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はじめに 
 

 
 
平成 29年度の地球環境科学研究院の年次報告書を発行いたします。 

 

 年次報告書の発行を開始したのが平成 20 年ですので、今回（平成 29年）で、ちょうど 10年

目となります。さらに、大学院地球環境科学研究院は、昭和 52 年に設立した大学院環境科学研

究科から数えて 40年の歴史を刻んでまいりました。この間、平成 5年には大幅な改組を実施し、

大学院地球環境科学研究科として生まれ変わり、現在の組織の基盤が確立しています。平成 17

年には、北海道大学が、教員が所属して研究を行う研究院と教育を担う学院という二本構成から

なる枠組みを採用したことを契機に、大学院地球環境科学研究院と大学院生の教育を担う大学

院環境科学院となりました。後者は、水産科学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、触媒

化学研究所、北方生物圏フィールド科学センター、北極域研究センターの教員の参画を得、より

包括的な環境科学教育が可能な教育組織になりました。地球環境科学研究院は、環境科学院にお

ける大学院教育の中核をなすとともに、独立した研究組織として環境科学研究をリードする部

局です。 

 地球温暖化はもとより、環境問題は急速にグローバル化し、今や人も含めた生物多様性の保全

のために多様な環境問題を複合的に理解し解決することが求められています。個々の研究活動

に加え、社会から環境科学へ求められるニーズが刻々と変化する現代において、組織として研究

活動を自己評価し、当研究院のさらなる発展に向けた資料として本報告書を発行いたします。 

 

          北海道大学大学院地球環境科学研究院長 

                  大原 雅 
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Ⅰ 総論・機構等 
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１ 沿革 
大学院環境科学研究科         
1977（昭和 52）年  4 月 1 日 大学院環境科学研究科が設置される 

 4 月 1 日 環境計画学専攻修士課程，環境構造学専攻修士課程，社会環境学専攻修士課程，環境保全

学専攻修士課程が設置される 

 4 月 1 日 環境計画学専攻博士後期課程が設置される 
1978（昭和 53）年 4 月 1 日 環境構造学専攻博士後期課程が設置される                    
1979（昭和 54）年 4 月 1 日 社会環境学専攻博士後期課程，環境保全学専攻博士後期課程が設置される 
1980（昭和 55）年  3 月 10 日 管理棟・研究棟（現在の A 棟）・実験棟（6,898 ㎡）竣工 
1987（昭和 62）年 10 月 17 日 大学院環境科学研究科創立 10 周年記念式典・祝賀会を開催 
1988（昭和 63）年  2 月 20 日 大学院環境科学研究科創立 10 周年記念公開シンポジウムを開催 
 
大学院地球環境科学研究科         
1993（平成 5）年  4 月 1 日 大学院地球環境科学研究科が設置される 

 4 月 1 日 地圏環境科学専攻（修士課程，博士後期課程），生態環境科学専攻（修士課程，博士後期

課程），物質環境科学専攻（修士課程，博士後期課程）が設置される 
 7 月 14 日 アメリカ合衆国イリノイ大学大学院シカゴ校と部局間交流協定を締結 

1994（平成 6）年  4 月 1 日 大気海洋圏環境科学専攻修士課程が設置される 
1995（平成 7）年  3 月 16 日 インドネシア共和国パランカラヤ大学と部局間交流協定を締結 
1996（平成 8）年   2 月 9 日 英国（イギリス）ノッティンガム大学と部局間交流協定を締結（～2002（平成 14）年 2

月 6 日） 
 4 月 1 日 大気海洋圏環境科学専攻博士後期課程が設置される 
12 月 2 日 研究棟（現在の B 棟）（第一期 4,580 ㎡）竣工 

1997（平成 9）年 10 月 1 日 大韓民国ソウル大学校と大学間交流協定を締結                   
10 月 17 日 ネパール連邦民主共和国トリブバン大学科学技術研究科と部局間交流協定を締結 
11 月 17 日 中華人民共和国蘭州大学資源環境学院と部局間交流協定を締結 

1998（平成 10）年  1 月 16 日 マレーシア マレーシア・サバ大学科学技術研究科と部局間交流協定を締結（～ 2003
（平成 15）年 1 月 15 日）                            

2000（平成 12）年  3 月 27 日 研究棟（現在の C 棟）（第二期 5,282 ㎡）竣工 
10 月 25 日 大韓民国釜慶大学校と大学間交流協定を締結                    

2003（平成 15）年  9 月 29 日 大学院地球環境科学研究科創立 10 周年記念シンポジウム・祝賀会を開催 
 
大学院地球環境科学研究院     
2005（平成 17）年  4 月 1 日 大学院地球環境科学研究院が設置される 

 4 月 1 日 大学院地球環境科学研究院に統合環境科学部門，地球圏科学部門，環境生物科学部門，物

質機能科学部門が設置される                           
 4 月 1 日 大学院環境科学院が設置される 

2006（平成 18）年 8 月 26 日 インドネシア共和国パランカラヤ大学と大学間交流協定を締結 

12 月 フィンランド共和国オウル大学との大学間交流協定に参画              
2007（平成 19）年  6 月 13 日 スイス連邦スイス連邦工科大学と大学間交流協定を締結 

11 月 12 日 ロシア連邦ロシア極東国立大学と大学間交流協定を締結               

2008（平成 20）年  7 月 31 日 中華人民共和国厦門大学海洋科学・環境科学院と部局間交流協定を締結     

9 月 29 日 パキスタン・イスラム共和国カラチ大学と部局間交流協定を締結 （～ 2010（平成 22）
年 9 月 29 日）                                

11 月 27 日 ロシア連邦ロシア科学アカデミー極東支部・極東地質学研究所と部局間交流協定を締結                                         

12 月 2 日 ロシア連邦ロシア科学アカデミーシベリア支部・寒冷圏生物学研究所と部局間交流協定を

締結                                     

12 月 3 日 ロシア連邦サハ共和国ヤクーツク国立大学と部局間交流協定を締結 

12 月 11 日 インドネシア共和国イスラム大学土木工学・計画学部と部局間交流協定を締結   
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2009（平成 21）年 
 

 1 月 9 日 オーストラリア連邦タスマニア大学と大学間交流協定を締結            

2 月 12 日 モンゴル国モンゴル国家気象水文環境監視省水文気象研究所と部局間交流協定を締結 

2 月 18 日 モンゴル国モンゴル科学アカデミー地理学研究所と部局間交流協定を締結 

2 月 18 日 モンゴル国モンゴル国立大学生態学研究科と部局間交流協定を締結             

7 月 23 日 ロシア連邦ロシア科学アカデミー極東支部と大学間交流協定を締結         

7 月 29 日 インドネシア共和国ボゴール農科大学と大学間交流協定を締結           

12 月 24 日 講義棟（614 ㎡）竣工 

2010（平成 22）年  2 月 1 日 ロシア連邦ロシア科学アカデミーシベリア支部・メリニコフ永久凍土研究所と部局間交流

協定を締結 

 2 月 1 日 ロシア連邦ロシア科学アカデミーシベリア支部・北方先住民族研究所と部局間交流協定を

締結 
4 月 9 日 中華人民共和国蘭州大学と大学間交流協定を締結                 

10 月 24 日 ネパール連邦民主共和国トリブバン大学と大学間交流協定を締結 

10 月 29 日 中華人民共和国東南大学と大学間交流協定を締結 

10 月 アメリカ合衆国ハワイ大学マノア校との大学間交流協定に参画           

11 月 22 日 ロシア連邦ロシア科学アカデミーシベリア支部・チュメニサイエンスセンター 
チュメニ石油ガス大学と部局間交流協定を締結                  

11 月 25 日 中華人民共和国厦門大学と大学間交流協定を締結                                 

12 月 13 日 オランダ王国自由大学地球生命科学科と部局間交流協定を締結（～2016（平成 28）年 10
月 4 日）                                   

2011（平成 23）年 2 月 3 日 中華人民共和国中国海洋大学と大学間交流協定を締結               

4 月 1 日 大学院地球環境科学研究院の分野を一部再編，大学院環境科学院のコースを一部再編 

10 月 13 日 中華人民共和国西北農林科技大学と大学間交流協定を締結             
2012（平成 24）年  1 月 26 日 バングラデシュ人民共和国ジャハンギルナガル大学数学・物理学部と部局間交流協定を締

結                                      
3 月 14 日 中華民国（台湾）国立中興大学と大学間交流協定を締結              
4 月 2 日 ロシア連邦北東連邦大学と大学間交流協定を締結                 

 5 月 31 日 ドイツ連邦共和国 GEOMAR | Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel と部局間交流

協定を締結                                
6 月 25 日 中華民国（台湾）国立東華大学環境学院と部局間交流協定を締結         

12 月 27 日 大韓民国成均館大学校と大学間交流協定を締結                  

2013（平成25）年  1 月 22 日 アメリカ合衆国ユタ大学大学院・ナノ研究所と部局間交流協定を締結        

2014（平成26）年 2 月 5 日   マレーシア マレーシア・サバ大学熱帯生物保全研究所と部局間交流協定を締結   

4 月 23 日 中華民国（台湾）国立台湾海洋大学と大学間交流協定を締結            
7 月 16 日 フィリピン共和国フィリピン大学と大学間交流協定を締結             
9 月 29 日 マレーシア マレーシア大学テレンガヌ校海洋科学・環境科学部と部局間交流協定を締結 

2015（平成27）年 2 月 16 日 ノルウェー王国オスロ大学地球科学科と部局間交流協定を締結 

6 月 29 日 ミャンマー連邦共和国パテイン大学と大学間交流協定を締結            

12 月 28 日 中華人民共和国香港科技大学理学院と部局間交流協定を締結 
2016（平成28）年 3 月 17 日 アメリカ合衆国カリフォルニア大学サンディエゴ校スクリプス海洋研究所と部局間交流協

定を締結 
4 月 12 日 マレーシア マレーシア・サバ大学と大学間交流協定を締結 

2017（平成29）年 6 月 7 日 中華民国（台湾）国立東華大学と大学間交流協定を締結 

7 月 13 日 ノルウェー王国オスロ大学数学・自然科学部と部局間交流協定を締結 

10 月 23 日 中華人民共和国華東師範大学地球科学部と部局間交流協定を締結 

10 月 26 日 イタリア共和国トリノ大学農学，森林科学及び食品科学部と部局間交流協定を締結 

2018（平成30）年 2 月 27 日 インドネシア共和国イスラム大学数学・自然科学部と部局間交流協定を締結 
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２ 歴代研究科長，研究院長・学院長 

 
職  名 氏  名 在  任  期  間 

大学院環境科学研究科長 関   清 秀  1977（昭和 52）年 4 月 1 日～1979（昭和 54）年 3 月 31 日 

高 桑 栄 松  1979（昭和 54）年 4 月 1 日～1980（昭和 55）年 3 月 31 日 

明 道   博  1980（昭和 55）年 4 月 1 日～1982（昭和 57）年 3 月 31 日 

太 田   實  1982（昭和 57）年 4 月 1 日～1986（昭和 61）年 3 月 31 日 

伊 藤 浩 司  1986（昭和 61）年 4 月 1 日～1990（平成 2） 年 3 月 31 日 

黒 柳 俊 雄  1990（平成 2） 年 4 月 1 日～1992（平成 4） 年 3 月 31 日 

小 島   豊  1992（平成 4） 年 4 月 1 日～1993（平成 5） 年 3 月 31 日 

大学院地球環境科学 

研究科長 

堀     浩  1993（平成 5） 年 4 月 1 日～1995（平成 7） 年 3 月 31 日 

戸 倉 清 一  1995（平成 7） 年 4 月 1 日～1998（平成 10）年 3 月 31 日 

西   則 雄  1998（平成 10）年 4 月 1 日～2002（平成 14）年 3 月 31 日 

池 田 元 美  2002（平成 14）年 4 月 1 日～2005（平成 17）年 3 月 31 日 

大学院地球環境科学 

研究院長・ 

大学院環境科学院長 

池 田 元 美  2005（平成 17）年 4 月 1 日～2007（平成 19）年 3 月 31 日 

岩 熊 敏 夫  2007（平成 19）年 4 月 1 日～2009（平成 21）年 3 月 31 日 

南 川 雅 男  2009（平成 21）年 4 月 1 日～2011（平成 23）年 3 月 31 日 

嶋 津 克 明  2011（平成 23）年 4 月 1 日～2013（平成 25）年 9 月 30 日 

久 保 川 厚  2013（平成 25）年 10 月 1 日～2017（平成 29）年 9 月 30 日 

大 原   雅  2017（平成 29）年 10 月 1 日～ 
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３ 組織 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部門 分野 

統合環境科学部門 
Section of 
Integrated 

Environmental 
Science 

自然環境保全分野 
Group of Conservation on Natural Environments 
環境地理学分野 
Group of Environmental Geography 
環境適応科学分野 
Group of Environmental Adaptation Science 
実践・地球環境科学分野 
Group of Practical and Earth Sciences for 
Environment 

地球圏科学部門 
Section of Earth 
System Science 

環境変動解析学分野 
Group of Biogeosystem Science 
化学物質循環学分野 
Group of Marine and Atmospheric Geochemistry 
大気海洋物理学分野 
Group of Atmosphere-Ocean Physics 
気候力学分野 
Group of Climate Dynamics 

環境生物科学部門 
Section of 

Environmental 
Biology 

陸域生態学分野 
Group of Terrestrial Ecology 
生態保全学分野 
Group of Conservation Ecology 
生態遺伝学分野 
Group of Ecological Genetics 
環境分子生物学分野 
Group of Environmental Molecular Biology 

物質機能科学部門 
Section of Material 

Science 

生体物質科学分野 
Group of Biomaterials Chemistry  
機能材料化学分野 
Group of Functional Materials Chemistry 
分子材料化学分野 
Group of Molecular Materials Chemistry 

地球環境科学研究院 
Faculty of Environmental 

Earth Science 
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〇2017（平成29）年9月30日まで 
研究院長 久保川 厚 
副研究院長 大原  雅 
研究院長補佐 松田 冬彦 

〇2017（平成29）年10月 1日から 
研究院長  大原  雅 
副研究院長  松田 冬彦 
研究院長補佐  露崎 史朗 

29.4.1現在 
部 門 分 野 教 授 准教授 助 教 助 手 契約職員等 

統合環境科学
部門 

 
沖野 龍文 
（部門長） 

 
三浦 智恵 

（事務補助員） 

自然環境保全
分野 

露崎 史朗 石川  守 
根岸淳二郎 
佐藤 友徳 

ﾗﾑ ｱﾊﾞﾀﾙ 
(川西 亮太) 

 
中村 哲 

（博士研究員） 
ｴﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾄ ｴﾌﾝﾊﾞﾄ 
（博士研究員） 
初塚 大輔 

（博士研究員） 
山﨑 孝治 

（学術研究員） 
安居院 愛子 

（技術補助員） 
石崎 敬子 

（技術補助員） 

環境地理学 
分野 

渡邉 悌二 
  

 
 

環境適応科学
分野 

沖野 龍文 
田中 俊逸  

豊田 和弘 
藏崎 正明 

 

  
ﾊﾟﾙﾋﾞﾝ ﾍﾞｶﾞｳﾑ 
（学術研究員） 
小森 幹育子 

（事務補助員） 

実践・地球環
境科学分野 

山中 康裕 藤井 賢彦 
  

増田 良帆 
（博士研究員） 
樋口 ゆかり  

（特定専門職員） 
竹谷 和佳子 

（技術補佐員） 
佐藤 恵子 

（技術補助員） 

地球圏科学 
部門 

 
鈴木 光次 
（部門長） 

 
四ツ屋 泉 

（事務補助員） 

環境変動解析
学分野 

 
山本 正伸 
山下 洋平 

入野 智久 

  

佐塚 由香 
（技術補助員） 

化学物質循環
学分野 

鈴木 光次  渡辺  豊 
亀山 宗彦 
平田 貴文 

  
菅野 里歩 

（事務補助員） 

大気海洋物理
学分野 

久保川 厚 堀之内 武 
吉森 正和 

水田 元太 
  

松村 伸治 
（博士研究員） 

気候力学分野 

長谷部文雄 
谷本 陽一 

藤原 正智 
 

 

ﾍﾞﾘｺﾌ ﾄﾞﾐﾄﾘｰ 
（博士研究員） 
初塚 真己 

（技術補助員） 
早坂 有美 

（事務補助員） 
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部 門 分 野 教 授 准教授 助 教 助 手 契約職員等 

環境生物科学
部門 

 
鈴木  仁 
（部門長） 

 
小倉 朋美 

（事務補助員） 

陸域生態学 
分野 

高田 壯則 
甲山 隆司 

工藤  岳  久保 拓弥 

 

甲山 哲生 
（学術研究員） 

雪野奈津子 
（技術補助員） 

川合 由加 
（技術補助員） 

中野麻衣子 
（事務補助員） 

生態保全学 
分野 

大原  雅 
野田 隆史 

小泉 逸郎 
 

 

 

生態遺伝学 
分野 

鈴木  仁 
  

吉田 磨仁 松下 貴子 
（技術補助員） 

 環境分子生物
学分野 

森川 正章 山崎 健一 
三輪 京子 

鷲尾 健司 

 

ﾗｰﾌﾙ ﾅﾚﾝﾄﾞﾗ  
ｼﾞｮｸﾞ 

（博士研究員） 
日下部公実子  
（事務補佐員） 
塚本美知子 

（技術補佐員） 

物質機能科学
部門 

 
神谷 裕一 
（部門長） 

 
櫻井 英子 

（事務補助員） 

生体物質科学
分野 

坂入 信夫 
松田 冬彦 

山田 幸司 
梅澤 大樹 

   

機能材料化学
分野 

小西 克明 
神谷 裕一 

七分 勇勝 加藤  優 
 

本間 芳香 
（技術補助員） 

分子材料化学
分野 

八木 一三 川口 俊一 
廣川  淳 

中田  耕 
大友 亮一 

 
佐藤 祐輔 

（学術研究員） 
土谷 澄枝 

（事務補助員） 
※ 斜体は特任教員・ゴシックは再雇用教員を示す。 
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４ 職員 

29.4.1現在 

環境科学事務部 担 当 係 長 主 任 一般職員 契約職員等 

事務長 
徳山 雅一 

総 務 
武部 将智 

山下 昌利 
吉泉  綾 名取 晴香 

羽二生智恵（事務補佐員） 

斉藤 利奈（事務補助員） 

教 務 佐藤 有希 伊藤 郁子 岸  紘子 
田中 宏美（事務補助員） 

木山めぐみ（事務補助員） 

会 計 富樫  弘 阿部 裕幸 
吉備津侑加 

山内  拓 
 

図 書 小林流美子       

 
研究院長室秘書 明戸 要枝（事務補佐員） 
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５ 各種委員会 

