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横畠徳太 1

　 2003年 3月， 北海道大学 大学院理学研 究科 地球

惑星科学専攻 に て 学位 を取得い たしました 横 畠徳太

です．こ の 場 をお借 りして 自己紹介をさせ て い ただ

きます．私 の 博 一L論 文 は 「火 星表層環境進化 におけ

る CO2 凝 結 の 役割」とい うタイトル で ，新たに構築 し

た 数値 モ デ ル を用 い て 火星気候 の 進化 に つ い て 論

じた 論文です．2003年4 月か ら は PD として ，
つ くば

市の 国立環境研究所に て 研究 を続 け さ せ て 頂い て

い ます，地 球温暖化研 究の プ ロ ジ ェ ク トに携 わりつ

つ ，こ れ まで や っ て きた 火星気候 の 研 究 も地道 に続

け て お りま す．

　地球の とな りに あ っ て 大気 を持 ち，表層に は 水が

（大部分が 氷 の 形 で ）存在す る．現 在は 地 球に 比 べ 非

常 に寒冷 （平均気温 〜−62
°
）だが ，過去 に は 地球 の よ

うに 温 暖で あ っ た か も しれ ない
一

そん な地球 と似 て

い る点も異なる 点 を もつ 火星を調 べ るこ とは，地球型

惑星 の なりたちに 関する 理解に つ なが り，お もしろ い

だ ろ う一一そん な こ とを考 え火星気候 の 研究 をしようと

思 っ た の が修士課程 の はじめ （1998 年）．指導教官 で

あっ た 山本哲 生 教 授 （翌年か ら名大）か らラ ン ダウを

読め とい う教 えを受け鍛 えられ て い た頃です．当時

は
．一一
連 の 火星探査 が 盛 り ヒが り始め た 頃 で もあり，は

じめ て の 月惑星 シ ン ポ ジ ウム で 「火星 に ある谷地形

は
， 液体 の 水が地

．
ドを流れ て で きたと考えられ て い

る 」こ とを知 り（当時 ア リゾ ナ大 小松 吾郎 さん ），火星

の 水循環 とい うの は とん で もなく面白 い もの だ と感銘

を受け ま した ．ぜ ひ こ の 問題 に 取 り組 み た い もの だ

と思 い ．ちょうど当時助 手として 北 大 に 赴任 された倉

本
一
tlさん の もとで ，火星 の 地

一
ド水 をモ デ ル 化する研

究 をや りた い と志 しました ．しか し い ろ い ろ勉強 して

い くうち，い きなり観測 も何 もな い 地 下水 の 問題 は難

し い の で ，まず は 大 気中 で の 水循 環（火星 の 水 は 大

気を介 して ど の ように 運 ば れ る か ？）を修士研究 で 行

うこ とに な りま した ，まわ りに 似 た ような研究 を して い

る 人が い な か っ た た め ，独 自に モ デ ル を構築す るこ と

なりました が ，い きなり複雑な モ デ ル を作 る の も大 変

なの で，大昔 （1970 年代）の 簡 単な火星気候 モ デ ル を

再現 し，そ こ に簡単な仮定をお い て 大気中 の 水輸送

を組み 込 む ことか らは じめ ました ．ひ とつ ひ とつ の プ

ロ セ ス に 関する 理解を積み L げ，惑星表層環境全体

の 振舞 に つ い て 調 べ て い くこ との面白さ に，この 時は

まっ て しまっ たようで す．倉本 さん をは じめとする研究

室 ス タッ フ の 助 言をうけつ つ ，ゼ ロ か ら自分たちで モ

デ ル を作りなが ら考えを積み 重ね て 行 っ たお かげで，

水循環を理解する に は まず大気主 成分 CO2 の 振舞 い

を理解する ことが大事だ，とい うこ とが 分か りました．

そして こ れ は 博 ．F；論文の テーマ に もつ な が っ て い くも

の で した ．

　火星 表層環境を決 め る ヒで 最 も重 要 な 過程 の
一・

つ は，CO2 大気 その もの が凍 っ て しま うこ とで す．こ

れ は 大気組 成や温度場 の 違 う地球 で は決 して 起 こ ら

な い 非常に面白 い 現 象 で す．私 の 博士論 文 は こ の
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点 に 着 目し た もの で ，そ の 内容 は 大 きく二 つ の 部分

