部大学院入学 を

辞退 し…そうして 向井先生 の 部屋 をノ ッ クし た の が ，

僕が こ の 世界 に転が りこ ん だ 始 まりだ っ たの です．

　大 学院再 入学 後 ， 向井先生 の 指導の もとで 最初 ，

地球近傍で の 塵の 起源として 月からの ダ ス ト供給につ

い て 検討 を行 っ て い ました．地球成層 圏 で 回収され

る固体微粒子の うち，月からの ダス トの 寄与を検討す

るた め に，太 陽系内を飛翔する隕石 な どが 月表面 に

衝突 した時に放出されるダ ス トの 量 を定量的に 見積も ’

る必要がありました．そ の 見積 もりを行 う上で，宇宙

研 の 中村昭子先生 （現神 戸 大）の論文 を引用 して まし

た．しかし，そ の 使用 に 関して 幾 つ か問題があり，僕

の デ ビ ュ
ー

で あ っ た学 会発表で，当人 の 昭子先生 に
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手厳しく（しかし，にこ やかに）突 っ 込 まれ るこ ととな

っ た わ け で す．そ して そ れ は ，そ の 後の 研究人 生 を

左右す る 運命 の 出会 い で ありました ，

　そ の 後 ， しばしば宇宙研を訪れ るこ とに なり， 昭子

先生の にこやかで （手厳しい ）指導の 下 ， 宇宙研 にあ

る2段式軽 ガス 銃 を使 っ て レゴ リス 層 に 対 す る室内衝

突実験に取り組ん で い ました．実際月や小惑星 表面

はレ ゴ リス 層 と呼ばれ る 砂 の ようなもの で 覆われて い

ることが知られて い ます．とこ ろが，レ ゴ リス 層を対

象 とした衝突放 出物 に つ い て の 研 究 は 乏 しい の が 現

状 で す．そ こ で，宇宙研 で は レ ゴ リス 層 に模 擬 した タ

ーゲ ッ トを用い た衝突実験を行い ました．ア ル ミシー

トをレゴ リス タ
ー

ゲ ッ トの 周りに張 るこ とで二 次 タ
ー

ゲ

ッ トとし ， 放出物に よるア ル ミ上 の 貫通穴を解析する

こ とで，放出物の 物理特性を突 き止 め ようとい うア イデ

ア で した．実際 に実験 の 解析 に は相 当な時間がかか

っ て しまい ましたが，昭子先生 の 適切な（ス パ ル タ）指

導の おか げ で ， 非常 に有用 なデ
ー

タを得 るこ とが で

き，無事に論文に まとめ る こ とが で きました ，僕 の 博

士論文 の
一

つ の 目玉 で もあります．

　 衝突実験 の 解析 と投稿論文 レ フ リ
ーか ら解放 され つ

つ あ っ たD1 の 終わり頃か ら，今度は ，海王星 の 外側

にあるエ ッ デ ィワ
ー

ス カイパ ーベ ル トに興味 を持 ち始

めました．別 に衝突実験に嫌気が さしたわけで はな

か っ た の ですが ，は や る心は月か ら一気に 太陽系の

果て に 移 っ て しまっ たの で す．

　1992年に ジ ュ
ーウ ィッ ト氏とル

ー氏に よっ て，そ れ ま

で 理論 の 産物 で あっ たエ ッ デ ィワース ・カイパ ーベ ル

ト天体が観測 で 発見 さ れ て か らは ，こ れ らの 天 体そ

の もの が太陽系外縁部で の ダス ト供給源 の
一

つ として

考えられ るように なっ てきました．画架座 β星 をは じめ

とす るい くつ か の 星 の周りで ， ダス トデ ィス クが観測的

に発見されたこともあっ て，中心星か ら遠方に存在す

る 天体 （微惑星）とダ ス ト供給の 関連 に つ い て の 興味

も盛ん に なっ てきました．こ の 点に着 目し，これ も博

士論文 の テーマ として 盛 り込み たい と考え，向井先生
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の 指導の 下，エ ッ デ ィワース ・カイパ ーベ ル ト天 体とダ

ス ト供給 の 関連 に つ い て 研 究をは じめ ました．また ，

北海道大学の 山本哲生先生 や低温研 の 香内晃先生 や

荒川先生 の もとを訪れ，エ ッ デ ィワ
ー

ス カイパ ーベ ル

トや氷物性につ い て い ろい ろ と有意義なコ メン トを頂

きました ．そ うして 多くの 方 々 の お か げ で，向井先生

と共著で星 間塵 とエ ッ デ ィワ
ー

ス ・カイパ ー
ベ ル ト天体

の 衝突現象につ い て の 論文を作成し，太陽系外縁部

の 新たな惑星間塵 の 生成メカニ ズ ム を明 らか に しまし

た．また ，エ ッ デ ィワ
ース カイパ ーベ ル ト起源 の ダ ス

トが 放射す る熱輻射量を見積 もり，赤外線 天 文衛星 に

よっ て 発見する可能性に つ い ても検討しました．

　そうして ，
い くつ か の論文を完成させ博士論文に大

雑把な目処が つ い た ころ，太陽系外縁部の 研究と並

行 して，昭子先生と宇宙研 の 中澤暁氏とともに ，
レゴ

リス ターゲ ッ トを対象とした新 しい 実験 に取り組み 始

めました．しかし，太陽系 の 果 てへ の 好奇心はおさ

まらず ， 最近 で は ， 北大 の 山本先生 らとともに，さら

に 遠く（太陽か ら数百AU ）の 距離 に ある太陽系ダ ス ト

デ ィス クの研究 を始 め て い ます．将来的 に は太陽系以

外 の 星 の 周 りの ダ ス トデ ィス ク との 比較検 討を企 ん で

い ます．また，今年の 春か らは 日本学術振興会の特

別研 究員として ， 北大低温研 で 香 内先生 の 指導の も

と， 星間ダス トなどの研究にも取り組ん で い こうと考え

て い ます．こうなると，地球か らの 距離はもは や パ ー

セ クオーダーとなるわけで す．この まま，はや る心が

どこ まで い っ て しまうの か，自分で も計り知れ ない と

こ ろで すが ，今後もそ の 利点をい か して幅広 くい ろ ん

なこ とに 携 わ っ て い くつ もりで す．こ れ か らもよろし くお

願 い します．
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