                                           29.4.1現在 

委員会名 統合環境 
科学 地球圏科学 環境生物 

科学 
物質機能 
科学 

副研究院長 
研究院長補佐 職指定 事務選 

出委員 
事務 
所掌 備考 

部門長 
会議 沖野 龍文 鈴木 光次 鈴木 仁 神谷 裕一 副研究院長 

研究院長補佐 研究院長 部門長  総務担当 申合せ

で明記 

研究院人
事委員会 沖野 龍文 鈴木 光次 鈴木 仁 神谷 裕一 副研究院長 

研究院長補佐 研究院長 部門長  総務担当 ※1 

人事制度
検討 
委員会 

沖野 龍文 
露崎 史朗 

鈴木 光次 
谷本 陽一 

鈴木 仁 
甲山 隆司 

神谷 裕一 
小西 克明 

副研究院長 
研究院長補佐 研究院長 部門長 事務長 総務担当  

点検評価
委員会 沖野 龍文 鈴木 光次 鈴木 仁 神谷 裕一 副研究院長 

研究院長補佐 研究院長 部門長 事務長 総務担当 内規で 
明記 

将来計画
委員会 沖野 龍文 鈴木 光次 鈴木 仁 神谷 裕一 副研究院長 

研究院長補佐 研究院長  部門長  総務担当  

施設 
委員会 

沖野 龍文 
山中 康裕 

鈴木 光次 
長谷部 文雄 

鈴木 仁 
森川 正章 

神谷 裕一 
小西 克明 

副研究院長 
研究院長補佐 研究院長 部門長 

専攻長  会計担当  

受託研究
等受入 
委員会 

沖野 龍文 鈴木 光次 鈴木 仁 神谷 裕一 副研究院長 
研究院長補佐 研究院長 部門長  総務担当 内規で 

明記 

図書 
委員会 藤井 賢彦 藤原 正智 野田 隆史 廣川  淳 副研究院長  

全学図書
委員会 
委員 

 図書担当  

安全管理 
委員会 根岸 淳二郎 山本 正伸 森川 正章 坂入 信夫 研究院長補佐 研究院長 衛生管理

者ほか 事務長 会計担当 内規で 
明記 

放射線障
害予防安
全委員会 

豊田 和弘 渡邉 豊 山崎 健一 神谷 裕一     総務担当 内規で 
明記 

大型実験
機器管理
委員会 

沖野 龍文 渡邉 豊 鈴木 仁 神谷 裕一     会計担当 内規で 
明記 

EES 
セミナー 石川 守 鈴木 光次 小泉 逸郎 山田 幸司 研究院長補佐      

病原体等 
安全管理
委員会 

  
森川 正章 
山崎 健一 
三輪 京子 
鷲尾 健司 

     総務担当 
内規で 
明記

※2 

ヒトを対
象とする
研究倫理

審査 
委員会 

蔵崎 正明 
沖野 龍文  山崎 健一      総務担当 

内規で 
明記

※3 

ハラス 
メント 
相談員 

      
全学ハラス

メント予防

推進員 
谷本陽一 

徳山雅一  ※4 

分野代表
教員 

露崎 史朗 
沖野 龍文 
山中 康裕 
渡辺 悌二 

山本 正伸 
鈴木 光次 
久保川 厚 
谷本 陽一 

甲山 隆司 
野田 隆史 
鈴木 仁 
森川 正章 

八木 一三 
神谷 裕一 
松田 冬彦 

      

学生居室
小委員会 山中 康裕 長谷部 文雄 森川 正章 小西 克明   専攻長 

前任専攻長    

共通実験
室運用小
委員会 

露崎 史朗 鈴木 光次 鈴木 仁 神谷 裕一   部門長 
前任部門長    

※1 三寺史夫（低温科学研究所）・ﾋﾞｼﾞｭ ｳﾞｧｽﾃﾞｳﾞｧﾝ ﾋﾟﾗｲ（電子科学研究所） 

※2 任期2年：29.4.1〜31.3.31 

※3 任期2年：28.4.1〜30.3.31 細川敏幸（高等教育推進機構）・山本徹（大学院保健科学研究院） 

※4 任期2年：28.4.1〜30.3.31 
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６ 予算 

 
予算受け入れ額 

    (単位：千円) 

年度 運営費交付金 
間接経費 

科学研究費 共同研究 受託研究 

平成２９年度 173,074 14,122  8,594 
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Ⅱ 研究活動 
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１ 研究課題 

統合環境科学部門 

「有珠山・駒ヶ岳における火山噴火後の生態系回復」 

「アラスカ大規模森林火災後の森林再生」 

「湿原における泥炭採掘跡地の回復機構と修復への応用」 

「地域スケールの気候予測を可能とする気候モデルの開発」 

「北海道における地球温暖化予測と影響予測」 

「地域スケールの気候変動診断と変動要因の解明」 

「年縞堆積物による環太平洋諸文明の高精度環境史復元」 

「マンガン酸化細菌の酵素の反応速度論」 

「アフリカのウラン・銅・鉛汚染地域のおける調査と健康影響評価」 

「環境汚染化学物質の次世代影響評価法構築」 

「食品添加物のアポトーシス因子を指標にした細胞毒性評価」 

「アオコを形成するシアノバクテリアによって生産されるプロテアーゼ阻害物質の構造と作用」 

｢付着阻害活性を有する含ハロゲン化合物の生合成に関与するハロゲン化酵素の解明｣ 

｢ニホンウナギの産卵環境に特有な化学的因子の解明｣ 

｢フジツボ幼生付着阻害活性を有する天然有機化合物の活性発現機序の解明｣ 

「海洋性シアノバクテリアが産生する生物活性物質の探索」 

「地球温暖化に伴う海洋生態系(サンゴ礁・植物プランクトン・小型浮魚類)の変動予測」 

「国際海洋生態系モデル相互比較研究計画におけるモデル結果の検証」 

「トマム・占冠村における環境教育に関する研究」 
「地球温暖化・海洋酸性化が沿岸海洋生態系に及ぼす影響評価・予測」 

「持続可能な低炭素社会づくりに関する研究：特に北海道における再生可能エネルギーの普及促進に向けた研究」 

「大学キャンパス内の環境負荷低減を目指すサステナブル・キャンパス活動に関する教育研究」 

「河床低下による氾濫原の冠水頻度の変化と指標生物の生息環境および物質循環の現状把握」 

「農業用排水路網における環境指標生物の特定とその生息環境評価」 

「砂礫生態系の生態系と環境変動への応答」 

「中央アジア・南アジアの持続的山岳社会の構築」 

「山岳国立公園における自然環境荒廃の評価・予測手法の構築」 

「ヒマラヤを中心とした高山の氷河湖決壊洪水に関する研究」 

「ヒマラヤ，アンナプルナ・ヒマールにおける洪水災害軽減に関する研究」 

「ネパール，ドラカ地方の地震災害の把握と将来の災害予測」 

「台湾の山岳国立公園の管理に関する研究」 

「大雪山国立公園の学術研究アーカイブ作成」 

「ステレオペア画像を用いた陸面変動解析」 

「タンニン内包アルギン酸ゲルビーズによる六価クロムの吸着挙動」 

「インドネシア中央カリマンタン島のカハヤン川及びセバンガウ川の水質に影響を与える因子に関する調査研究」 

「電気化学的手法によるアルミニウム材料を用いたリン回収に関する研究」 

「エレクトロカイネティック法による土壌中のセシウムイオンンの除去」 
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「植物プランクトン分類衛星観測データの数値モデルへの利用」 

「バイオ燃料用作物の栽培による農薬の環境リスクの研究」 

「緑の投資による再生可能エネルギーの導入促進方策に関する研究」 

「アジア環太平洋地域の人間環境安全保障：水・エネルギー・食料連環」 

「小水力発電の導入拡大に向けた小水力エネルギーポテンシャルの見積もり」 

「環境・社会変化に対する沿岸地域社会の脆弱性と回復力の統合評価指標の開発と適用」 

「北海道山岳域での広域高山気温動態」 

「北海道大雪山における永久凍土と関連する自然地理学的諸現象」 

「境界永久凍土の熱的脆弱性と地温分布」 

「地形変化を伴う地下氷の形成過程」 

「途上国鉱山開発を巡る事業者と地域住民との共存」 

「途上国都市部での廃棄物問題」 

「半乾燥域に点在する森林への虫害履歴復元」 

「紫外線によるDNA損傷機構の解明とその緩和機構の探索」 

「北海道浜中町沿岸域における物質循環と霧多布湿原の役割に関する研究」 

「ベトナム・キエンザン省における塩水浸透の評価」 

「タイにおける電子廃棄物問題の改善に向けた研究」 

「遊泳海域レジャーの持続可能性の検証」 

「持続可能な観光業に向けた計画行動理論の適用」 

「農作物生産における再生可能エネルギー導入に関する研究」 

「食品構成因子の抗酸化作用による細胞障害軽減化機構の解明」 

「必須微量重金属による重金属毒性緩和効果」 

「ゼロ価鉄を用いた新規重金属吸着材の開発」 

「柔軟な金属錯体の合成と応用」 

「炭化水素分離材料の開発」 

「光応答性多孔性物質の合成と評価」 

「ポリフェノール類の抗酸化および酸化促進機能の切替機構に関する研究」 

「重金属類の生体内における複合効果とその機構の解明」 

Monitoring biophysical parameters of oilpalm plantation in Malaysia 

 

 
地球圏科学部門 

「気候形成と気候変動における大気海洋結合系の役割」 
「中緯度モンスーン性循環に対する西岸境界流領域での大気海洋相互作用の役割」 
「気候システムにおける雲・降水過程と大気波動の役割」 
「大気・海洋研究のための情報基盤の開発」 
「雲追跡による風速導出手法ならびに金星大気力学の観測的研究」 
「成層圏流入大気に働く脱水過程」 
「成層圏大気の年齢とその変調の研究」 
「地球温暖化に伴う海洋生態系（サンゴ礁・植物プランクトン・小型浮魚類）の変動予測」 
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「海洋生態系モデル相互比較に関する研究」 
「火山噴火と気候変動」 
「熱帯オゾンデータの一様化処理に関する研究」 
「再解析データの検証と評価」 
「気候工学の評価」 
「気候変動監視のための大気観測網の構築」 
「雲粒子ゾンデの開発と評価」 
「気候変化に係る温室効果ガスとその関連物質の動態に関する研究」 
「南大洋，北極海における海洋炭素循環の観測的研究」 
「海洋表層における微量気体分布の制限因子の解明」 
「黒潮域と親潮域の基礎生産過程に関する研究」 
「海水の光学特性に関する研究」 
「植物プラクトンの群集組成とサイズ多様性に関する研究」 
「植物プランクトンの衛星観測に関する研究」 
「海洋の窒素循環に関する研究」 
「海洋の炭素循環に関する研究」 
「福島原発事故由来の放射性物質の海洋における動態」 
「堆積物中超微粒黒色炭素の定量に基づく過去のバイオマス燃焼復元」 
「堆積物中風成塵の定量および供給源推定に基づく過去のアジアモンスーン変遷史の復元」 
「北極域の温暖化増幅メカニズムに関する研究」 
「中高緯度の温暖化が熱帯の降雨分布に及ぼす影響に関する研究」 
「極域における海水中メタンに関する研究」 
「水圏における非生物態有機物の動態解明」 
「過去 8000 年間の太平洋十年規模変動の復元」 
「過去 6000 年間のボルネオ降水量復元」 
「過去 150 万年間のアジアモンスーン変動の復元」 
「海洋循環力学に関する研究」 
「地球流体中の渦に関する研究」 
 

 

環境生物科学部門 

「光競争による植物の安定共存機構」 
「熱帯林一次生産の撹乱応答」 
「気候変動が高山生態系に及ぼす影響に関する研究」 
「植物と花粉媒介昆虫の相互作用に関する進化生態学的研究」 
「花粉散布プロセスがメタ個体群空間遺伝構造に及ぼす効果の研究」 
「生態学のデータ解析で応用可能な統計学的手法の研究」 
「植物集団の計算生態学的な研究」 
「岩礁潮間帯生物群集の動態に関する研究」 
「哺乳類の毛色多型の生態遺伝学的研究」 
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「時間依存的ミトコンドリア DNA の進化速度に関する研究」 
「日本産の野生ハツカネズミの系統地理学的研究」 
「日本産大型モグラ類の第四紀環境変動に伴う集団動態」 
「バイオフィルム工学による微生物群のデザイン化」 
「高等植物の成長システムの理解と機能応用」 
「シロアリの有翅虫分化における発生機構の解明」 
「ミズタマショウジョウバエの水玉模様の形成機構」 
「潜葉性昆虫と寄生蜂の多様性に関する生態学的研究」 
「東北地方太平洋沖地震の潮間帯群集へのインパクト：地震前後の大規模調査による解明」 
「北日本における外来フジツボの侵入動態に関する研究」 
「人工遺伝子を用いた進化加速装置の開発」 
「人工リプレッサーを用いた大腸菌ツーハイブリッドシステムの開発」 
「遺伝子部品からの試験管内遺伝子アセンブリー法の開発」 
「高等植物の生活史戦略の進化に関する生態遺伝学的研究」 
「低地林の自然環境保護に関する生態保全学的研究」 
「共生微生物を活用した水生バイオマスの効率生産」 
「超好熱性アーキアから探る細胞膜小泡輸送の本質」 
「長鎖不飽和脂肪酸の異種発現合成と細胞機能の解析」 
「植物の無機栄養環境に応答した遺伝子発現制御機構の解明」 
「植物体内のホウ素要求量を低下させる分子基盤」 
「細胞伸長を制御するホウ酸によるペクチン架橋の形成」 
「サケ科魚類の回遊多型における遺伝的基盤と進化的起源」 
「生活史行列ビッグデータベースの解析および解析手法の開発」 
「生物ランダム行列の数理的解析」 
 
 

物質機能科学部門 
「多糖類の化学修飾による吸着材料の開発」 
「オリゴ糖生理活性物質の合成研究」 
「新規発光（蛍光および化学発光）ソルバトクロミック色素の設計と合成」 
「蛍光ソルバトクロミック色素を用いた食機能評価系の開発」 
「蛍光重金属イオンセンサーの開発」 

「効率的有機合成反応の開発に基づく天然有機化合物の合成研究」 
「天然有機化合物の構造活性相関研究」 
「硝酸性窒素の電気化学的無害化に関する研究」 
「異種金属複合活性中心を有する電極触媒の酸素還元活性に関する研究」 
「炭素ネットワークに組み込んだ多核金属錯体の電極触媒活性に関する研究」 
「電気化学および光化学的水素発生電極触媒の開発」 
「白金合金系ナノ構造電極触媒と新規担体との相互作用に基づく酸素還元反応活性化」 
「機能性酸化物クラスタから構成された規則構造イオン結晶の創製と触媒作用に関する研究」 
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「炭素資源有効利用のための高性能複合酸化物触媒の開発」 
「バイオマスから高付加価値化学品を合成する固体触媒材料に関する研究」 
「サブナノ金属クラスターの合成法開拓と特性評価」 

「アルカリ土類金属イオンに選択的な Off-On 型蛍光試薬の開発」 
「シクロデキストリンを用いた Off-On 型分子認識型蛍光試薬の開発」 
「二ヨウ化サマリウムを用いる有機合成反応」 
「化学防御物質の全合成」 
「環境・医療・食品分野への応用を目指した化学センサの研究」 
「生体機能物質を用いた次世代の蓄電デバイスの開発」 
「環境浄化触媒・省電力デバイス向けの自己組織化成膜法の研究」 
「汚染物質の電気化学的除去のための汚染物質の吸着状態の解析，反応機構の解明」 
「揮発性有機化合物の酸化反応による二次有機粒子生成機構の研究」 
「気体分子と海塩粒子との不均一化学反応の研究」 
「発光性配位ポリマー材料の開発」 
「環状金属化合物の精密設計と機能開発」 
「不飽和炭化水素のオゾン分解から生成する中間体の反応性に関する研究」 
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２ 研究業績等 
 
 平成 29 年度に発表された研究業績を、学術論文（査読有り）、その他の論文・著書、講演発表、知的財

産、学術に関する受賞、の順に部門毎にまとめる。下線の氏名は地球環境科学研究院所属の教員・研究員

を、括弧内は受理日（年／月／日）を示す。なお部門を跨いでいる業績に関しては*印を付けている。 
 
 ２−１ 研究業績一覧 
 
統合環境科学部門 
≪学術論文（査読有り）≫ 
Akiyama, T., Kharrazi, A., Li, J., Avtar, R. (2018) Agricultural water policy reforms in China: A 

representative look at Zhangye City, Gansu Province, China. Environmental Monitoring and 
Assessment, 190, 9. (2017/11/15) 

Akter, M., Rahman, Md. M., Ullah, A. K. M. A., Sikder, Md. T., Hosokawa, T., Saito, T., Kurasaki, M. 
(2018) Brassica rapa var. japonica leaf extract mediated green synthesis of crystalline silver 
nanoparticles and evaluation of their stability, cytotoxicity and antibacterial activity. Journal of 
Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 28(4), 1483-1493. (2018/2/28) 

Akter, M., Sikder, Md. T., Rahman, Md. M., Ullah, A. K. M. A., Hossain, K. F. B., Banik, S., Hosokawa, 
T., Saito, T., Kurasaki, M. (2018) A systematic review on silver nanoparticles-induced cytotoxicity: 
Physicochemical properties and perspectives. Journal of Advanced Research, 9, 1-16. 
(2017/10/25) 

Batar, A. K., Watanabe, T., Kumar, A. (2017) Assessment of land-use/land-cover change and forest 
fragmentation in the Garhwal Himalayan region of India. Environments, 4(2), 34. (2017/4/17) 

Boniface, W. K., Sato, T. (2018) Interannual and spatial variability of solar radiation energy potential 
in Kenya using Meteosat satellite. Renewable Energy, 116, 89-96. (2017/9/22) 

Byamba, B., Ishikawa, M. (2017) Municipal solid waste management in Ulaanbaatar, Mongolia: 
system analysis. Sustainability, 9, 896. (2017/5/22) 

Crasemann, B., Handorf, D., Jaiser, R., Dethloff, K., Nakamura, T., Ukita, J., Yamazaki, K. (2017) 
Can preferred atmospheric circulation patterns over the North-Atlantic-Eurasian region be 
associated with arctic sea ice loss? Polar Science, 14, 9-20. (2017/9/8) 

Dagvadorj, L., Byamba, B., Ishikawa, M. (2018) Effect of local community's environmental perception 
on trust in a mining company: a case study in Mongolia. Sustainability, 10, 614. (2018/2/23) 

Dai, Y., Zhang, K., Li, J., Jiang, Y., Chen, Y., Tanaka, S. (2017) Adsorption of copper and zinc onto 
carbon material in an aqueous solution oxidized by ammonium peroxydisulphate. Separation and 
Purification Technology, 186, 255-263. (2017/5/28) 

Demura, T., Takada, T., Shimoda, N., Hioka, T., Iwaguchi, Y., Ichihara, S., Gotoda, H. (2018) 
Mechanism underlying the negative effect of prostate volume on the outcome of extensive 
transperineal ultrasound-guided template prostate biopsy. Cancer Medicine, 7, 336-343. 
(2017/11/27) 

Fujinami, H., Sato, T., Kanamori, H., Murata, F. (2017) Contrasting features of monsoon precipitation 
around the Meghalaya Plateau under westerly and easterly regimes. Journal of Geophysical 
Research -Atmospheres, 122, 9591-9610. (2017/8/18) 

Fujita, M., Sato, T. (2017) Observed behaviours of precipitable water vapour and precipitation 
intensity in response to upper air profiles estimated from surface air temperature. Scientific 
Reports, 7, 4233. (2017/5/16) 

Hirao, A. S., Watanabe, M., Tsuyuzaki, S., Shimono, A., Li, X., Masuzawa, M., Wada, N. (2017) Genetic 
diversity within populations of an arctic–alpine species declines with decreasing latitude across 
the Northern Hemisphere. Journal of Biogeography, 44, 2740-2751. (2017/9/10) 

Hossain, K. F. B., Rahman, Md. M., Sikder, Md. T., Saito, T., Hosokawa, T., Kurasaki, M. (2018) 
Inhibitory effects of selenium on cadmium-induced cytotoxicity in PC12 cells via regulating 
oxidative stress and apoptosis. Food and Chemical Toxicology, 114, 180-189. (2018/2/14) 

Imai, S., Shimamura, M., A. Ravankar A., Haga, H., Kobayashi, Y., Yamanaka, Y. (2017) Utilization 
of the student e-portfolio in the graduate education: The case report of "Nitobe School Program" 
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in Hokkaido University. 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics, 142-
146. (2017/5/16) 

Islam, Md. A., Rahman, Md. M., Bodrud-Doza, Md, Muhib, Md. I., Shammi, M., Zahid, A., Akter, Y., 
Kurasaki, M. (2018) A study of groundwater irrigation water quality in south-central 
Bangladesh: A geo-statistical model approach using GIS and multivariate statistics. Acta 
Geochimica, 37(2), 193-214. (2017/6/29) 

Kawahara, T., Kita, T., Ueno, Y., Yamasaki, S., Kimura, G., Nakanishi, M., Hosokawa, T., Kurasaki, 
M., Sikder, T., Saito, T. (2018) Elucidation of the mechanism of changes in the antioxidant 
function with the aging in the liver of the senescence-accelerated mouse P10 (SAMP10). 
Experimental Gerontology, 106, 46-53. (2018/2/22) 

Komolafe, A. A., Herath, S., Avtar, R. (2018) Development of generalized loss functions for rapid 
estimation of flood damages: A case study in Kelani River basin, Sri Lanka. Applied Geomatics, 
10, 13-30. (2017/11/10) 

Komolafe, A. A., Herath, S., Avtar, R. (2018) Methodology to assess potential flood damages in urban 
areas under the influence of climate change. Natural Hazards Review, 19. (2017/8/14) 