に 分 け ら れ ます．．一一
つ は 極域地表 で の COz極冠形成

に 関す る 研 究 で す ．現 在 の 火 星 で もこ の 過程は ，

CO2 大気 量 を決 め る 本 質的 なもの と な っ て い ます．

この 研究 の ポ イン トは 過去 の 火星 を想定 し，地 表 に

H20 氷が 存在 した場合 に つ い て 調べ た 点で す．　 H20

氷の 存在に よっ て ，大気圧 が 高く温暖 な気候が 過 去

に たび たび実現 したか もしれ な い こ とを論 じました

［1］．博士 論文 で の もう．．一
つ の テ

ー
マ は，大気 中で

の CO2氷雲形成 に 関する 研 究 です．過 去の 火星の 温

暖な気候を説明する メカ ニ ズ ム として ，CO2 氷雲が 赤

外放射を効率的に 後方散乱する こ とに よる 「散乱温

室効果説」が有力視 され て い ます．しか しこ れ まで

の 研 究は，主 に雲 の 粒径や面密 度 を仮定 した議論 に

基 づ くもの でした．本研 究で雲層における質量収 支

を基 に こ れ らの 雲 パ ラメ
ータを見積もっ た とこ ろ，こ

れ まで 考えられて い た よ り雲 の 面密度が 大 きくなり，

雲 は 反温室効果を持 つ 叮能性 もあ る こ とが 分か りま

した ［2］．

　 また博士課程 で は 「森羅万象学 校」と称 し，地 球

惑星科学研究 の た め の 教養勉強 会を企 画，運営 さ

せ て い た だ きまし た （第 …
回 は 「惑星形成論」，第二

回 は 「生命 ノ地球史」．講演 の 模様は web ペ ージか ら

ビデ オで 見るこ とが で きます．cf．　 http：〃www ．　sinra．

jp），学校 を通 して 本当 に 多 くの こ とを学ば させ て 頂

き，と もに 学 校 を 作 ら せ て 頂 い た 皆 さ ん ，講 師 の

方 々 や 参加者 の 皆さん に 心 か ら感謝い た しま す．

　 博
一
辷3年 の 頃 に 北 大 の 林 祥介 教授 か ら 国 立環 境

研 の 神沢博 さん を紹介 して い ただ い た御縁 で ，
い ま

の ポ ジ シ ョ ン に採用 して い た だ くこ とに な りました ．

こ れ まで と同じ ような調子 で 地球温暖化研究 もすす

め て い っ て もらい た い と神沢 さん に は 言 っ て い ただ

きました が ，新 しくは じめ る 不慣れ な ［1堺 で ，自分 の

知識 の 足 りな さ を痛感する毎目で す．しか しい ろ い

ろ な点 で 火星 よ り複雑 な地球 の 気候 シ ス テ ム が ， 将

来 （COI が 2 倍，3倍にな っ た と きに）ど の ように振 舞

うか とい うこ の 問題 は ，こ れ まで や っ て きた こ との 発

目Pt惑星科学会誌Vol．12．Nc），3．2くX）3

展版 とも位 置づ け られ，非常 に 面白い テ
ー

マ だ と思

っ て い ます．所 属す る 研究室 には 若手 の 研究 者が 多

く，活気に溢れ て い ます．また プ ロ ジ ェ ク トとして 多

くの 人 とか か わ る た め ，常に よ い 刺激 （プ レ ッ シ ャ

ー？）をうけつ つ 研究 の で きる、非常 に恵 まれた環境

で す．

　 こ れか ら もさらに 自分 の 幅 を広 げ，地球 も火 星 も

語 れる研究者 を目指 した い と思 っ て お ります．今後

ともどうぞ よろしくお願 い 致 します．

［1｝横 畠他 2001「火星気候変動 と CO2 極冠 ，　H1O

　 氷床，本誌 第 10巻 2 号 ある い は Yokohata　et

　 al．2002 ，　 Role　of 　H1O 　i¢ e　sheet 　in　Martian

　 ciimate 　changes ， 正carus 　159， 439 − 448．

［21Y 〔〕kohata　 et　 aL 　2002，　 Radiative　 absorption 　by

　 CO ？　ice　cl （〕uds 　on 　early 　Mars：lmplication　to　the

　 stability　and 　grecnhouse　effcct 　of　the　clouds ，

　 第35 回月惑星 シ ン ポ ジウム 集録 13−16．
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