Kuboki, Y., Yagami, K., Terada-Nakaishi, M., Furusawa, T., Nakaoki, Y., Kurasaki, M. (2017) 
Biochemical mechanism of titanium fixation into living bone: Acid soluble phosphoproteins in 
bone binds with titanium and induced endochondral ossification in vivo. Journal of Oral Tissue 
Engineering, 15(2), 109-118. (2017/12/26) 

Lopez, J. A. V., Petitbois, J. G., Vairappan, C. S., Umezawa, T., Matsuda, F., Okino, T. (2017) 
Columbamides D and E: Chlorinated fatty acid amides from the marine cyanobacterium Moorea 
bouillonii collected in Malaysia. Organic Letters, 19(16), 4231-4234. (2017/8/7)* 

Mitsui, S., Shimamura, M., Yamanaka, Y. (2017) IR survey using education support system in 
research university. 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics, 142-146. 
(2017/5/16) 

Miura, K., Izumi, H., Saito, Y., Asato, K., Negishi, J. N., Ito, K., Oomori, A. (2018) Assessment of a 
unionid freshwater mussel (Pronodularia japanensis) population in an agricultural channel 
during the 4 years following reintroduction. Landscape and Ecological Engineering, 14, 157-164. 
(2017/6/24) 

Negishi, J. N., Sakai, M., Okada, K., Iwamoto, A., Gomi, T., Miura, K., Nunokawa, M., Ohhira, M. 
(2018) Cesium-137 contamination of river food webs in a gradient of initial fallout deposition in 
Fukushima, Japan. Landscape and Ecological Engineering, 14, 55-66. (2017/5/15) 

Noguchi, S., Negishi, J. N., Yusop, Z., Kosugi, Y., Shamsuddin, S. A., Tani, M. (2018) Throughfall at 
an abandoned skid trail in a tropical rain forest in Peninsular Malaysia. JARQ, 52(1), 63-75. 
(2017/6/28) 

Ogawa, F., Keenlyside, N., Gao, Y., Koenigk, T., Yang, S., Suo, L., Wang, T., Gastineau, G., Nakamura, 
T., Cheung, N. H., Omrani, N.-E., Ukita, J., Semenov, V. (2018) Evaluating impacts of recent 
Arctic sea-ice loss on the northern hemisphere winter climate change. Geophysical Research 
Letters, 45, 3255-3263. (2018/2/22) 

Oguri, Y., Watanabe, M., Ishikawa, T., Kamada, T., Vairappan, C. S., Matsuura, H., Kaneko, K., Ishii, 
T., Suzuki, M., Yoshimura, E., Nogata, Y., Okino, T. (2017) New marine antifouling compounds 
from the red alga Laurencia sp. Marine Drugs, 15, 267. (2017/8/23) 

Oshima, K., Yamazaki, K. (2017) Atmospheric hydrological cycles in the Arctic and Antarctic during 
the past four decades. Czech Polar Reports, 7 (2), 169-180. (2017/10/6) 

Petitbois, J. G., Casalme, L. O., Lopez, J. A., Alarif, W. M., Abdel-Lateff, A., Al-Lihaibi, S. S., 
Yoshimura, E., Nogata, Y., Umezawa, T., Matsuda, F., Okino, T. (2017) Serinolamides and 
lyngbyabellins from an Okeania sp. cyanobacterium collected from the Red Sea. Journal Natural 
Products, 80(10), 2708-2715. (2017/10/11)* 

Prasetyo, E., Toyoda, K. (2017) Solid phase extraction of thorium and uranium and their separation 
from lanthanides using humic acid silica gel as a low-cost adsorbent. Journal of Engineering and 
Technological Sciences, 49(4), 508-519. (2017/10/17) 

Rahman, Md. M., Islam, Md. A., Bodrud-Doza, Md., Muhib, Md. I., Zahid, A., Shammi, M, Tareq, S. 
M., Kurasaki, M. (2018) Spatio-temporal assessment of groundwater quality and human health 
risk: A case Study in Gopalganj, Bangladesh. Exposure and Health, 10, 167-188. (2017/8/29) 

Rahman, Md. M., Ukiana, J., Uson-Lopez, R., Sikder, Md. T., Saito, T., Kurasaki, M. (2017) Cytotoxic 
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effects of cadmium and zinc co-exposure in PC12 cells and the underlying mechanism. Chemico-
Biological Iteractions, 269, 41-49. (2017/4/4) 

Rahman, Md. M., Uson-Lopez, R. A., Sikder, Md. T., Tan, G., Hosokawa, T., Saito, T., Kurasaki, M. 
(2018) Ameliorative effects of selenium on arsenic-induced cytotoxicity in PC12 cells via 
modulating autophagy/apoptosis. Chemosphere, 196, 453-466. (2017/12/22) 

Sakai, Y., Takada, T. (2017) The analysis of an effect of seed propagation on defense strategy against 
pathogen transmission within clonal plant population using lattice model. Journal of Theoretical 
Biology, 427, 65-76. (2017/5/2) 

Shammi, M., Rahman, Md. M., Islam, Md. A., Bodrud-Doza, Md., Zahid, A., Akter, Y., Quaiyami, S., 
Kurasaki, M. (2017) Spatio-temporal assessment and trend analysis of surface water salinity in 
the coastal region of Bangladesh. Environmental Science and Pollution Research, 24(16), 14273-
14290. (2017/4/3) 

Shigemitsu, M., Yamamoto, A., Oka, A., Yamanaka, Y. (2017) One possible uncertainty in CMIP5 
projections of low-oxygen water volume in the Eastern Tropical Pacific. Global Biogeochemical 
Cycles, 31, 804-820. (2017/4/6) 

Shimamura, M., Yamanaka, Y. (2017) What is the most suitable English test for the graduate school 
students in research university in Japan? 6th IIAI International Congress on Advanced Applied 
Informatics, 153-157. (2017/5/16) 

Sikder, Md. T., Jakariya, Md., Rahman, Md. M., Fujita, S., Saito, T., Kurasaki, M. (2017) Facile 
synthesis, characterization, and adsorption properties of Cd (II) from aqueous solution using β-
cyclodextrin polymer impregnated in functionalized chitosan beads as a novel adsorbent. Journal 
of Environmental Chemical Engineering, 5(4), 3395-3404. (2017/6/4) 

Simu, S. A., Sikder, Md. T., Uddin, M. J., Deeba, F., Kashem, M. A., Mondal, K. P., Akter, M., Rahman, 
Md. M., Banik, S., Kurasaki, M. (2018) Monitoring of heavy metal pollution and GIS derived land 
use changes in the major economic zone of Bangladesh. Sustainable Water Resources 
Management, 4(3), 655-666. (2017/6/12) 

Tan, G., Uson-Lopez, R. A., Rahman, Md. M., Hosokawa, T., Saito, T., Kurasaki, M. (2018) Myricetin 
enhances on apoptosis induced by serum deprivation in PC12 cells mediated by mitochondrial 
signaling pathway. Environmental Toxicology and Pharmacology, 57, 175-180. (2017/12/16) 

Tei, S., Sugimoto, A., Liang, M., Yonenobu, H., Matsuura, Y., Oosawa, A., Sato, H., Fujinuma, J., 
Maximov, T. C. (2017) Radial growth and physiological response of coniferous trees to Arctic 
amplification. Journal of Geophysical Research-Biogeosciences, 122, 2786-2803. (2017/9/19) 

Tei, S., Sugimoto, A., Yonenobu, H., Matsuura, Y., Oosawa, A., Sato, H., Fujunuma, J., Maximov, T. C. 
(2017) Tree-ring analysis and modeling approaches yield contrary response of circumboreal forest 
productivity to climate change. Global Change Biology, 23, 5179-5188. (2017/5/16) 

Terui, A., Negishi, J. N., Watanabe, N., Nakamura, F. (2018) Stream resource gradients drive 
consumption rates of supplemental prey in the adjacent riparian zone. Ecosystems, 21, 772-781. 
(2017/8/27) 

Traore, A., Watanabe, T. (2017) Modeling determinants of urban growth in Conakry, Guinea: A spatial 
logistic approach. Urban Science, 1(2), 12. (2017/4/6) 

Trencher, G., Vincent, S., Bahr, K., Kudo, S., Markham, K., Yamanaka, Y. (2018) Evaluating core 
competencies development in sustainability and environmental master's programs: An empirical 
analysis. Journal of Cleaner Production, 181, 829-841. (2018/1/20) 

Tsuyuzaki, S., Iwahana, G., Saito, K. (2018) Tundra fire alters vegetation patterns more than the 
resultant thermokarst. Polar Biology, 41, 753-761. (2017/12/16) 

Uson-Lopez, R. A., Kataoka, S., Mukai, Y., Sato, S., Kurasaki, M. (2018) Melinjo (Gnetum gnemon) 
seed extract consumption during lactation improved vasodilation and attenuated the 
development of hypertension in female offspring of fructose-fed pregnant rats. Birth Defects 
Research, 110(1), 27-34. (2017/7/20) 

Wemple, B. C., Browning, T., Ziegler, A. D., Celi, J., Chun, K. P. S., Jaramillo, F., Leite, N. K., 
Ramchunder, S. J., Negishi, J. N., Palomeque, X., Sawyer, D. (2018) Ecohydrological disturbances 
associated with roads: Current knowledge, research needs and management concerns with 
reference to the tropics. Ecohydrology, 11, e1881. (2017/6/6) 

Yamanaka, Y., Shimamura, M. (2017) Establishing the brand-new trans-graduate education frame: 
Challenges of Hokkaido University "Nitobe School Program". International Journal of 
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Institutional Research and Management, 1(2), 37-53. (2017/9/1) 
Yamashita, A., Sasaki, T., Tanaka, S. (2017) Electrochemical synthesis and immobilization of a 

beadwork-like Prussian Blue on carbon fiber and the removal of cesium. Journal of 
Environmental Chemical Engineering, 5, 2912-2920. (2017/5/28) 

Yokomizo, H., Takada, T., Fukaya, K., Lambrinos, J. (2017) The influence of time since introduction 
on the population growth of introduced species and the consequences for management. 
Population Ecology, 59, 89-97. (2017/5/4) 

 
＜平成 28 年度報告書以前の記載漏れ＞ 
Haque, Md. E., Gomi, T., Sakai, M., Negishi, J. N. (2017) Developing a food web-based transfer factor 

of radiocesium for fish, whitespotted char (Salvelinus leucomaenis) in headwater streams. 
Journal of Environmental Radioactivity, 172, 191-200. (2017/2/22) 

Haque, Md. E., Gomi, T., Sakai, M., Negishi, J. N. (2018) Seasonal variation in food web-based 
transfer factors of radiocesium in white-spotted char (Salvelinus leucomaenis) from headwater 
streams. Landscape and Ecological Engineering, 14, 45-53. (2016/12/28) 

Higuchi, Y., Yamanaka, Y. (2017) Collaborative knowledge production development and action design 
between university researchers and local stakeholders in food tourism: a study of the practical 
value of tacit knowledge sharing. BEST EN Think Tank XVII, 207-223. (2017/3/13) 

Hoshi, K., Ukita, J., Honda, M., Iwamoto, K., Nakamura, T., Yamazaki, K., Dethloff, K., Jaiser, R. 
Handorf, D. (2017) Poleward eddy heat flux anomalies associated with recent Arctic sea ice loss. 
Geophysical Research Letters, 44, 446-454. (2016/12/13) 

 
≪その他の論文・著書≫ 
Yap, C. K., Cheng, W. H., Toyoda, K. (2018) Ecological risk assessments of heavy metals in the surface 

sediment between the artificial granite rocky shore of Tanjung Harapan, Selangor: Impact of 
anthropogenic activities. Sediment Watch: Monitoring, Ecological Risk Assessment and 
Environmental Management, Editors: Chee Kong Yap, Nova Science Publishers (ISBN: 978-1-
53613-856-6) 

佐藤友徳 (2018) 北海道の気候. 日本気候百科. (2017/12/1) 
呉廸, 佐藤友徳 (2017) 気象庁の視程観測データを用いた冬季視程の統計解析. 北海道の雪氷, 36, 133-

136. (2017/9/1) 
初塚大輔, 佐藤友徳 (2017) アンサンブル気候予測データを用いた日本周辺の月降水量極端事象の将来

変化. 細氷, 63, 80-81. (2017/8/16) 
松下侑未, 初塚大輔, 佐藤友徳, 吉田康平, 石井正好, 水田亮 (2017) 北海道周辺における台風通過頻度

の将来変化に関する要因解析. 細氷, 63, 96-97. (2017/12/7) 
渡辺悌二, 上野健一 (2017) 山岳（Martin Price 著）. サイエンスパレットシリーズ, 丸善. (2017/4/10) 
日本海洋学会 (編集委員, 著者を担当として) 上野洋路, 小埜恒夫, 森岡優志, 藤井直紀, 藤井賢彦, 轡田

邦夫, 原田尚美 (2017) 海の温暖化 —変わりゆく海と人間活動の影響—, 朝倉書店, 154pp. (編集

委員, 4 章執筆を担当) 
 
＜平成 28 年度報告書以前の記載漏れ＞ 
Watanabe, T., 他 16 名 (2017) Asahi-dake. Alice Inc. (2016/12/1) 
 
 
地球圏科学部門 
≪学術論文（査読有り）≫ 
Cheung, S., Suzuki, K., Saito, H., Umezawa, Y., Xia, X., Liu, H. (2017) Highly heterogeneous 

diazotroph communities in the Kuroshio Current and the Tokara Strait, Japan. PLOS ONE, 12, 
e0186875. (2017/10/9) 
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３ 研究助成・外部資金 
 
３－１ 科学研究費補助金 
 
１） 応募件数（新規） 

                                       （単位：件） 

種類 応募件数  

基盤研究（Ｓ） 0  

基盤研究（Ａ）（一般） 2  

基盤研究（Ａ）（海外） 0  

基盤研究（Ｂ）（一般） 10  

基盤研究（Ｂ）（海外） 4  

基盤研究（Ｂ）（特設） 0  

基盤研究（Ｃ）（一般） 7  

基盤研究（Ｃ）（特設） 0  

挑戦的研究（開拓） 2  

挑戦的研究（萌芽） 7  

若手研究（Ａ） 0  

若手研究（Ｂ） 4  

新学術領域研究（新規研究領域）（計画研究）（総括班除く） 5  

新学術領域研究（公募研究） 5  

特別研究員奨励費 0  

計 46  

   

 
２）決定件数・金額 

          （単位：件（円）） 

種類 決定件数（交付決定額）  

新学術領域研究 1  （2,340,000）  

基盤研究（Ｓ） 1 （32,500,000）  

基盤研究（Ａ） 2 （23,660,000）  

基盤研究（Ｂ） 9 （48,230,000）  

基盤研究（Ｃ） 11 （15,600,000）  

挑戦的萌芽研究 5 （7,150,000）  

若手研究（Ａ） 3 （15,600,000）  

若手研究（Ｂ） 3 （4,290,000）  

特別研究員奨励費 9  （7,000,000）  

研究活動スタート支援 1  （1,430,000）  

計 45（157,800,000）  
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３）科学研究費補助金一覧 
                                            (単位：円) 

研究種目  研究代表者名 研究課題名 金額 
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単位・集積設計を基盤とする金サブナノク

ラスターのキラル化学 
2,340,000 

基盤研究(S)  

（1 件） 
長谷部文雄 

熱帯対流圏界層内大気科学過程に関する力

学的・化学的抽象の統合 
32,500,000 

基盤研究（Ａ） 

（2 件） 

工藤  岳 
ハナバチ送粉系の生態系機能の解明：植物

群集の開花構造と形質進化 
10,660,000 

山本 正伸 
別府湾柱状堆積物の解析にもとづく過去 

８００年間の太平洋十年規模変動の復元 
13,000,000 

基盤研究（Ｂ） 

（9 件） 

渡辺  豊 
海洋の炭酸系物質の準リアルタイムな時空

間高解像度マッピングの展開に関する研究 
2,860,000 

高田 壯則 
生活史行列ビッグデータを用いた植物個体

群の比較統計解析 
5,200,000 

山本 正伸 
ボルネオ島泥炭掘削：過去 4000 年間の熱帯

大気対流活動の復元 
4,160,000 

山下 洋平 
地表層炭素循環の鍵を握る海洋燃焼起源有

機物の存在量と動態の解明 
3,380,000 

沖野 龍文 
含ハロゲン船底防汚物質のケミカルバイオ

ロジー 
4,420,000 

渡邉 悌二 
アジアの山岳社会の持続性：巨大山塊の南

北比較 
5,980,000 

野呂 真一郎 
飽和炭化水素アルカンガスを選択的に吸着

する多孔性金属錯体の合成と気候解明 
11,440,000 

石川 守 
地域生態資源の動態評価に適用できる永久

凍土分布図の作成 
8,060,000 

 鈴木 仁 
ミャンマー産住家性ネズミ類の系統解析と

自然史の統合的理解 
2,730,000 

基盤研究（Ｃ） 

（11件） 

平田 貴文 
画像処理技術と生物光学を融合した新型海

洋一次生産者別基礎生産算出アルゴリズム 
1,300,000 

谷本 陽一 
循環境界上での海上風の変調が海洋循環系

へ及ぼす影響 
1,170,000 

吉森 正和 
将来の気候変動における熱帯外から熱帯へ

のテレコネクションメカニズムの解明 
1,170,000 

久保木芳徳 
リン酸化したキチン糖質を利用したチタン

結合性骨形成蛋白の創製 
1,560,000 

鈴木  仁 
小型哺乳類の毛色関連遺伝子群の進化的動

態把握と系統地理マーカーの開発 
1,560,000 
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野田 隆史 

大規模長期連続調査による東北地方太平洋

沖地震後の潮間帯生物群集の回復過程の解

明 

1,560,000 

松田 冬彦 
作用機序解明を指向したクロロスルフォリ

ピッド蛍光プローブの合成研究 
1,690,000 

藤原 正智 
過去の大規模火山噴火にともなう気候変動

の研究 
1,430,000 

堀之内 武 新しい渦位診断による気象力学の深化 1,560,000 

水田 元太 
西岸境界流続流における組織的流れの形成

メカニズムに関する研究 
1,040,000 

工藤 岳 
フェノロジカルミスマッチの発生メカニズ

ムと送粉系機能への影響評価 
1,560,000 

挑戦的萌芽研究 

（5 件） 

小西 克明 
自己組織構造形成に駆動される二重ラセン

型廃位高分子の精密合成 
1,820,000 

渡邉 悌二 
持続的観光への展開を目指した協動型登山

道維持管理プラットフォームの構築 
780,000 

小泉 逸郎 
進化から紐解く骨の謎：魚類における骨細

胞の獲得・喪失パタンと適応的意義 
650,000 

森川 正章 
新奇な水生植物－微生物相互作用の発見と

理解 
1,820,000 

越川 滋行 模様の機能を考える 2,080,000 

若手研究（Ａ） 

（3 件） 

佐藤 友徳 
日本およびアジア地域における過去の地域

気候変動のアトリビューション 
2,470,000 

七分 勇勝 
配位子クリップ法による金クラスターの形

状転換とその光応答 
7,410,000 

三輪 京子 
植物内のホウ素要求量を低下させる分子基

盤 
5,720,000 

若手研究（Ｂ） 

（3 件） 

加藤 優 
表面分光酵素電気化学による金属酵素－電

極界面の理解 
650,000 

甲山 哲生 
季節的な環境変動に対する植物の適応機構

の解明 
910,000 

川西 亮太 
寄生生物の絶滅危惧度を評価する：宿主の

既存標本を活用した新規アプローチ 
2,730,000 

特別研究員奨励費 

（9 件） 
滝沢 侑子 

物質循環・環境変遷を正確に解析するため

の脂肪酸の分子内炭素同位体比測定法の開

発 

900,000 
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鍵谷 進乃介 

植物共生細菌の遺伝変異がもたらす自然選

択と間接遺伝効果による森林生態系機能の

制御 

100,000 

大原 隆之 
植物概日時計の位相応答：その適応的意義

と地理的変異 
800,000 

両角 友喜 
北極圏陸域植生のリモートセンシングによ

る植生変動解析及び陸域メタン放出量推定 
600,000 

相原（尾島） 

いづみ 

ビタミン B6代謝酵素の変異植物体を用いた

ホウ素の新規生理機能の解明 
800,000 

船川 寛矢 
ホウ素要求量低下による植物への新たなホ

ウ素欠乏耐性の付与 
800,000 

富安 信 

ニシンの自然産卵は守れるか？超音波テレ

メトリーによる産卵床・産卵場選択性の検

証 

1,000,000 

内田 健太 

餌付け・人馴れが都市生物の攻撃性の上昇

をもたらすのか？エゾリスを用いた実証研

究 

1,100,000 

杉内 瑞穂 
集積化を駆動力とするサブナノ金クラスタ

ーの波長変換機能の制御 
900,000 

研究活動スター

ト支援（1件） 
大友 亮一 

酸塩基点集積型多元機能触媒を用いるバイ

オマス由来の新規炭素骨格構造の効率的合

成 

1,430,000 

小  計 157,800,000 

 
 
４）他機関からの分担金 

                                                                  （単位：円） 

研究種目 研究代表者名 研究課題名 金額 

新学術領域研究 

（１件） 
吉森 正和 南極氷床・海洋・気候の統合的モデリング 1,300,000 

基盤研究（S）

（2 件） 

三輪 京子 
植物の無機栄養ホメオスタシスと成長の統

合的理解と仮説検証 
650,000 

吉森 正和 
過去の大規模な気候変動における氷床・海

洋・大気の相互作用の解明 
3,250,000 

基盤研究（A） 

（6 件） 

谷本 陽一 東アジアの人為起源エアロゾルの間接効果 910,000 

入野 智久 

数百年～数千年スケールの東アジアモンス

ーン変動の出現時期、時代変化とその制御

要因 

520,000 
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山本 正伸 
NADWの初期発達史：太平洋流入仮説の提唱

から検証まで 
130,000 

石川  守 
植生景観構造を考慮した東ユーラシア永久

凍土変化の広域評価 
455,000 

野呂 真一郎 
新規 MoPOM連結型細孔性無機結晶の創出と

酸化還元ダイナミズム 
1,040,000 

堀之内 武 
金星探査機と地上観測の連携による金星大

気の物質循環の解明 
260,000 

基盤研究（B） 

（７件） 

藤井 賢彦 
日本沿岸域における海洋酸性化の実態と水

産生物／生態系への影響解明 
260,000 

露崎 史朗 
超多重分光画像を用いた釧路湿原の生物多

様性ホットスポット植物群落分類 
650,000 

藤井 賢彦 

海底湧水が支える沿岸域の生物多様性と生

物生産：高次生産への貢献度評価と将来予

測 

650,000 

山本 正伸 

気候ジャンプ時における海水温の季節変動

幅の時系列変動と大陸氷床形成のタイミン

グ 

260,000 

山本 正伸 
温室地球と氷室地球の分岐点：カナダ太平

洋沿岸白亜系の水温変動記録から探る 
260,000 

谷本 陽一 
夏季太平洋における多層雲・放射・降水過

程と海洋混合層の相互作用の解明 
390,000 

藤原 正智 
気候変動に伴う赤道準２年振動の変化メカ

ニズムの解明 
390,000 

基盤研究（C） 

（1 件） 
工藤  岳 

気候変動による急速な高山植生変化の検出

とそのメカニズム解明のモデル構築データ

解析 

325,000 

挑戦的萌芽研究 

 （1件） 
中村  哲 

北極振動と南極振動の「メタ・テレコネク

ション」～両半球をつなぐ航路は何か～ 
247,000 

小  計 11,947,000 

 
 

３－２ 受託研究，受託事業，共同研究 

受託研究                              （単位：円） 

研究担当者 研究題目 機関名 受託料 

森川 正章 共生微生物を活用したウキクサお

よびミドリムシ生産技術の開発 

国立研究開発法人 
科学技術振興機構 

14,352,000 
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八木 一三 「ナノ材料科学環境拠点」（新規電

極触媒開発）  
国立研究開発法人 
物質・材料研究機構 

8,000,000 

梅澤 大樹 海洋生物の防御機能を模倣したバ

イオマス循環型船底付着阻害剤の

合成的模索研究 

独立行政法人 
環境再生保全機構 

3,015,000 

平田 貴文 Calibration, validation and 
application of the GCOM-C/SGLI 
ocean algorithms 

国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構 

5,160,000 

堀之内 武 水輸送に係る対流圏上層ジェット

の力学的メカニズムの解明 

国立大学法人東京大学 7,346,000 

八木 一三 触媒・電解質・MEA の解析、セル

評価 

国立研究開発法人 
新エネルギー・産業技術

総合開発機構 

25,265,760 

鈴木 光次 我が国の魚類生産を支える黒潮生

態系の変動機構の解明 

国立研究開発法人 
水産研究・教育機構 

9,927,234 

山中 康裕 全球植物プランクトンサイズモデ

ルの構築 

国立研究開発法人 
科学技術振興機構 

6,500,000 

藤井 賢彦 「統合的気候モデル高度化研究プ

ログラム」統合的ハザード予測 

国立大学法人京都大学 4,300,000 

甲山 隆司 荒廃泥炭湿地林の生態系サービス

の修復オプションの評価・開発 

国立大学法人京都大学 3,400,000 

佐藤 友徳 気候変動適応技術社会実装プログ

ラム（信頼度の高い近未来予測技

術の開発及び超高解像度ダウンス

ケーリング技術の開発） 

国立研究開発法人 
海洋研究開発機構 

7,873,357 

渡辺 豊 平成２９年度放射性炭素分析技術

検討に関する調査 

公益財団法人 
海洋生物環境研究所 

4,717,440 

大原 雅 シーサイドパーク地区における森

林環境の現況 

広尾町 300,000 

根岸 淳二郎 平成 29 年度 生物多様性の相補性

に基づく堤内地氾濫原水域の保

全・再生優先度評価手法の開発 

北海道開発局 

札幌開発建設部 

1,123,200 

山本 正伸 平成２９年度堆積物中炭化水素お

よび炭素同位体による CO2 漏出検

知技術に関する調査 

公益財団法人 
海洋生物環境研究所 

351,000 

亀山 宗彦 Study on the Distribution and its 
Controlling Factors of Dim 

KOREA POLAR 
RESEARCH INSTITUTE 

1,964,878 

山本 正伸 ベンガル湾 Exp.353 古環境復元 国立研究開発法人 
海洋研究開発機構 

312,000 
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山本 正伸 西部赤道太平洋 Exp.363 古環境復

元 

国立研究開発法人 
海洋研究開発機構 

1,146,200 

野呂 真一郎 PCP 賦形用バインダーの合成と賦

形体特性評価 

国立研究開発法人 
科学技術振興機構 

29,198,000 

川口 俊一 オンサイトで実用可能な全自動

SPR センサの開発 

ウシオ電機株式会社 500,000 

小  計 134,752,069 

    
     

受託事業                              （単位：円） 

研究担当者 研究題目 機関名 受託料 

石川 守 
豊田 和弘 
渡邉 悌二 

根岸 淳二郎 

アフリカの若者のための産業人材

育成イニシアティブ「修士課程お

よびインターンシップ」プログラ

ムに係る 2016年度北海道大学大学

院地球環境科学研究院特別プログ

ラム 

独立行政法人 

国際協力機構 
3,498,167 

石川守 High North Programme 

（極北プログラム） 
オスロ大学 2,653,000 

藤井賢彦 太平洋島嶼国リーダー教育支援プ

ログラム（Pacific-LEADS）に係る

2017年度北海道大学大学院地球環

境科学研究院特別プログラム 

独立行政法人 

国際協力機構 
1,000,000 

山中康裕 「トマム地区子育て世帯移住促進

事業」住民ワークショップ委託業

務 

占冠村 1,000,000 

石川 守 
豊田 和弘 
渡邉 悌二 

根岸 淳二郎 

アフリカの若者のための産業人材

育成イニシアティブ「修士課程お

よびインターンシップ」プログラ

ムに係る 2017年度北海道大学大学

院地球環境科学研究院特別プログ

ラム 

独立行政法人 

国際協力機構 
3,760,000 

藤井 賢彦 太平洋島嶼国リーダー教育支援プ

ログラム（Pacific-LEADS）に係る

2017年度北海道大学大学院地球環

境科学研究院特別プログラム 

独立行政法人 

国際協力機構 
1,500,000 

佐藤 友徳 

藏崎 正明 

研修員受入委託契約 

（イノベーティブ・アジア 教育

研究費） 

独立行政法人 

国際協力機構 
505,440 



- 39 - 
 

佐藤 友徳 

藏崎 正明 

研修員受入委託契約 

（イノベーティブ・アジア 就学

支援費） 

独立行政法人 

国際協力機構 
336,960 

小  計 4,256,000 

    
 
 

共同研究                              （単位：円） 

研究担当者 研究題目 機関名 受託料 

川口 俊一 抗体を高品質に固定化する「抗体

チップ固定化装置」の事業化 

矢部川電気工業株式会社 500,000 

神谷 裕一 ヘテロポリ酸触媒上でのメタクロ

レイン酸化反応機構の解明 

三菱レイヨン株式会社 1,000,000 

梅澤 大樹 イソニトリル化合物の合成並びに

技術指導 

三菱レイヨン株式会社 1,000,000 

鈴木 光次 Highly frequent and accurate 
observation of marine 
phytoplankton pigments and light 
regimes for the validation of 
SGLI/GCOM-C data 

国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構 

4,200,000 

森川 正章 義歯表面付着細菌の菌叢解析 小林製薬株式会社 1,430,000 

吉田 麿仁 産業的に有用な微生物の実用化に

関する研究 

株式会社ロム 1,200,584 

神谷 裕一 放射性保管溶液の安定化処理に向

けたアンモニウムイオンの分離・

分解に関する研究 

国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

199,720 

田中 俊逸 多孔質カーボンの電気化学的技術

応用ならびにセンシング 

日立化成株式会社 3,960,000 

森川 正章 微細藻類の生育および有用物質生

産を促進する微生物の共生培養に

係る実用利用技術の開発 

株式会社ユーグレナ 
国立大学法人山梨大学 

250,000 

八木 一三 カーボンへの官能基修飾によるア

イオノマー吸着制御と表面振動分

光法による構造解析の研究 

トヨタ自動車株式会社 1,492,260 

小  計 15,232,564 
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３－３ その他補助金 

                                  （単位：円） 

研究担当者 研究題目 機関名 金額 

佐藤 友徳 北極域研究推進プロジェクト 文部科学省 14,817,000  

山下 洋平 北極域研究推進プロジェクト 文部科学省 819,760  

平田 貴文 北極域研究推進プロジェクト 文部科学省 2,687,240 

山本 正伸 

アジアモンスーンの長期的変動に

関する共同研究（頭脳循環プログ

ラム） 

日本学術振興会 13,340,000 

加藤 優 
金属酵素の二面性に着目した木質

バイオマスの電気化学的物質変換 
ノーステック財団 400,000 

八木 一三 

界面におけるエネルギー変換に資

する多電子多プロトン移動電極触

媒 

日本学術振興会 150,000 

甲山 隆司 

東アジア亜熱帯・暖温帯多雨林樹

木群集の機能形質と個体群動態の

比較解析 

日本学術振興会 150,000 

小泉 逸郎 

気候変動で改変される種間相互作

用：サケ科魚類２種における温度

依存的競争 

日本学術振興会 150,000 

小  計  32,114,000  
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４ 研究員・RA 

４－１ 日本学術振興会特別研究員（DC2） 

                           （平成 29 年度に採用及び受入を行った研究員） 

 
 
 

４－２ 博士研究員（無給） 

 

 

 

氏  名 在籍期間（自） 在籍期間（至） 

野間野 史明 平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 4 月 30 日 

阿久津 公祐 平成 28 年 6 月 1 日 平成 29 年 5 月 31 日 

大瀧 みちる 平成 28 年 10 月 1 日 平成 29 年 9 月 30 日 

大瀧 みちる 平成 29 年 11 月 1 日 平成 30 年 10 月 31 日 

權 台五 平成 28 年 10 月 1 日 平成 29 年 9 月 30 日 

LOPEZ, JULIUS ADAM VELASCO 平成 29 年 1 月 1 日 平成 29 年 9 月 25 日 

陳 曦 平成 29 年 2 月 1 日 平成 29 年 9 月 30 日 

遠藤 寿 平成 29 年 4 月 1 日 平成 29 年 4 月 30 日 

Byamba Bolorchimeg 平成 29 年 10 月 1 日 平成 30 年 9 月 30 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

４－３ 博士研究員（有給） 

資格 氏 名 研究課題 採用期間 備考 

DC2 富安 信 
ニシンの自然産卵は守れるか？超音波テレメト

リーによる産卵床・産卵場選択性の検証 
H29.4.1 ～

H31.3.31 

 

DC2 内田 健太 
餌付け・人馴れが都市生物の攻撃性の上昇をも

たらすのか？エゾリスを用いた実証研究 
H29.4.1 ～

H31.3.31 

 

DC2 
 

杉内  瑞穂 
 

集積化を駆動力とするサブナノ金クラスターの

波長変換機能の制御 
H29.4.1 ～

H31.3.31 

 
 



- 42 - 
 

 
 

４－４ RA 

 

 

５ 研究交流・国際交流 

氏  名 雇用期間（自） 雇用期間（至） 
中村 哲 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
ERDENEBAT ENKHBAT 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
初塚 大輔 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
増田 良帆 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
Belikov Dmitry 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
Rahul Narendra Jog 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
石原 知子 平成 30 年 3 月 21 日 平成 30 年 3 月 31 日 
松村 伸治 平成 29 年 4 月 1 日 平成 29 年 11 月 30 日 

氏    名 雇用期間（自） 雇用期間（至） 
Yan  Dong 平成 29 年 10 月 16 日 平成 30 年 3 月 31 日 
PETITBOIS Julie Gabrielle 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
NGUYEN VINH Xuan Tien 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 22 日 
Ta Huu Chinh 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
Nguyen Thi Hanh 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
Banik Subrata 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
Batar Amit Kumar 平成 29 年 8 月 22 日 平成 29 年 9 月 29 日 
Bui Thi Ngoc Oanh 平成 29 年 10 月 1 日 平成 30 年 2 月 28 日 
新宮原 諒 平成 29 年 10 月 16 日 平成 30 年 3 月 16 日 
李 勃豊 平成 29 年 11 月 13 日 平成 30 年 3 月 31 日 
李 光磊 平成 29 年 11 月 20 日 平成 30 年 3 月 30 日 
HUYNH THI CAM HONG 平成 30 年 1 月 15 日 平成 30 年 2 月 5 日 
芦 松 平成 30 年 1 月 24 日 平成 30 年 3 月 31 日 
李 梅花 平成 30 年 1 月 24 日 平成 30 年 3 月 31 日 
Hossain Mst Kaniz Fatima Binte  平成 29 年 10 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
三村 慧 平成 29 年 5 月 1 日 平成 30 年 3 月 22 日 
宮地 友麻 平成 29 年 5 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
小原 薬子 平成 29 年 5 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
シェハタ モハメド 平成 29 年 5 月 1 日 平成 30 年 3 月 22 日 
廣口 覚彦 平成 29 年 5 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
小船 茉理奈 平成 29 年 5 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 
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５－１ 共同研究 
 
統合環境科学部門 
 
《国際共同研究》 
地球環境側代表者：渡邉 悌二 
相手機関：キルギス共和国山岳地域開発研究センター，タジキスタン政府森林環境省，国連大学（ボン），

日本大学，信州大学，宮城大学 
国名：キルギス共和国, タジキスタン共和国, ドイツ連邦共和国 
研究課題名：「パミール山脈およびパミール・アライ山脈の持続的土地管理に関する研究」  
相手機関代表者：マクサト・アナルバエフ（キルギス共和国山岳地域開発研究センター・ドイツ・ベル

リン自由大学） 
 
地球環境側代表者：渡邉 悌二 
相手機関：トリブバン大学, The Himalayan Research Expedition 
国名：ネパール 
研究課題名：「ネパール，ドラカ地方の地震および洪水災害に関する研究」および「ネパール・ヒマラヤ

の氷河湖決壊洪水に関する研究」  

相手機関代表者：ナレンドラ・ラジ・カナール（トリブバン大学地理学教室） 

 

地球環境側代表者：沖野 龍文 
相手機関：マレーシアサバ大学熱帯生物保全研究所 
国名：マレーシア 
研究課題名：「サバ州の海洋シアノバクテリアの生物活性物質」  
相手機関代表者：Charles S. Vairappan（マレーシアサバ大学） 
 
地球環境側代表者：藤井 賢彦 
相手機関：UiT The Arctic University of Norway 
国名：ノルウェー 
研究課題名：「Permafrost change-Environmental effects and infrastructure development in the Arctic 
region」 
相手機関代表者：Bjørn Reidar Sørensen（UiT The Arctic University of Norway） 
 
地球環境側代表者：: Ram Avtar 
相手機関：  University Technology Mara (UiTM), Sabah, Malaysia and Woodman Group, Miri, 
Sarawak, Malaysia 
国名：Malaysia 
研究課題名: " Sustainable oilpalm production" 
相手機関代表者: Dr. Alex Korom, (UiTM) 
 
地球環境側代表者：豊田 和弘 
相手機関：農業連邦単科大学（エボニ州） 
国名：ナイジェリア 
研究課題名：「ナイジェリア・エボニ州の鉱山周辺で生産された玄米中の重金属濃度調査」  
相手機関代表者：John C. Nwite（ナイジェリア農業連邦単科大学） 
 
地球環境側代表者：豊田 和弘 
相手機関：ザンビア大学 
国名：ザンビア 
研究課題名：「ザンビア・カブウェ市における地下水と風成塵堆積物中の鉛同位体比測定」  
相手機関代表者：Imasiku A. Nyambe（ザンビア大学鉱山学部） 
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地球環境側代表者：藏崎 正明 
相手機関：Patuakhali Science and Technology University 
国名：バングラデシュ 
研究課題名：「沿岸地域の塩害と植物を用いた環境修復」  
相手機関代表者：Md. Shariful Islam（Patuakhali Science and Technology University） 
 

 
《国内共同研究》 

地球環境側代表者：沖野龍文 
相手機関：電力中央研究所・大阪市立大学 
研究課題名：「含ハロゲン船底防汚物質のケミカルバイオロジー」 
 
地球環境側代表者：沖野龍文 
相手機関：近畿大学・国立研究開発法人水産研究・教育機構 
研究課題名：「ニホンウナギの産卵環境を決める化学的要因の探索」 
 

地球環境側代表者：佐藤友徳 
相手機関：海洋研究開発機構 
研究課題名：「気候予測の不確実性を考慮したダウンスケーリング技術の開発」 

 
地球環境側代表者：佐藤友徳 
相手機関：三重大学、海洋研究開発機構 
研究課題名：「北極低気圧変動と大陸水循環の長期変化」 

 
地球環境側代表者：佐藤友徳 
相手機関：名古屋大学 
研究課題名：「北ユーラシアにおける降水の年々変動に対する大気と陸面の役割」 

 
地球環境側代表者：佐藤友徳 
相手機関：三重大学、JAXA、等 
研究課題名：「北東ユーラシアにおける降水観測ミッション陸域共同検証研究」 

 
地球環境側代表者：豊田 和弘 
相手機関：独立行政法人国立科学博物館 
研究課題名：「化学層序」 

 
地球環境側代表者：豊田 和弘 
相手機関：独立行政法人国立科学博物館 
研究課題名：「水生植物の化学分析による環境調査」 

 
地球環境側代表者：豊田 和弘 
相手機関：高知大学海洋コア総合研究センター 
研究課題名：「アフリカのザンビア共和国カブウェでの鉛汚染の分布や移動経路と汚染の歴史の解明」 
 

地球環境側代表者：藏崎正明 
相手機関：首都大・金沢医大 
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研究課題名：「マイクロウェーブ波及び電磁波の生体影響に関する研究：高温化における細胞内反応」 
 
地球環境側代表者：藏崎正明 
相手機関：青森県立保健大学 
研究課題名：「妊娠期低栄養におけるポリフェノール類の糖代謝改善機構の解明」 

 
 
 
地球圏科学部門 

 
《国際共同研究》 

地球環境側代表者: 山本 正伸 

相手機関：Brown University, Rutgers University, Ohio State University, University of Victoria, 

Yunnan University, University of Kiel  

国名：アメリカ合衆国，ニュージーランド，中国，ドイツ 

研究課題名：頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム「R2901 アジアモンスー

ンの長期的変動に関する共同研究」 

相手機関代表者：Steve Clemens, Yair Rosenthal, Leonid Polyak, Robert MaKay, Hongbo Zheng, 

Wolfgang Kuhnt. 

 

地球環境側代表者: 山本 正伸 

相手機関：Sarawak Tropical Peat Institute, University of Malaysia Trengannu, Geology and 

Mineral Agency of Malaysia  

国名：マレーシア 

研究課題名：科研費基盤Ｂ海外学術「ボルネオ島泥炭掘削：過去 4000年間の熱帯大気対流活動の復元」 

相手機関代表者：Lulie Meling, Hasrizal bin Shaari, Abudulah Sulaiman  

 

地球環境側代表者：藤原 正智 

相手機関：University of Oxford 

国名：英国 

研究課題名：「全球再解析データの比較検証」 

相手機関代表者：Lesley Gray  

 

地球環境側代表者：藤原 正智 

相手機関：NorthWest Research Associates / New Mexico Institute of Mining and Technology 

国名：米国 

研究課題名：「全球再解析データの比較検証」 

相手機関代表者：Gloria Manney 

 

地球環境側代表者：鈴木 光次  

相手機関：NASA  

国名：アメリカ合衆国 

研究課題名：「Highly frequent and accurate observations of marine phytoplankton pigments and 

light regimes using state-of-the-art technologies」 

相手機関代表者：Stanford B. Hooker 

 

地球環境側代表者：鈴木 光次  

相手機関：NASA  
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国名：アメリカ合衆国 

研究課題名：「Hybrid-Spectral Alternative for Remote Profiling of Optical Observations for NASA 

Satellites (HARPOONS)」 

相手機関代表者：Carlos Del Castillo  

 

地球環境側代表者：鈴木 光次  

相手機関：チェコ微生物学研究所  

国名：チェコ共和国 

研究課題名：「Estimation of primary productivity and phytoplankton photophysiology in coastal 

Oyashio waters」 

相手機関代表者：Ondřej Prášil 

 

地球環境側代表者：鈴木 光次  

相手機関：香港科技大学  

国名：中華人民共和国 

研究課題名：「Diversity of prokaryotic and eukaryotic microorganisms in the Pacific Ocean and 

its adjacent waters」 

相手機関代表者：Hongbin Liu 

 

地球環境側代表者：鈴木 光次  

相手機関：タスマニア大学  

国名：オーストラリア 

研究課題名：「Photosynthetic physiology and biogeochemistry of ice algae」 

相手機関代表者：Andrew McMinn 

 

地球環境側代表者：山下 洋平 

相手機関：Florida International University  

国名：アメリカ合衆国 

研究課題名：「光化学的評価を用いた溶存有機物動態の総合的解析に関する研究」 

相手機関代表者：Rudolf Jaffé  

 

地球環境側代表者：亀山 宗彦 

相手機関：Korea Polar Research Institute  

国名：韓国 

研究課題名：「北極海における硫化ジメチルの分布と挙動に関する研究業務」 

相手機関代表者：Jinyoung Jung 

 
地球環境側代表者：堀之内 武 
相手機関：Wisconsin 大等 
国名：アメリカ合衆国、日本 
研究課題名：「あかつき」による金星大気研究 
相手機関代表者：Sanjay Limaye 

 
 

 

《国内共同研究》 

地球環境側代表者：吉森 正和 
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相手機関：国立環境研究所, 東京大学, 海洋研究開発機構, 岡山大学 

研究課題名：「将来の気候変動における熱帯外から熱帯へのテレコネクションメカニズムの解明」 

 

地球環境側代表者：吉森 正和 

相手機関：東京大学 

研究課題名：「過去の大規模な気候変動における氷床・海洋・大気の相互作用の解明」 

 

地球環境側代表者：吉森 正和 

相手機関：国立極地研究所, 東京大学 

研究課題名：「熱ｰ水ｰ物質の巨大リザーバ 全球環境変動を駆動する南大洋・南極氷床」 

 

地球環境側代表者：吉森 正和 

相手機関：海洋研究開発機構 

研究課題名：「北極気候変動予測研究」 

 

地球環境側代表者：鈴木 光次 

相手機関：水産研究・教育機構，東京大学，東京海洋大学，長崎大学，鹿児島大学  

研究課題名：「我が国の魚類生産を支える黒潮生態系の変動機構の解明」 

 

地球環境側代表者：鈴木 光次 

相手機関：国立環境研究所  

研究課題名：「日米間の定期貨物船を用いた北太平洋表層の植物プランクトン群集の高頻度観測」 

 

地球環境側代表者：水田 元太 

相手機関：九州大学 

研究課題名：「海洋大循環の力学–エクマン層から中深層循環まで」 

 

地球環境側代表者：水田 元太 

相手機関：東京大学 

研究課題名：「北太平洋西部における深層流の擾乱に関する研究」 

 

地球環境側代表者：谷本 陽一  

相手機関：海洋研究開発機構 

研究課題名：「地球温暖化ハイエイタスの要因に関する研究」 

 

地球環境側代表者：谷本 陽一  

相手機関：東北大学、三重大学、長崎大学、海洋研究開発機構 

研究課題名：「多層雲・放射・降水過程と海洋混合層の相互作用の解明」 
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環境生物科学部門  

 
《国際共同研究》 
地球環境側代表者：高田 壮則 
相手機関： Oregon State University 
国名：アメリカ 
研究課題名：生活史行列ビッグデータを用いた植物個体群の比較統計解析 
相手機関代表者：John Lambrinos 
 
地球環境側代表者：高田 壮則 
相手機関：Oxford University 
国名：イギリス 
研究課題名：ランダム行列を用いた植物個体群の特性解析 
相手機関代表者：Robert Salguero-Gomez 

 
地球環境側代表者：甲山 隆司 
相手機関：Norwegian University of Life Sciences 
国名：ノルウェー 
研究課題名：「生物集団の死亡・加入速度推定値のバイアス解析」 
相手機関代表者：Douglas Sheil 
 
地球環境側代表者：甲山 隆司 
相手機関：National Dong Hwa University 
国名：中華民国（台湾） 
研究課題名：「亜熱帯多雨林構成種の機能形質とデモグラフィーの解析」 
相手機関代表者：I-Fang Sun 
 
地球環境側代表者：甲山 隆司 
相手機関：University of California, Berkeley 
国名：アメリカ合衆国 
研究課題名：「熱帯多雨林樹種のサイズ構造とデモグラフィーの対応」 
相手機関代表者：Matthew D. Potts 
 
地球環境側代表者：工藤 岳 
相手機関：National Taiwan University 
国名：中華民国（台湾） 
研究課題名：「山岳生態系における植物群集のフェノロジー構造の形成メカニズム」 
相手機関代表者：Chun-Neng Wang 
 
地球環境側代表者：鈴木 仁 
相手機関：ヤンゴン大学 
国名：ミャンマー連邦共和国 
研究課題名：「ミャンマーのハツカネズミ属の種および遺伝的多様性の研究」 
相手機関代表者：Thida Lay Thawe 
 
 
地球環境側代表者：森川 正章 
相手機関：Chulalongkorn University 
国名：タイ王国 
研究課題名：「海洋より単離したバイオサーファクタント生産酵母の多様性に関する研究」 
相手機関代表者：Jiraporn Thaniyavarn 
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地球環境側代表者：森川 正章  
相手機関：Kasetsart University 
国名：タイ王国 
研究課題名：「共生微生物を活用した水生バイオマスの効率生産」 
相手機関代表者：Chanita Boonmak 
 
地球環境側代表者：山崎 健一  
相手機関：アルアズール大学 
国名：エジプト・アラブ共和国  
研究課題名：「合成生物学的手法を用いた汚染水からの重金属の除去の研究」 
相手機関代表者：Prof: Sameir Ateia Zaahkouk 
 
 

《国内共同研究》 
地球環境側代表者：工藤 岳 
相手機関：富山大学 
研究課題名：「開花フェノロジー構造の形成メカニズム」 
 
地球環境側代表者：工藤 岳 
相手機関：東京農業大学 
研究課題名：「被子植物の雌雄異株性への進化プロセス」 
 
地球環境側代表：大原 雅 
相手機関：弘前大学，新潟大学，山形大学 
研究課題名：「林床植物の生活史モノグラフ研究—エンレイソウ属植物を事例にー」 
 
地球環境側代表：大原 雅 
相手機関：愛知教育大学，新潟大学 
研究課題名：「食虫植物ナガバノイシモチソウの生活史に関する生態遺伝学的研究」 
 
地球環境側代表：野田 隆史 
相手機関：鹿児島大学，水産研究教育機構，統計数理研究所 
研究課題名：「岩礁潮間帯生物群集の動態に関する研究」 
 
地球環境側代表：野田 隆史 
相手機関：統計数理研究所 
研究課題名：「東北地方太平洋沖地震の潮間帯群集へのインパクト：地震前後の大規模調査による解明」 
 
地球環境側代表：鈴木 仁 

相手機関： RIKENバイオリソースセンター 

研究課題名：「日本産ハツカネズミの起源と列島内での二次的接触」 

 
地球環境側代表者：越川 滋行 
相手機関：基礎生物学研究所, 国立遺伝学研究所 
研究課題名：「ミズタマショウジョウバエ模様形成因子の探索」  
 
地球環境側代表：吉田 磨仁 

相手機関：株式会社ロム 

研究課題名：「長鎖多価不飽和脂肪酸生産微生物の実用化に関する研究」 
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地球環境側代表者：森川 正章 
相手機関：産業技術総合研究所，山梨大学，大阪大学，北里大学、京都大学、東北大学 
研究課題名：「共生微生物を活用した水生バイオマスの効率生産」 
 
地球環境側代表：三輪 京子 
相手機関：東京大学 
研究課題名：「植物の無機栄養ホメオスタシスと成長の統合的理解と仮説検証」 
 
地球環境側代表者：鷲尾 健司 
相手機関：兵庫県立大学 
研究課題名：「イネ種子の発芽を調節するホルモン作用と遺伝子機能」 

 
 
 
物質機能科学部門 

 

≪国際共同研究≫ 

地球環境側代表者：八木 一三 
相手機関：University of Illinois Urbana-Champaign 
国名：アメリカ合衆国 
研究課題名：「界面におけるエネルギー変換に資する多電子多プロトン移動電極触媒」 
相手機関代表者：Professor Andrew Alan Gewirth 
 
≪国内共同研究≫ 

地球環境側代表者：小西克明 

相手機関：富山大学 

研究課題名：「金属クラスターの光ダイナミクス」 

 

地球環境側代表者：小西克明・七分勇勝 

相手機関：山口大学 

研究課題名：「層状化合物上でのクラスター配向構造の構築」 
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５－２ 各種研究会 

統合環境科学部門 

渡邉 悌二，乾燥アジアの環境変化に関する共同研究セミナー，中国・蘭州大学資源環境学院，2017年10

月4日,参加人数14名 

 
沖野 龍文，第12回化学生態学研究会，函館市，2017年6月23-24日，参加人数：約60名 

 

藤井 賢彦, 第3回沿岸生態系の評価・予測に関するワークショップ, 広島県竹原市, 2017年11月27-28

日, 参加人数：26名 
 
Ram Avtar, (2017) Oral speeches  

Applications of Geospatial data in environmental monitoring in Asia. International Conference on Remote Sensing and 

GIS Applications in Geosciences, Aligarh Muslim University, Aligarh, India (August 11-13th, 2017) 
 
Ram Avtar, (2018) Oral speeches  

Geospatial techniques to monitor peatland in Malaysia. Bogor Agriculture University, Indonesia (23 - 24 January, 2018) 
 
地球圏科学部門 

山本 正伸, International Monsoon Workshop, Shagnhai, China, September 7-10, 9, 参加人数：60

名 

 

山本 正伸, The second postcruise meeting of Interenational Ocean Discovery Program Expedition 

353, Bengaluru, India, October 6-10, 2017, 参加人数：40 名 

 

入野 智久, IODP Workshop “Land-Ocean Interactions Across the Indian Ocean: Toward Regional 

Integration of Recent Drilling Results”, July 10-12, 2017, University of Rhode Island, Narragansett, 

RI, USA, 参加人数：43名 

 

藤原 正智, SPARC Reanalysis Intercomparison Project (S-RIP) 2017 Workshop, Reading, UK, 

October 23-25, 2017, 参加人数：40 名 

 

堀之内 武 

地球流体データ解析・数値計算ワークショップ，2018 年 3月 22-24 日，京都大学数学教室（京都市），

３０名 

 
環境生物科学部門 

 
高田 壮則,  第 27 回日本数理生物学会大会開催,平成２９年１０月６日−８日, 第 27 回日本数理生物学会大

会（札幌・北海道大学） 
 
物質機能科学部門 

 
なし 
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５－３ サバティカル研修 

【平成２９年度】   
氏 名 職 名 所 属 期 間 

該当者なし    

 

 

 

５－４ 外国人研究者の来訪 

 
統合環境科学部門 

 
渡邉悌二 

・アメリカ合衆国，コロラド州立大学, Associate Professor, Stephen J. Leisz, 2018 年 3月 3日 
 
沖野 龍文 
・マレーシア, サバ大学教授,  Charles S. Vairappan, 2017 年 6 月 26 日—27 日 
 
藤井 賢彦 
・ノルウェー, UiT The Arctic University of Norway, Professor, Bjørn Reidar Sørensen, 2018 年 2 月 2-5 日 
・ノルウェー, UiT The Arctic University of Norway, Professor, Boy-Arne Buyle, 2018 年 2 月 2-5 日 
 
Ram Avtar 

 ・Dr. Tsutomu Tsuboi, General Manager, Nagoya Electric Works Co. Ltd. on Smart Cities in India and application of 

ICT  

・Dr. Ali Kharrazi, Assistanr Professor, University of Tokyo on Risilience Research- Emperical applications for Social, 

Environmental and Economic System. 

I have organized a meeting for collaboratve research with Prof. Leisz Stephen from Colorado State University to work 

on Telecoupling. 
 
藏崎 正明 
・バングラデシュ, Bangladesh Atomic Energy Commission Director General Dr. Mubarok Ahmad Khan, 2017 年 4 月

1 日—3 日 
 
田中 俊逸 
・ベトナム, Cantho University Rector Dr. Toan, 2017 年 10 月 2 日 
 
豊田 和弘 
・マレーシア共和国, Universiti Putra Malaysia, Assoc Prof Dr Chee Kong YAP, 2017 年 12 月 1 日—2 日 
 
地球圏科学部門 

 
山本 正伸 
・マレーシア, マレーシアトレンガヌ大学, 准教授, Hasrizal bin Shaari 博士, 2017 年 9 月 17 日-9 月 24
日 
・ニュージーランド, ビクトリア大学, ポスドク, Bella Duncan 博士,  2017 年 11 月 27 日-12 月 1 日 
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山本 正伸・入野 智久 
・中国, ビクトリア大学, ポスドク, Jianbo Chen 博士,  2017 年 1 月 25 日-1 月 27 日 
 
鈴木 光次 

・中国，香港科技大学，博士課程大学院生，Shunyan Cheung氏，2017年 4月 1日- 7月 11日 

・アメリカ合衆国， NASA，主任研究員， Stanford B. Hooker 博士，2017年 10月 17日-11月 10日 

 
 
環境生物科学部門 

 
なし 

 
 
物質機能科学部門 

 

八木 一三 

・スペイン，University of Alicante, Professor Juan Miguel Feliu，2017年5月12日 
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５－５ 協定 
 
国際交流：部局間交流協定                      

 国・地域名 機関名 締結日 備考 

1 アメリカ合衆国 
イリノイ大学大学院シカゴ校 
UIC Graduate College, The University of Illinois at 
Chicago 

平成5年7月14日 
（更新：平成29年3月31日)  

2 インドネシア共和国 パランカラヤ大学 
University of Palangka Raya 

平成7年3月16日 
（更新：平成9年12月13日) 
（更新：平成15年11月21日) 
（満了：平成18年8月25日) 

※ 

3 英国（イギリス） ノッティンガム大学 
University of Nottingham 

平成8年2月9日 
（廃止：平成14年2月6日）  

4 ネパール連邦民主共和国 トリブバン大学科学技術研究科 
Institute of Science and Technology, Tribhuvan University 

平成9年10月17日 
（更新：平成12年10月17日) 
（更新：平成16年1月20日） 
（満了：平成22年10月23日) 

※ 

5 中華人民共和国 
蘭州大学資源環境学院 
School of Earth and Environmental Sciences, Lanzhou 
University 

平成9年11月17日 
（更新：平成14年11月17日) 
（更新：平成19年11月17日) 
（満了：平成22年4月9日) 

※ 

6 マレーシア 
マレーシア・サバ大学科学技術研究科 
School of Science and Technology, Universiti Malaysia 
Sabah 

平成10年1月16日 
（廃止：平成15年1月15日）  

7 中華人民共和国 
厦門大学海洋科学・環境科学院 
College of Oceanography and Environmental Science, 
Xiamen University 

平成20年7月31日 
（更新：平成22年7月31日) 
（満了：平成22年11月24日) 

※ 

8 パキスタン・イスラム 
共和国 

カラチ大学 
Faculty of Science, University of Karachi 

平成20年9月29日 
（廃止：平成22年9月29日）  

9 ロシア連邦 
ロシア科学アカデミー極東支部・極東地質学研究所 
Far Eastern Geological Institute, Far Eastern Branch of 
Russian Academy of Sciences 

平成20年11月27日 
（更新：平成25年12月2日）  

10 ロシア連邦 
ロシア科学アカデミーシベリア支部・寒冷圏生物学研
究所 
Institute for Biological Problems of Cryolithozone, 
Siberian Branch of Russian Academy of Sciences 

平成20年12月2日 
（更新：平成26年1月16日）  

11 ロシア連邦 サハ共和国 
ヤクーツク国立大学 
Yakutsk State University 
（現 北東連邦大学 
North-Eastern Federal University） 

平成20年12月3日 
（満了：平成24年4月1日) ※ 

12 インドネシア共和国 
イスラム大学土木工学・計画学部 
Faculty of Civil Engineering and Planning, Islamic 
University of Indonesia 

平成20年12月11日 
（更新：平成22年12月15日） 
（更新：平成28年1月7日） 

 

13 モンゴル国 モンゴル科学アカデミー地理学研究所 
Institute of Geography of Mongolian Academy of Sciences 

平成21年2月18日 
（更新：平成26年5月15日）  

14 モンゴル国 

モンゴル国立大学生態学研究科 
Faculty of Biology, National University of Mongoria 
（現 モンゴル国立大学文化・科学学部および応用科
学・工学部 
School of Art and Sciences, and School of Applied Sciences 
and Engineering, National University of Mongoria） 

平成21年2月18日 
（更新：平成26年5月15日）  

15 モンゴル国 

モンゴル国家気象水文環境監視省水文気象研究所 
Institute of Meteorology and Hydrology of National 
Agency for Meteorological, Hydrolorogical and 
Environmental Monitoring 
（現 モンゴル国家自然環境省 水文気象研究所 
Institute of Meteorology and Hydrology, Ministry of 
Nature and Environment, Mongolia） 

平成21年2月19日 
（更新：平成26年5月16日）  

16 ロシア連邦 
ロシア科学アカデミーシベリア支部・メリニコフ 
永久凍土研究所 
Melnikov Permafrost Institute, Siberian Branch of  
Russian Academy of Sciences 

平成22年2月1日 
（更新：平成26年2月25日）  
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 国・地域名 機関名 締結日 備考 

17 ロシア連邦 

ロシア科学アカデミーシベリア支部・北方先住民
族研究所 
Institute of the Indigenous Peoples of the North, 
Siberian Branch of Russian Academy of Sciences 
（現 ロシア科学アカデミーシベリア支部・北方 
人文学・先住民研究所  
Institute for Humanitarian Research and Indigenous 
Peoples Problems of the Siberian Branch of Russian 
Academy of Sciences） 

平成22年2月1日 
（更新：平成26年2月25日）  

18 中華民国（台湾） 

国立成功大学永続環境科技研究センター 
国立成功大学環境工程学系 
Sustainable Environment Research Center, 
National Cheng Kung University 
Department of Environmental Engineering, 
National Cheng Kung University 

平成22年9月2日 
（廃止：平成28年3月31日）  

19 ロシア連邦 

ロシア科学アカデミーシベリア支部・チュメニサ
イエンスセンター 
チュメニ石油ガス大学 
Tyumen Science Center, Siberian Branch of Russian 
Academy of Science  
Tyumen State Oil and Gas University 

平成22年11月22日 
（更新：平成27年11月21日) 
（廃止：平成30年2月16日) 

 

20 オランダ王国 自由大学地球生命科学科 
Faculty of Earth and Life Sciencies, Vrije Universiteit 

平成22年12月13日 
（廃止：平成28年10月4日）  

21 バングラデシュ人民共和国 
ジャハンギルナガル大学 数学・物理学部 
Faculty of Mathematical and Physical Sciences of 
Jahangirnagar University of Bangladesh 

平成24年1月26日  

22 ドイツ連邦共和国 
GEOMAR – ヘルムホルツ キール海洋研究セン
ター 
GEOMAR | Helmholtz Centre for Ocean Research 
Kiel 

平成24年5月31日 
（更新：平成29年11月10日)  

23 中華民国（台湾） 
国立東華大学環境学院 
College of Environmental Studies, National Dong Hwa 
University 

平成24年6月25日 
（満了：平成30年3月19日) ※ 

24 アメリカ合衆国 
ユタ大学大学院・ナノ研究所 
Graduate School/ Nano Institute of Utah, University 
of Utah 

平成25年1月22日 
（更新：平成30年1月22日)  

25 マレーシア 
マレーシア・サバ大学熱帯生物保全研究所 
Institute for Tropical Biology and Conservation, 
Universiti Malaysia Sabah 

平成26年2月5日  

26 マレーシア 
マレーシア大学テレンガヌ校海洋科学・環境科学
部 
School of Marine Science and Environment,Universiti 
Malaysia Terengganu 

平成26年9月29日  

27 ノルウェー王国 オスロ大学地球科学科 
Department of Geosciences,University of Oslo 平成27年2月16日  

28 中華人民共和国 
香港科技大学理学院 
School of Science, The Hong Kong University of 
Science and Technology 

平成27年12月28日  

29 アメリカ合衆国 
カリフォルニア大学サンディエゴ校スクリプス海
洋研究所 
Scripps Institution of Oceanography, University of 
California San Diego 

平成28年3月17日  

30 ノルウェー王国 
オスロ大学数学・自然科学部 
The Faculty of Mathematics and Natural 
Science 

平成29年7月13日  

31 中華人民共和国 
華東師範大学地球科学部 
Faculty of Earth Sciences, East China Normal 
University 

平成29年10月23日  

32 イタリア共和国 
トリノ大学農学，森林科学及び食品科学部 
Department of Agricultural, Forest and Food 
Science, University of Turin 

平成29年10月26日  

 国・地域名 機関名 締結日 備考 
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33 インドネシア共和国 
イスラム大学数学・自然科学部 
Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences,Islamic University of Indonesia 

平成30年2月27日  

※：後日，大学間交流締結 

 

 

 
 
 
国際交流：大学間交流協定 

 国・地域名 機関名 締結日 備考 

1 大韓民国 ソウル大学校 
Seoul National University 

平成9年10月1日 
（更新：平成14年10月1日） 
（更新：平成19年10月1日） 
（更新：平成29年10月1日） 

 

2 大韓民国 釜慶大学校 
Pukyong National University 

平成12年10月25日 
（更新：平成17年10月25日） 
（更新：平成22年10月25日） 
（更新：平成27年10月25日） 

 

3 インドネシア共和国 パランカラヤ大学 
University of Palangka Raya 

平成18年8月26日 
（更新：平成23年8月26日） 
（更新：平成28年8月26日） 

※ 

 中華人民共和国 南開大学 
Nankai University 

平成18年5月11日 
（更新：平成23年5月11日） 
（更新：平成28年5月11日） 

 

4 フィンランド共和国 オウル大学 
University of Oulu 

平成13年12月11日 
（参画：平成18年12月） 
（更新：平成24年1月） 
（更新：平成28年12月11日） 

 

5 スイス連邦 
スイス連邦工科大学 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich 
(ETH) 

平成19年6月13日 
（更新：平成23年5月30日） 
（更新：平成28年7月21日） 

※ 

6 ロシア連邦 
極東連邦総合大学 
Far Eastern Federal University 
（現 極東連邦大学  
Far Eastern Federal University） 

平成19年11月12日 
（更新：平成26年9月25日）  

7 オーストラリア連邦 タスマニア大学 
University of Tasmania 

平成21年1月9日 
（更新：平成26年1月9日）  

8 ロシア連邦 
ロシア科学アカデミー極東支部 
Far Eastern Branch of the Russian Academy of 
Sciences 

平成21年7月23日 
（更新：平成26年7月23日）  

9 インドネシア共和国 ボゴール農科大学 
Bogor Agricultural University 

平成21年7月29日 
（更新：平成26年7月29日） 

 
 

10 中華人民共和国 蘭州大学 
Lanzhou University 

平成22年4月9日 
（更新：平成27年4月9日）  

11 アメリカ合衆国 ハワイ大学マノア校 
University of Hawaiʻi at Mānoa 

平成15年6月30日 
（参画：平成22年10月) 
（更新：平成25年6月30日） 

 

12 ネパール連邦民主共和国 トリブバン大学 
Tribhuvan University 

平成22年10月24日 
（更新：平成27年10月24日） ※ 

13 中華人民共和国 東南大学 
Southeast University 

平成22年10月29日 
（更新：平成27年10月29日） ※ 

14 中華人民共和国 厦門大学 
Xiamen University 

平成22年11月25日 
（更新：平成27年11月25日）  

15 中華人民共和国 中国海洋大学 
Ocean University of China 

平成23年2月3日 
（更新：平成28年2月3日）  

16 中華人民共和国 西北農林科技大学 
Northwest A&F University 

平成23年10月13日 
（更新：平成28年10月13日）  

17 中華民国（台湾） 国立中興大学 
National Chung Hsing University 

平成24年3月14日 
（更新：平成29年3月14日）  
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 国・地域名 機関名 締結日 備考 

18 ロシア連邦 北東連邦大学 
North-Eastern Federal University 

平成24年4月2日 
（更新：平成29年4月2日）  

19 大韓民国 成均館大学校 
Sungkyunkwan University 

平成24年12月27日 
（更新：平成29年12月27日)  

20 中華民国（台湾） 国立台湾海洋大学 
National Taiwan Ocean University 平成26年4月23日  

21 フィリピン共和国 フィリピン大学 
The University of the Phillippines 平成26年7月16日 ※ 

22 ミャンマー連邦共和国 パテイン大学 
Pathein University 平成27年6月29日  

23 マレーシア マレーシア・サバ大学 
Universiti Malaysia Sabah 平成28年4月12日 ※ 

24 中華民国（台湾） 国立東華大学 
National Dong Hwa University 平成29年6月7日 ※ 

※：責任部局として参画 
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５－６ 国際的な委員会等の委員 

統合環境科学部門 

 
渡邉 悌二，GLP Japan Nodal Office ディレクター（2010 年 1 月～） 
渡邉 悌二，ERDKUNDE 編集委員会 編集委員（2015 年 4 月～2017 年 3 月） 
渡邉 悌二，Land 編集委員会 編集委員（2016 年 8 月～2018 年 8 月） 
渡邉 悌二，Envvironments 編集委員会 編集委員（2014 年 4 月～2018 年 4 月） 
渡邉 悌二，Himalayan  Journal of Sciences 編集委員会  アドバイザー（2003 年～） 
渡邉 悌二，国際地理学連合山岳コミッション リエゾン（2012 年 9 月～2016 年 8 月） 
渡邉 悌二，GLP Mountain Working Group 設立委員（2017 年 10 月～） 

 
地球圏科学部門  

 
山本 正伸，国際深海科学掘削計画 科学評価委員（2015 年 1 月～2017 年 6 月） 
藤原 正智，WCRP Task Team for Intercomparison of ReAnalyses (TIRA) Member;co-chair 

（2016 年 10 月～ 2018 年 2 月） 
藤原 正智，International Ozone Commission (IO3C) Member（2016 年 9 月～）  
藤原 正智，Scientific Steering Comittee of the Ozone Data Quality Assessment (O3S-DQA)  

and the Jülich Ozone Sonde Intercomparison Experiment(JOSIE) Member 
（2016 年 7 月～）  

藤原 正智，International Commission on the Middle Atmosphere (ICMA) Member（2011 年 7 月～） 
藤原 正智，SPARC Reanalysis Intercomparison Project (S-RIP) Co-lead （2011 年 6 月～）  
藤原 正智，GRUAN Task Team Radiosonde Co-chair （2010 年～）  
藤原 正智，GCOS/AOPC, Working Group on GRUAN Member（2006 年 8 月～） 
藤原 正智，Journal of the Meteorological Society of Japan, Editorial Board Member（2006 年 7 月～） 
入野 智久，J-DESC 掘削航海専門部会 委員（2016 年 8 月～2018 年 3 月） 
山下 洋平，Editorial Board, Scientific Reports Editorial Board Member（2015 年 5 月～）  
山下 洋平，The North Pacific Marine Science Organization (PICES) WorkingGroup33  

（2017 年 6 月～） 
鈴木 光次，European Geosciences Union (EGU) 国際誌 Biogeosciences Associate Editor 

（2009 年～） 
鈴木 光次，BioGEOTRACES Japanese representative（2015 年～） 
鈴木 光次，国際誌 Frontiers in Marine Science Review Editor（2015 年～） 
鈴木 光次，国際誌 Frontiers in Earth Science Review Editor（2015 年～） 
鈴木 光次，Joint PICES/ICES Working Group on "Climate Change and Biologically-driven Ocean  

Carbon Sequestration” Japanese representative（2016 年～ 2018 年） 
鈴木 光次，Elsevier Advisory Panel Member（2016 年～） 
渡辺  豊，SOLAS(Surface Ocean-Lower Atmosphere Study)国内委員（2007 年 1 月～2018 年 12 月） 
渡辺  豊，MBER (Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research) 国内委員  

（2007 年 1 月～2018 年 12 月） 
 

環境生物科学部門 

 
鷲尾 健司，ポーランド国科学研究費審査委員(the National Science Center Poland) ポーランド国 

科学研究費審査員 （2017 年 4 月～ 2017 年 4 月） 
大原  雅，ベトナム国「カントー大学強化附帯プロジェクト」専門部会 専門部門員（環境）  

（2017 年 4 月～2018 年 3 月） 
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物質機能科学部門 

 
神谷 裕一，16th Korea-Japan Symposium on Catalysis, Organizing Committee Secretary 

（2016年4月～2017年6月） 
神谷 裕一，Frontier in Chemistry, Editorial Board  Associate Editor（2017年10月～） 
大友 亮一，16th Korea-Japan Symposium on Catalysis, Organizing Committee Local arrangement 

（2016年4月～2017年6月） 

 
 

５－７ 国際交流 その他 

 

統合環境科学部門 

 
藏崎正明・田中俊逸  
・ラーニングサテライト事業(インドネシア・ジョグジャカルタ Gadjah Mada University 相手側 

Mudasir教授他3名 参加学生 環境起学学生4名、Gadjah Mada University 10名 2017年9月19日
～29日) 
 
豊田 和弘 
・南アフリカのウラン汚染調査では、Mariette Liefferink という FEDERATION FOR A SUSTAINABLE 
ENVIRONMENT という NGO 組織の CEO に、現地出身の職員を紹介してもらい、現地調査に同行しても

らった。 
 
 
地球圏科学部門 

 

山本 正伸 

・Sampling party of the Interenational Ocean Discovery Program Expedition 363,College Station,  
USA, June 25-30, 2017, 参加人数：30名 

 

山本 正伸 

・Lecture, Ohio State University, USA, March 16, 2018, 参加人数：20名 

 

山本 正伸 

・研究打ち合わせ，University of Quebec, Montreal, Montreal, Canada, March 12-14, 2018, 参加人

数：4名 

 

山本 正伸・入野 智久 

・研究打ち合わせ，Brown University, Providence, USA, March 19-20, 2018, 参加人数：7名 
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山本 正伸・入野 智久 

・研究打ち合わせ，Rutgers University, New Brunswick, USA, March 22-23, 2018, 参加人数：5名 

 

鈴木 光次 

・オーストラリア・Antarctic Gateway Partnershipによるタスマニア大学への招へい 2018.2.12-20  

 

 

環境生物科学部門 
小泉 逸郎 
・インターンシップ生の受入れ（2017.5.7～6.17） 
  Audrey RICHER, フランス ポワティエ大学（修士学生） 
 
森川 正章 
・General lecture at Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 2017. 5. 15.  

“Environmental microbes” 
・Lecture at Sichuan University, Chengdu 四川大学，成都（中国）2017. 9. 28. 

“Mutualism could be a password for future biotechnology”,  
・Seminar at Chengdu Institute for Biology, Chengdu 成都生物学研究所，成都（中国）2017. 9. 29. 

“Hyperthermophilic archaea and their enzymes suggesting primitive living organisms"  
 
三輪 京子 
・日中若手女性研究者会議（2017.11.3～4、中国北京）に参加、講演 
 
 

物質機能科学部門 

 
なし 
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Ⅲ 教育活動 
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１ 学部での講義・演習 

統合環境科学部門 

講義名 単位数 担当教員 担当コマ数（1 コマ＝1.5 時間） 

気候変動を科学する 1 山中 康裕 1 

環境科学事始 
 2 

田中 俊逸 3 

露崎 史朗 2 

石川  守 2 

藤井 賢彦 1 

根岸淳二郎 1 

沖野 龍文 2 

豊田 和弘 1 

蔵崎 正明 1 

佐藤 友徳 1 

渡邉 悌二 1 

化学Ⅰ 
4 田中 俊逸 30 

4 豊田 和弘 30 

化学Ⅱ 4 沖野 龍文 30 

自然科学実験 2 田中 俊逸 30 

海と湖と火山と森林の自然 2 露崎 史朗 45 

エコキャンパス － 森林編 － 2 露崎 史朗 4.5 

HUSTEP (Hokkaido University  
Short-term Exchange Program.  
Introduction to Environmental Earth  
Sciences) 

2 
露崎 史朗 4.5 

藏崎 正明 3 

地球未来学 2 
石川 守 1 

藤井 賢彦 1 

フレッシュマンセミナー（一般教育演

習）趣味の視点から環境問題を考えよ

う 
2 藏崎 正明 15 

 

 

 



 
 

−63− 

 

 

地球圏科学部門 

講義名 単位数 担当教員 担当コマ数（1 コマ＝1.5 時間） 

一般教育演習 
（フレッシュマンセミナー） 
地球環境と北極域の科学 

1 

山本 正伸 3 

入野 智久 3 

山下 洋平 3 

 
気候変動を科学する 

1 

谷本 陽一 4 

藤原 正智 2 

長谷部文雄 4 

堀之内 武 1 

吉森 正和 2 

大気と海の環境変化 
 

1 

鈴木 光次 2 

力石 嘉人 2 

渡辺  豊 2 

亀山 宗彦 2 

山下 洋平 2 

西岡  純 2 

関   宰 2 

宮崎 雄三 2 

一般教育演習 
（フレッシュマンセミナー） 
海と空の流れの科学 

2 

久保川 厚 7 

水田 元太 4 

藤原 正智 4 

物理学Ⅰ 2 吉森 正和 15 

地球惑星科学Ⅱ 2 藤原 正智 15 
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地球惑星科学実験Ⅱ 2 
山本 正伸 6 

入野 智久 6 

地球環境学 2 
山下 洋平 3 

山本 正伸 3 

古海洋学 2 入野 智久 2 

海洋地質学 2 入野 智久 2 

自然科学実験 1 山本 正伸 18 

科学技術の世界 オゾン層破壊の気象

学 
2 長谷部 文雄 15 

現代地球惑星科学概論２ 2 
長谷部 文雄 8 

中村 知裕 8 
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環境生物科学部門 

講義名 単位数 担当教員 
担当コマ数（1 コマ＝1.5

時間） 

一般教育演習 
（フレッシュマンセミナー） 
極限環境微生物学入門 

2 森川 正章 3 

生物学 I 2 

三輪 京子 15 

山崎 健一 15 

森川 正章 16 

生物学Ⅱ 2 

越川 滋行 16 

鈴木  仁 16 

大原  雅 16 

野田 隆史 16 

細胞生物学概論 2 鈴木  仁 2 

現代生物科学への誘い I 2 森川 正章 1 

現代生物科学への誘いⅡ 2 

鈴木  仁 1 

大原  雅 1 

越川 滋行 1 

生物多様性概論 2 
大原  雅 8 

鷲尾 健司 2 

生態系における共生と多様性 2 大原  雅 8 

環境生物学Ⅰ 2 森川 正章 16 

環境分子生物学 2 
三輪 京子 7.5  

山崎 健一 7.5 

生態学実習 2+3 大原  雅 18 

環境生物学実習 2+3 

三輪 京子 10 

鷲尾 健司 9 

山崎 健一 10 

森川 正章 6 

遺伝学実習 2+3 吉田 磨仁 7.5 

多様性生物学Ⅱ 2 鈴木  仁 2 

多様性生物学Ⅲ 2 
大原  雅 8 

越川 滋行 7 
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細胞生物学Ⅰ 2 三輪 京子 5 

細胞生物学Ⅱ 2 山崎 健一 5 

機能生物学Ⅰ 2 森川 正章 5 

ゲノム科学 2 山崎 健一 5 

環境生物学Ⅱ 2 

大原  雅 5 

鈴木  仁 5 

越川 滋行 3 

生物の多様性 1 

鈴木  仁 1 

大原  雅 1 

野田 隆史 1 

自然科学実験（生物系） 2 

鷲尾 健司 8 

三輪 京子 2 

山崎 健一 2 

吉田 磨仁 8 

英語演習 英語で学ぶ生物学 2 
鷲尾 健司 2 

吉田 磨仁 1 

基礎生物学実習 3 鷲尾 健司 9 

国際交流科目Ⅱ 

海外留学Ⅱ（ラーニングサテライト） 
Bio-Robot Construction 

2 山崎 健一 15 

国際交流科目Ⅱ 
（サマーインスティチュート） 
Gene Designing 

1 山崎 健一 8 

細胞生物学概論 2 三輪 京子 2 

ヒグマ学入門  （環境と人間） 2 小泉 逸郎 1 
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物質機能科学部門 
講義名 単位数 担当教員 担当コマ数 

自然科学実験 2 

廣川  淳 15 

神谷 裕一 15 

小西 克明 15 

山田 幸司 15 

七分 勇勝 30 

坂入 信夫 15 

中田  耕 30 

梅澤 大樹 15 

八木 一三 15 

加藤 優 15 

大友 亮一 15 

化学 I 2 

八木 一三 15 

神谷 裕一 30 

廣川  淳 15 

川口 俊一 30 

七分 勇勝 15 

化学Ⅱ 2 

坂入 信夫 15 

松田 冬彦 30 

梅澤 大樹 15 

小西 克明 15 

山田 幸司 15 
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２ 卒業研究等指導 

統合環境科学部門 

指導教員：Ram Avtar 人数：３人（Co-supervisor of Ph D student２名を含む） 
 
地球圏科学部門 

指導教員：山本 正伸 人数：２人 

指導教員：山下 洋平 人数：１人 

指導教員：入野 智久 人数：1人 

 指導教員：吉森 正和 人数：2人 

指導教員：藤原 正智 人数：2人 

指導教員：堀之内 武 人数：1名 

 

＜特別研究学生指導＞ 
指導教員：亀山 宗彦 人数：1 人（中国、中国海洋大学 1 名） 

 

環境生物科学部門 
指導教員：森川 正章 人数：２人 

指導教員：大原  雅 人数：１人 

指導教員：鈴木  仁 人数：１人 

指導教員：山崎 健一 人数：１人 

指導教員：三輪 京子 人数：１人 

 

環境物質科学部門 

なし 

 

 

 

３ 研究生受け入れ状況 

３０名 
 
 

４ インターンシップ 

  道内４高専受入 ５名 
   海外インターンシップ研修生受入 ３名 
 
 

５ 研究指導受託学生 

４名 
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６ 非常勤講師 

 
 氏名（大学名） 

1 露崎 史朗（上智大学） 

2 露崎 史朗（東北師範大学） 

3 沖野 龍文（大阪市立大学） 

4 山中 康裕（天使大学） 

5 谷本 陽一（福岡大学） 

6 平田 貴文（北海道科学大学） 

7 大原  雅（京都大学） 

8 工藤  岳（東海大学） 

9 山崎 健一（蘭州大学） 

10 久保 拓也（京都大学） 

11 坂入 信夫（藤女子大学） 

12 松田 冬彦（北海学園大学） 

13 神谷 裕一（京都大学） 

 
 
 

７ ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）研修 

①平成２９年度地球環境科学研究院・環境科学院ハラスメント予防 FD 研修会 
 開催日時：平成３０年１月１１日（木）１５：００～１６：００ 
 出席者数：２７名 
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Ⅳ 社会貢献 
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１ 公開講座 

   タイトル：健康を目指す環境科学 
講義題目：「海に眠る薬」 

「汚染物質の除去・修復」 

「食品成分と健康」 
「環境と健康 -生活習慣病・老化-」 

「化学物質のリスク管理入門」 
「放射能健康被害と高レベル放射性廃棄物」 

 
 
 

２ 施設公開 

   タイトル： 知っておきたい環境科学 
期  間：平成２９年６月３日（土）～６月４日（日） 
参 加 者：１，３５５名  
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３ 国・地方公共団体等の委員 

 

1 露崎 史朗（北海道）  29 平田 貴文（気象庁） 

2 露崎 史朗（環境省） 
 

30 
平田 貴文（国立研究開発法人宇宙航空研

究開発機構） 

3 渡邉 悌二（日本学術会議） 31 堀之内 武（気象庁） 

4 渡邉 悌二（筑波大学山岳科学センター） 32 堀之内 武（公益社団法人日本気象学会） 

5 沖野 龍文（国立研究開発法人国立環境研究所） 33 堀之内 武（日本学術会議） 

6 田中 俊逸（北海道） 34 吉森 正和（日本学術会議） 

7 山中 康裕（北海道） 35 藤原 正智（日本学術会議） 

8 山中 康裕（日本学術会議） 36 藤原 正智（公益社団法人日本気象学会） 

9 山中 康裕（占冠村） 37 藤原 正智（気象庁） 

10 石川  守（日本学術会議） 38 入野 智久（日本学術会議） 

11 根岸淳二郎（関東地方環境事務所） 39 
入野 智久（国立研究開発法人海洋研究開

発機構） 

12 佐藤 友徳（公益社団法人日本気象学会） 40 
入野 智久（公益社団法人日本地球惑星科

学連合） 

13 佐藤 友徳（北海道開発局） 41 高田 壯則（奈良女子大学） 

14 佐藤 友徳（北海道） 42 大原  雅（札幌市教育委員会） 

15 藏崎 正明（石狩市） 43 大原  雅（北海道教育委員会） 

16 
藤井 賢彦（国立研究開発法人海洋研究開

発機構） 
44 

大原  雅（一般社団法人北海道大学出版

会） 

17 藤井 賢彦（公益財団法人笹川平和財団） 45 大原  雅（別海町教育委員会） 

18 藤井 賢彦（北海道） 46 大原  雅（釧路市教育委員会） 

19 藤井 賢彦（石狩市） 
47 野田 隆史（特定非営利活動法人個体群生

態学会） 

20 川西 亮太（一般社団法人日本生態学会） 
48 森川 正章（公益財団法人北海道科学技術

総合振興センター） 

21 鈴木 光次（日本海洋学会） 49 工藤  岳（環境省） 

22 長谷部文雄（公益財団法人ＪＡＬ財団） 50 工藤  岳（北海道地方環境事務所） 

23 谷本 陽一（気象庁） 51 小泉 逸郎（環境省） 

24 谷本 陽一（日本学術会議） 52 小泉 逸郎（南富良野町） 

25 谷本 陽一（公益社団法人日本気象学会） 53 山崎 健一（札幌市教育委員会） 

26 谷本 陽一（文部科学省） 54 神谷 裕一（公益社団法人石油学会） 

27 山本 正伸（石油技術協会） 55 神谷 裕一（一般社団法人触媒学会） 

28 渡辺  豊（名古屋大学） 56 廣川  淳（日本大気化学会） 
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Ⅴ 施設・設備 
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１ 図書 
 

図書（研究院の保有図書，新規購入図書） 
 冊数 

蔵書冊数（冊） 19,766 

増加冊数（冊） -35 

 
 
 

２ 主要研究機器 

 
【質量分析測定装置等】 
安定同位体比質量分析システム（MAT252 with CONFLOII,サーモ サイエンティフィック） 
安定同位体比質量分析システム（MAT253, サーモ サイエンティフィック） 
安定同位体比質量分析システム（delta-V, サーモ サイエンティフィック） 
安定同位体比質量分析システム（delta-S, サーモ サイエンティフィック） 
ICP質量分析計 （HP4500） 
ICP質量分析計 （SPQ-6500, Seiko） 
環境分子精密質量解析装置（micrOTOF focus, ブルガー ダルトニクス） 
LC/MS (LCQ classic/ HP1100, サーモ サイエンティフィック) 
MALDI-TOF-MS (AXIMA CFR, 島津製作所) 
ガス・蒸気吸着量測定装置（BELSORPseries，マイクロトラック・ベル ） 

 
【分子構造・化学結合決定関連装置等】 
円二色性分散計 （J720, 日本分光） 
遺伝子解析装置：塩基配列自動解析装置（3130 ジェネティックアナライザー，ABI; Applied Biosystems） 
フーリエ変換赤外分光装置（FTS 60A/ 896, Bio Red） 
CCD搭載型単結晶X線構造解析装置（SMART APEX II, ブルカー エイエックスエス） 
超伝導核磁気共鳴装置（AVANCEⅢ300Nanobay，ブルカー・バイオスピン） 
高分解能核磁気共鳴装置（Excalibur, 日本電子） 
X線光電子分光装置（XPS-7000, リガク） 

 
【元素・成分分析装置等】 
全自動栄養塩分析装置（QuAAtro, Bran-Luebbe） 
蛍光・発光・吸光測定装置（フルオロスキャンアセントFL/マルチスキャンJX，サーモ サイエンティフィッ

ク） 
全有機炭素系（TOC5000A，島津製作所） 

 
【顕微鏡】 
走査型電子顕微鏡（S-2400, 日立製作所） 
走査型プローブ顕微鏡（SPM，Nanoscope III, Veeco） 

 
【純水製造装置・培養室】 
蒸留水製造装置（オートスチル WA73, ヤマト） 
純水製造装置（Milli-RX45, ミリポア；Gradient-A10, ミリポア） 
水生生物培養室 
低バックグランドゲルマニウム半導体検出器 
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３ 施設等の安全管理  

 

３－１ 安全管理 
 

実施項目 
実施時期 

実施内容 
平成２９年度 

防災訓練 １０月１２日 
火災避難訓練，化学薬品吸着剤の取扱い，排風

機の取扱い，AEDの使用方法，防火・避難設

備の説明 

安全教育 ４月〜５月 

「安全の手引き」，「安全の手引きDVD
版」，「化学薬品の取扱いについて」，「安全

マニュアル 環境科学院」を活用して安全教育

を各研究室単位で実施 

職場巡視 １１月 

各研究室・実験室等における労働災害等を未然

に防止するため，及び、省エネルギーの意識を

高めるために，全ての実験室・居室等を対象に

実施 
 
 
  



 

 
 

−76− 

３−２ 施設配置図と避難経路 
※大学院地球環境科学研究院部分 

 
 

 
※矢印（←）は避難経路を示す 
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Ⅵ 規程・内規 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院規程 
 

平成１７年４月１日 
海大達第５０号 

   （趣旨）  
第１条  この規程は，国立大学法人北海道大学組織規則（平成 16 年海大達第 31 号）第 27 条の４第４項の規定

に基づき，大学院地球環境科学研究院（以下「本研究院」という。）の組織及び運営について定めるものとする。  
   （目的）  
第２条  本研究院は，地球環境問題の解決と対応に関する研究を行うことを目的とする。  
   （部門及び分野）  
第３条  本研究院に，次の部門及び分野を置く。  
    統合環境科学部門  
      自然環境保全分野  
      環境地理学分野  
      環境適応科学分野  
      実践・地球環境科学分野  
    地球圏科学部門  
      環境変動解析学分野  
      化学物質循環学分野  
      大気海洋物理学分野  
      気候力学分野  
    環境生物科学部門  
      陸域生態学分野  
      生態保全学分野  
      生態遺伝学分野  
      環境分子生物学分野  
    物質機能科学部門  
      生体物質科学分野  
      機能材料化学分野  
      分子材料化学分野  
   （職員）  
第４条  本研究院に，研究院長その他必要な職員を置く。  
   （研究院長）  
第５条  研究院長は，本研究院の専任の教授をもって充てる。  
２  研究院長は，本研究院の業務を掌理する。  
   （副研究院長）  
第６条  本研究院に，副研究院長を置く。  
２  副研究院長は，本研究院の専任の教授をもって充てる。  
３  副研究院長は，研究院長の職務を助け，研究院長に事故があるときは，その職務を代行する。  
   （教授会）  
第７条  本研究院に，本研究院に関する重要事項を審議するため，教授会を置く。  
２  教授会の組織及び運営については，教授会の議を経て，研究院長が別に定める。  
   （研究生）  
第８条  本研究院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は，本研究院において適当と

認め，かつ，支障のないときに限りこれを研究生として許可する。  
２  研究生の受入れについては，北海道大学研究生規程（平成３年海大達第３号）の定めるところによる。  
   （雑則）  
第９条  この規程に定めるもののほか，本研究院の運営に関し必要な事項は，教授会の議を経て，研究院長が定

める。  
附 則 
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  この規程は，平成 17 年４月１日から施行する。  
附 則（平成 19 年４月１日海大達第 141 号）  

  この規程は，平成 19 年４月１日から施行し，平成 18 年４月１日から適用する。  
附 則（平成 23 年４月１日海大達第 122 号）  

  この規程は，平成 23 年４月１日から施行する。 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院教授会内規 
 

〔平成 17 年４月１日制定〕 
   第１章  趣旨 
（設置） 

第１条 この内規は，北海道大学大学院地球環境科学研究院規程（平成 17 年海大達第 50 号）第７条第２項の規
定に基づき，北海道大学大学院地球環境科学研究院教授会（以下「教授会」という。）の組織及び運営について
定めるものとする。 

   第２章  教授会 
（構成） 

第２条 教授会は，北海道大学大学院地球環境科学研究院（以下「本研究院」という。）の教授，准教授，講師及
び助教をもって構成する。 

  （審議事項） 
第３条 教授会は，国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程（平成 27 年海大達

第 42 号。次項において「意見聴取規程」という。）第２条第１号及び第６号から第 10 号までに掲げる事項を

審議し，総長に意見を述べるものとする。 
２ 教授会は，前項に定める事項のほか，次に掲げる事項を審議する。 
  （1） 研究等の組織に関する事項 
  （2） 教員の人事に関する事項（意見聴取規程第２条第６号から第 10 号までに掲げる事項を除く。） 
  （3） その他本研究院の組織及び運営に関する重要事項 
  （会議の招集及び議長） 
第４条 研究院長は，教授会を招集し，その議長となる。 
２  研究院長に事故があるときは，副研究院長又はあらかじめ研究院長の指名する者がその職務を代行する。 
  （議事） 
第５条 教授会は，構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。ただし，外国出張中，海外研修
旅行中及び休職期間中により出席できない者は，定足数算定の基礎数に算入しない。 

２ 教授会の議事は，出席構成員の過半数をもって決するものとする。 
３ ２項の規定にかかわらず，定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は，その定めるところによる。 
（構成員以外の者の出席） 

第６条 教授会が必要と認めたときは，教授会に構成員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができ
る。 
（議事録） 

第７条 研究院長は，教授会の議事録を作成し，教授会の確認を得なければならない。 
（庶務） 

第８条 教授会の庶務は，環境科学事務部において処理する。 
      第３章 研究院長 
  （選考の時期） 
第９条 研究院長候補者の選考は，次の各号のいずれかに該当するときに，教授会の選挙によりこれを行う。 
  （1） 研究院長の任期が満了するとき。 
  （2） 研究院長の辞任の申出を教授会の議を経て総長が了承したとき。 
  （3） 研究院長が欠けたとき。 
２ 選挙は，前項第１号に該当するときは任期満了の日の 20 日前までに，同項第２号又は第３号に該当すると
きは速やかに行うものとする。 

３ 研究院長は，第１項第１号に該当するときは，教授会の議に基づき選挙の日時を決定し，選挙を行う日の 20
日前までに公示するとともに，選挙の有権者に通知しなければならない。ただし，やむを得ない場合には，教
授会の議に基づき，この期間を短縮することができる。 

  （被選考資格者） 
第 10 条  研究院長候補者の被選考資格者（以下「被選考資格者」という。）は，本研究院の教授とする。 
  （選考の方法） 
第 11 条  教授会は，前条に規定する被選考資格者を対象として投票により候補者を選考する。 
２ 前項の教授会は，構成員の３分の２以上の出席によって成立する。ただし，外国出張中，海外研修旅行中及
び休職期間中により出席できない者は，定足数算定の基礎数に算入しない。 

３ 投票は，単記無記名投票とし，代理投票は認めない。 
４ 定められた選挙の日時に投票することができない者（公示の前日から投票日まで引き続き海外渡航中である
者を除く。）は，あらかじめ研究院長が交付する用紙により投票することができる。 
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５  前項の投票は，開票時前に研究院長のもとに到着していなければならない。 
  （候補者の決定） 
第 12 条  研究院長候補者の決定は，次に定めるところによる。 
  （1） 有効投票の過半数を得た者を研究院長候補者とする。 
  （2） 有効投票の過半数を得た者がないときは，得票多数の２名の者（末位に得票同数の者がいる場合にあっ

ては，年長の者）について，出席した構成員により再投票を行い，得票多数の者を研究院長候補者とする。
ただし，得票同数であるときは，年長の者を研究院長候補者とする。 

  （任期） 
第 13 条  研究院長の任期は，２年とする。 
２ 研究院長は，再任されることができる。ただし，引き続き４年を超えることができない。 
      第４章  副研究院長 
  （候補者の選考） 
第 14 条 副研究院長候補者の選考については，第９条，第 10 条，第 11 条第１項，第２項及び第３項並びに第

12 条の規定を準用する。 
  （任期） 
第 15 条 副研究院長の任期は，２年とする。ただし，教授会が必要と認めた場合は，その任期の末日を，研究院
長の任期の末日以前とすることができる。 

２ 副研究院長は，再任されることができる。 
      第５章  研究院長補佐 
  （研究院長補佐の設置） 
第 16 条 研究院に研究院長補佐を置く。 
 （研究院長補佐の責務） 
第 17 条 研究院長補佐は，研究院長及び副研究院長を補佐し，研究院の運営にあたる。 
  （候補者の選考） 
第 18 条  研究院長補佐は研究院教授会構成員の中から若干名を置き、研究院長が任命する。 
  （任期） 
第 19 条 研究院長補佐の任期は，２年とする。ただし，教授会が必要と認めた場合は，その任期の末日を，研究
院長の任期の末日以前とすることができる。 

２ 研究院長補佐は，再任されることができる。 
      第６章  教員候補者の選考 
  （人事委員会の設置） 
第 20 条 研究院長は，教員の採用が必要となり，かつ採用可能となった場合は，教員候補適任者の選考を行わ

せるため，教員の採用を必要とする部門及び研究院にそれぞれ人事委員会を設置し，これらを教授会に報告し

なければならない。 
２  部門に設置した人事委員会は，教員候補適任者を決定したときは，速やかに研究院長に報告しなければなら
ない。 

３  研究院長は，前項の報告があったときは，研究院に設置した人事委員会において当該教員候補適任者の選考
内容について審議し，その結果を教授会に報告しなければならない。 

  （委任） 
第 21 条  教員候補者の選考について，前条に定めるもののほか必要な事項は，教授会の議を経て研究院長が別
に定める。 

  （候補者の決定） 
第 22 条 教授会は，研究院長の報告に基づき審議の上，教員候補者を決定する。 
２  前項の決定は，出席構成員の過半数の賛成によるものでなければならない。 
 
      第７章  雜則 
  （内規の改正） 
第 23 条  この内規は，教授会において出席構成員の３分の２以上の賛成がなければ，改正することができない。 
  （雑則） 
第 24 条  この内規に定めるもののほか，教授会の組織及び運営に関し必要な事項は，教授会の議を経て，研究
院長が定める。 

      附  則 
 この内規は，平成 17 年４月１日から施行する。 
      附  則 
 この内規は，平成 19 年４月１日から施行する。 
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      附  則 
 この内規は，平成 22 年３月９日から施行する。 
      附  則 
 この内規は，平成 25 年４月１日から施行する。 
   附  則 
 この内規は，平成 27 年４月１日から施行する。 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院点検評価内規 
 
 
 （趣旨） 
第１条 この内規は，国立大学法人北海道大学評価規程（平成 16 年海大達第 68 号）に基づき，北海道大学大学

院地球環境科学研究院（以下「本研究院」という。）の教育研究活動等の状況について行う点検及び評価に関し，

必要な事項を定める。 
 （委員会） 
第２条 本研究院に，次に掲げる事項を行うため，北海道大学大学院地球環境科学研究院点検評価委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 
 （1） 本研究院の点検及び評価の基本方針並びに実施基準等の策定に関すること。 
 （2） 本研究院の点検及び評価の実施に関すること。 
 （3） 本研究院の点検及び評価に関する報告書（以下「点検評価報告書」という。）の作成及び公表に関するこ

と。 
 （4） 本研究院の点検及び評価結果の学外者による検証の実施に関すること。 
 （5） 大学評価・学位授与機構による大学評価事業の実施に関すること。 
 （組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
 （1） 研究院長 
 （2） 副研究院長及び研究院長補佐 
 （3） 各部門長 
 （4） 事務長 
 （5） その他研究院長が必要と認めた者 若干名 
２ 前項第５号の委員は研究院長が委嘱し，任期は２年とする。ただし，再任されることができる。 
 （委員長及び会議の招集） 
第４条 委員会に委員長を置き，研究院長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長は，委員の半数以上から要請があったときは，委員会を招集しなければならない。 
 （議事） 
第５条 委員会は，委員の半数以上が出席しなければ議事を開き，議決することができない。 
２ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 
 （専門委員会） 
第６条 委員会に，点検及び評価に係る専門的事項を処理するため，専門委員会を置くことができる。 
２ 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
 （点検評価事項） 
第７条 委員会は，毎年度教育研究活動等の状況に点検及び評価を行う。 
２ 前項の点検評価及び評価の結果について，必要な範囲で取りまとめ，報告書等として公表する。 
 （点検評価結果の対応） 
第８条 研究院長は，委員会が行った点検及び評価の結果に基づき，改善が必要と認められるものについて，そ

の改善に努める。 
２ 研究院長は，本研究院の関連する委員会において改善策を検討することが適当と認められるものについては，

当該委員会に付託する。 
 
 （庶務） 
第９条 委員会の庶務は，環境科学事務部総務係において処理する。 
 （雑則） 
第 10 条 この内規に定めるもののほか，本研究院の点検及び評価に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
    附 則 
 この内規は，平成 17 年５月 12 日から施行し，平成 17 年４月１日から適用する。  
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北海道大学大学院地球環境科学研究院安全管理委員会内規 
 
  （設置） 
第１条 北海道大学大学院地球環境科学研究院（以下「本研究院」という。）に，職員及び学生等 （以下「職員

等」という。）の安全確保に必要な措置を講ずるため，北海道大学大学院地球環境科学研究院安全管理委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 
  （目的） 
第２条  委員会は，本研究院職員等の安全管理及び安全教育の徹底を図ることを目的とする。 
  （他の法令等との関係） 
第３条  委員会の任務は，他の法令等及び他委員会の所掌に属するもののほか，本研究院職員等の安全確保を任

務とする。 
  （任務） 
第４条  委員会は，次に掲げる事項を任務とする。 
  （１） 施設，設備の点検及び改善指導に関すること。 
  （２） 安全意識の高揚と安全教育の普及に関すること。 
  （３） 安全教育の手引書の作成に関すること。 
  （４） その他安全に関する重要事項 
  （組織） 
第５条  委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 
  （１） 研究院長 
  （２） 副研究院長及び研究院長補佐のうちから  １名 
  （３） 各部門の教授又は准教授のうちから  １名 
  （４） 本研究院の安全管理者，安全管理担当者 
  （５）本研究院の有害廃液管理責任者 
  （６） その他研究院長が必要と認めた者  若干名 
２ 前項第２号から第６号までの委員は，研究院長が委嘱する。 
  （委員長） 
第６条  委員会に委員長を置き，研究院長をもって充てる。 
２  委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３  委員長に事故があるときは，第５条第１項第２号の委員がその職務を代行する。 
  （専門委員会） 
第７条  委員会に，特定の課題又は専門的事項について調査検討を行わせるため，専門委員会を置くことができ

る。 
２  専門委員会の委員は，委員会の議を経て研究院長が委嘱する。 
  （委員以外の者の出席） 
第８条  委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させて，その者から説明又は意見を聴くこ

とができる。 
  （庶務） 
第９条  委員会及び専門委員会の庶務は，環境科学事務部会計係において処理する。 
  （雑則） 
第 10 条 この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
    附 則 
  この内規は，平成 17 年５月 12 日から施行し，平成 17 年４月１日から適用する。 
    附 則 
  この内規は，平成 19 年４月１日から施行する。 
    附 則 
  この内規は，平成 20 年４月１日から施行する。 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院大型実験機器管理委員会内規 
 
 （趣旨） 
第１条 北海道大学大学院地球環境科学研究院（以下「研究院」という。）における大型実験機器（以下「大型機

器」という。）の適正な運営を図るため，北海道大学大学  院地球環境科学研究院大型実験機器管理委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 
  （大型機器） 
第２条  大型機器は，研究院が要求した設備一式の購入価格が１千万円以上の機器とする。 
２ 前項の規定にかかわらず，研究院長が必要と認めた場合は，大型機器とすることができる。 
 （業務） 
第３条  委員会は，研究院長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項について審議し，研究院長に報告するものと

する。 
  （1） 大型機器の利用計画に関すること。 
  （2） 大型機器の維持管理に関すること。 
  （3） その他大型機器に関する必要な事項 
  （組織） 
第４条  委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 
  （1）  各部門の教授又は准教授 １名 
  （2）  研究院長が必要と認めた者 若干名 
２  前項の委員は，研究院長が委嘱する。 
  （任期） 
第５条  前項の委員の任期は，１年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
２  前項の委員は，再任されることができる。 
  （委員長） 
第６条  委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。 
２  委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３  委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 
  （委員以外の者の出席） 
第７条  委員会が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させて，その者から説明又は意見を聴くこ

とができる。 
  （管理担当者） 
第８条  委員会は，個々の大型機器について，管理を担当する者（以下「管理担当者」という。）を選出し，研究

院長が委嘱する。 
２  管理担当者は，当該機器について，委員会が定める管理運営の方針に基づき管理業務を行う。 
  （庶務） 
第９条  委員会の事務は，環境科学事務部会計係において処理する。 
  （その他） 
第 10 条  この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関する必要な事項は，委員会の議を経て研究院長が別

に定める。 
    附 則 
  この内規は，平成 17 年５月 12 日から施行し，平成 17 年４月１日から適用する。 
    附 則 
  この内規は，平成 19 年４月１日から施行する。 
    附 則 
  この内規は，平成 23 年６月２日から施行し，平成 23 年４月１日から適用する。 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院仕様策定委員会内規 
 
 （設置） 
第１条 国立大学法人北海道大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する国立大学法人北海道大学

における取扱細則（平成 16 年７年 30 日総長裁定）第３条第１項の規定に基づき，北海道大学大学院地球環境

科学研究院仕様策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 （申請） 
第２条  本研究院において，調達しようとする設備（以下「設備」という。） の仕様の策定を必要とする場合は，

研究院長に申請するものとする。 
 （審議対象） 
第３条  委員会の審議対象は，原則として予定価格が 1,000 万円以上のものとする。 
 （任務） 
第４条  委員会は，研究院長の諮問に応じ，設備の仕様策定に関し，次に掲げる事項について専門的観点から審

議する。 
 （1）  設備の機能及び性能等に関すること。 
 （2）  設備に関する関係資料等の収集に関すること。 
 （3）  その他仕様の策定に関し必要と認める事項 
２  委員会は，関係資料の収集に当たって可能な限り多数の供給者から幅広く，かつ，公平に行うものとする。 
３  仕様内容は，教育研究上等の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし，競争性が確保される

ような仕様を策定するものとする。 
４  委員会は，仕様内容原案を，可能な限り，多数の供給者に対して公平に説明会を開くことなどにより説明を

行い，供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。 
５  委員会は，仕様の策定過程において，教育研究上等の必要性により機種が特定されることが想定される場合

には，仕様内容の決定前に，研究院長の承認を得るものとする。 
６  委員会は，開催の都度審議内容についての仕様策定審議録を作成するものとする。 
 （組織） 
第５条  委員会は，研究院長がその都度委嘱する５名以上の者をもって組織し，うち１名は事務長を委嘱するも

のとする。 
２  研究院長が必要と認めた場合は，他の学部等又は他大学等の職員を仕様策定委員に委嘱することができる。 
３  研究院長は，仕様策定委員の委嘱に当たっては書面により委嘱するものとする。 
 （委員長） 
第６条  委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。 
２  委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
 （報告） 
第７条  委員会は，仕様を決定したときは，第４条第６項の仕様策定審議録を添付して報告するものとする。 
 （事務） 
第８条  委員会の事務は，環境科学事務部会計係で処理する。 
 （その他） 
第９条  この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，研究院長が別に定める。 
   附 則 
 この内規は，平成 17 年５月 12 日から施行し，平成 17 年４月１日から適用する。 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院機種選定委員会内規 
 
 （趣旨） 
第１条 この内規は，北海道大学大学院地球環境科学研究院（以下「本研究院」という。）に国立大学法人北海道

大学における設備の調達に係る機種選定に関する取扱細則（平成 16 年７年 30 日総長裁定）第７条の規定に基

づき，北海道大学大学院地球環境科学研究院機種選定委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営につい

て定めるものとする。 
 （申請） 
第２条  本研究院において，調達しようとする設備（以下「設備」という。）の機種の選定を行う必要がある場合

は，研究院長に申請するものとする。 
 （審議対象） 
第３条  委員会の審議対象は，原則として予定価格が 500 万円を超える設備とする。 
２  前項にかかわらず，予定価格が 1,000 万円未満の設備であって研究院長が委員会に諮問する必要がないと認

めた場合は，複数の者を指名することにより機種の選定を行うことができるものとする。 
 （任務） 
第４条  委員会は，研究院長の諮問に応じ，設備の機種選定を適正に行うため，次に掲げる事項について専門的

観点から審議する。 
 （1） 設備の機能及び性能等に関すること。 
 （2） 類似機種に関すること。 
 （3） 特定銘柄の選定に関すること。   
 （4） その他設備の機種選定に関し必要と認める事項 
２  委員会は，予定価格が 1,000 万円以上の設備の調達において，仕様の策定過程で，教育研究上等の必要性に

より銘柄が特定されることが予想される場合で，研究院長がやむを得ないと認めた場合は，仕様策定委員会で

決定された仕様内容を基に機種の選定を行う。 
３  委員会は，開催の都度，審議内容についての機種選定審議録を作成する。  
 （組織） 
第５条  委員会は，研究院長がその都度指名する３名以上の者をもって組織する。 
 （委員長） 
第６条  委員会に委員長を置き，委員の内より選出する。 
２  委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
 （委員以外の者の出席） 
第７条  委員会が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させて，その者から説明又は意見を聴くこ

とができる。 
 （報告） 
第８条  委員会は，設備の機種を選定したときは，機種選定理由書を作成し，第４条第３項の機種選定審議録を

添付して研究院長に報告するものとする。 
 （事務） 
第９条  委員会の事務は，環境科学事務部会計係で処理する。 
 （その他） 
第 10 条  この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，研究院長が別に定める。 
 
   附  則 
 この内規は，平成 17 年５月 12 日から施行し，平成 17 年４月１日から適用する。 
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北海道大学大学院地球境科学研究院受託研究等の受入れに関する内規 
 
 （目的） 
第１条 この内規は，北海道大学受託研究取扱規程（昭和 46年海大達第１号）（以下「受託研究規程」という。），

北海道大学共同研究取扱規程（昭和 59年海大達第１号）（以下「共同研究規程」という。）及び北海道大学受託

研究員規定（昭和 33年海大達第１７号）（以下「受託研究員規程」という。）に基づき，北海道大学大学院地球

環境科学研究院（以下「本研究院」という。）における受託研究，民間等外部の機関との共同研究及び受託研究

員（以下「受託研究等」という。）の受入れに関し必要な事項を定め，もって，受託研究等の受入れ及び実施を

適切に行うことを目的とする。 
 （委員会） 
第２条 受託研究規程第５条第２項，共同研究規程第５条第２項及び受託研究員規程第４条第３項に基づき，審

議機関として本研究院に受託研究等受入委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 （委員会の組織） 
第３条 委員会は，大学院地球環境科学研究院長（以下「研究院長」という。），副研究院長，研究院長補佐及び

部門長をもって組織する。 
 （委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き，研究院長をもって充てる。 
 （委員以外の者の出席） 
第５条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 
 （委員会への付議） 
第６条 受託研究等の受入れの申し出があった場合，研究院長は速やかに委員会に付議するものとする。 
 （教授会への報告） 
第７条 委員会において，受託研究等を受入れることが決定された場合，研究院長はその旨を教授会に報告しな

ければならない。 
 （その他） 
第８条 この内規に定めるもののほか，受託研究等の受入れ及び実施に関し必要な事項は，委員会の議を経て研

究院長が別に定めることができる。 
 
   附 則 
 この内規は，平成 17年５月 12日から施行し，平成 17年４月１日から適用する。 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院放射線障害予防規程 

                                                  
 （目的） 

第１条 この規程は，放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号。以下「防

止法という。」及び電離放射線障害防止規則（昭和47年９月30日労働省令第41号。以下「電離則」という。）に

基づき，北海道大学大学院地球環境科学研究院（以下「本研究院」という。）における放射性同位元素，放射線

発生装置及び放射性同位元素によって汚染された物（以下「放射性同位元素等」という。）の取扱いを規制する

ことにより，これらによる放射線障害を防止し，もって本研究院内外の安全を確保することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この規程において「放射性同位元素」とは，防止法第２条第２項に規定する放射性同位元素及び電離則

第２条第２項に規定する放射性物質をいう。 

２ この規程において「放射線発生装置」とは，防止法第２条第４項に規定する放射線発生装置をいう。 

 （組織） 

第３条 本研究院における放射性同位元素等の取り扱いに従事する者及び安全管理に関する組織は，北海道大学

大学院地球環境科学研究院放射線障害予防規程細則（以下「細則」という。）に定める。 

 （安全委員会） 

第４条 本研究院の放射性同位元素等による放射線障害の防止を適切に実施するために，北海道大学大学院地球

環境科学研究院放射線障害予防安全委員会（以下「安全委員会」という。）を置く。 

２ 安全委員会の組織及び運営については，北海道大学大学院地球環境科学研究院放射線障害予防安全委員会内

規に定める。 

 （主任者及びその代理者） 

第５条 放射線障害の防止について監督を行わせるため，本研究院の放射性同位元素等を取り扱う施設（以下「放

射線施設」という。）に，放射線取扱主任者（以下「主任者」という。）を置く。 

２ 主任者は，防止法第34条第１項に規定する放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから，北海道大学大学

院地球環境科学研究院長（以下「研究院長」という。）が選任する。 

３ 主任者が，旅行，疾病その他の事故により，その職務を行うことができない場合は，その職務を代行させる

ため，主任者の代理者を置かなければならない。 

４ 主任者の代理者の選任については，第２項の規定を準用する。 

５ 主任者の職務を補助するため，主任者補佐を置くことができる。 

 （主任者の職務） 

第６条 主任者は，防止法，電離則及びこの規程の定めるところに従い，本研究院における放射線障害の防止に

努め，放射線施設に立ち入る者に対し，放射線障害の防止に関し必要な指導監督を行うとともに，次の業務を

行う。 

 （1） 放射性同位元素等の受入・払出，使用，保管，廃棄及び運搬の管理 
 （2） 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画 
 （3） 放射線施設の改廃等に係る計画への参画 
 （4） 法令に基づく申請，届出，報告書等の作成及び審査 
 （5） 放射線施設における立入検査等の立会い 
 （6） 研究院長に対する意見の具申 
（7） 放射性同位元素等の受入・払出，使用，保管，廃棄及び運搬に係る帳簿，書類等の保管及び監査 

 （8） 事故等の原因調査 
 （9） 施設及び設備の調査点検並びに地震等の災害時の調査点検に関すること 
 （10）その他放射線障害防止に関する必要事項 

 （研究院長の責務） 

第７条 研究院長は，本研究院における放射線障害の防止並びに放射線施設の維持及び管理に関し総括するもの

とする。 

２ 研究院長は，前項の措置の実施に当たっては，主任者の意見を尊重しなければならない。 

３ 研究院長は防止法第36条の２第１項及び第２項の規定に基づき，３年を超えない期間毎に主任者に定期講習

を受けさせなければならない。 

 （取扱者の登録） 
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第８条 放射性同位元素等の取扱い，管理又はこれに付随する業務（以下「取扱等業務」という。）に従事しよう

とする者（管理区域に立ち入らない者及び一時的に立ち入る者を除く。）は，研究院長に登録の申請をしなけれ

ばならない。 

２ 前項の登録を申請した者は，第25条に規定する教育訓練及び第26条に規定する健康診断を受けなければなら

ない。 

３  研究院長は，第１項による登録の申請があったときは，前項の教育訓練を受けた者で，健康診断の結果，可

とされた者のうち，取扱等業務に従事することが適当と認める者について登録するものとする。 

４ 登録は，その年度内に限り効力を有するものとする。 

５ 登録されている者がその年度を超えて登録を継続しようとするときは，第１項及び第２項の規定に準じて，

登録更新の申請をするものとする。 

６  研究院長は，前項の規定による登録更新の申請があったときは，取扱等業務を継続することが適当と認める

者について登録するものとする。 

７ 研究院長は，第３項及び前項の規定により登録した者（以下「取扱者」という。）の氏名を主任者に通知する

ものとする。 

 （取扱者手帳の交付及び携行） 

第９条 研究院長は，取扱者に放射性同位元素等取扱者手帳（以下「取扱者手帳」という。）を交付する。 

２ 取扱者は，取扱等業務に従事するときは，取扱者手帳を携行するものとし，主任者から提示を求められたと

きは，これを提示しなければならない。 

 （放射線施設の新設及び改廃） 

第10条 放射線施設を新設又は改廃しようとするときは，研究院長は，安全委員会の議を得て行うものとする。 

２ 前項において，研究院長は，放射線障害の防止に関して北海道大学総長（以下「総長」という。）及び北海道

大学放射性同位元素等管理委員会（以下「管理委員会」という。）と事前に協議しなければならない。 

３ 研究院長は，放射線施設の新設又は改廃が完了したときは，その旨を総長及び管理委員会に報告しなければ

ならない。 

 （放射線施設の維持管理） 

第11条 研究院長は，放射線施設の位置，構造及び設備が法令に定める技術上の基準に適合するよう，６月を超

えない期間に１回以上施設の点検を行い，その結果異常を認めたときは，修理等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 前項の点検に係る実施項目及び点検者については，研究院長が定めるものとする。 

 （放射線施設の調査点検） 

第12条 研究院長は，管理委員会が行う定期又は臨時の放射線施設への立入り又は記録簿等による放射線施設の

維持管理及び放射性同意元素等の取扱いの状況について調査点検を受け，その結果に基づき適切な措置を講じ

なければならない。 

 （使用の許可等） 

第13条 取扱者は，使用する放射性同位元素等（放射性同位元素によって汚染されたものを除く。以下この条に

おいて同じ。）の使用計画について放射性同位元素取扱計画書を主任者に提出し，その許可を得なければならな

い。 

２ 取扱者は，放射性同位元素等を新たに入手しようとするとき又は前項で許可を得た使用方法を変更しようと

するときは，主任者の許可を得なければならない。 

３ 主任者は，密封されていない放射性同位元素（以下「非密封放射性同位元素」という。）の使用数量が１日最

大使用数量，３ヶ月間使用数量及び年間使用数量を超えないように管理するものとする。 

 （放射性同位元素等の受入及び払出） 

第14条 主任者は，放射性同位元素等の受入れ又は払出しの都度，その内容を確認し，放射性同位元素の種類及

び数量，受入れ又は払出し年月日及びその相手方の使命又は名称が放射性同位元素受入記録簿又は放射性同位

元素払出記録簿に記帳されていることを確認しなければならない。 
 （放射性同位元素等を使用する場合の共通的遵守事項） 

第15条 放射性同位元素等（放射性同位元素によって汚染された物を除く。以下この条において同じ。）を使用す

る場合には，取扱者は主任者の指示に従い，次に掲げる事項を厳守して人体の受ける線量をできる限り少なく

するとともに，環境への放射性同位元素等の放出の防止に努めなければならない。 

 （1） 放射性同位元素等は，所定の使用施設において使用すること。 
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 （2） 初めて取扱等業務に従事する者又は取扱等業務従事経験の少ない者は，経験者と共に作業すること。 
  （3） 使用施設は，常に整理整とんし，不必要な機器類を持ち込まないこと。 
  （4） 放射線測定器を携行する等，被ばく管理を適切に行うこと。  

    （5） 作業室その他放射性物質を吸入摂取し，又は経口摂取するおそれのある場所において飲食及び喫煙を行

わないこと。 
  （6） 主任者は，使用に係る放射性同位元素の種類及び数量，使用年月日，目的，方法及び場所，使用に従事

する者の氏名が記帳されていることを確認しなければならない。 

２ 放射線施設には，当該施設内の目につきやすいところに放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。 

  （非密封放射性同位元素を使用する場合の遵守事項） 

第16条  非密封放射性同位元素を使用する場合には，前条に定めるもののほか，次に掲げる事項を厳守しなけれ

ばならない。 

  （1） 実験方法について十分に準備研究し，放射線障害の発生するおそれが最も少ない使用方法を採用するこ

と。 
  （2） 作業室に立ち入るとき又は作業室から退出するときは，所定の作業衣，ゴム手袋，履物等を着脱するこ

と。 
  （3） 実験操作は，原則としてフード又はグローブボックス内で行い，かつ，直接皮膚粘膜等に放射性同位元

素を付着させないようにすること。 
  （4） 作業を開始するときは，あらかじめ作業場所の汚染の有無を検査し，汚染の無いことを確認すること。 
  （5） 作業中は，身体各部，作業衣，器具，実験台等の汚染の有無を随時検査し，汚染を発見したときは，直

ちに除去，脱衣等の措置をとるものとし，除去することが困難な場合は，主任者に申し出てその指示を受

けること。 
  （6） 作業中に生じた放射性廃棄物のほか，清掃，汚染の除去等により生じた汚染物もすべて放射性廃棄物と

して，第23条の定めるところにより廃棄すること。 
  （7） 放射性同位元素を投与した動物の飼育，処理等については，特に呼気，じんあい等による空気の汚染に

注意すること。 
  （8） 誤って人体及び施設等に大量の汚染を生じ，又は生じた疑いがあるときは，直ちに主任者に報告するこ

と。 
 （9） 作業が終了したときは，作業場所の汚染の有無を検査し，汚染の無いことを確認した後，作業室から退

出すること。 
  （10）管理区域からは，できるだけ物品を持ち出さないこと。やむを得ず持ち出すときは，主任者の許可を得

ること。 
 （11）作業室及び廃棄作業室から退出するときは，所定の場所で身体各部，衣服，履物等の汚染の有無を検査

し，汚染がある場合は，これを除去すること。 
  （12）１日の使用が終了したときは，放射性同位元素保管・使用記録簿及び廃棄記録簿に所定事項を記入し，

主任者に提出すること。 

  （表示付認証機器を使用する場合の遵守事項） 

第17条 表示付認証機器を使用する場合には，次に掲げる事項を厳守しなければならない。 

  （1） 機器をみだりに移動しないこと。 
  （2） 機器の使用条件を正常に保ち，放射性同位元素の漏えいが起こらないように注意すること。 
  （3） 機器の形状及び被覆状態を変更しないこと。 
  （4） 使用記録等については，第28条第1項第11号に規定する記録簿に必要事項を記入し，主任者の検認を受

けること。 

  （密封された放射性同位元素を使用する場合の遵守事項） 

第18条 前条に該当するもの以外で密封された放射性同位元素（以下「密封線源」という。）を使用する場合に

は，第14条に定めるもののほか，次に掲げる事項を厳守しなければならない。 

  （1） 密封線源は，開封又は破壊のおそれのない条件で使用するとともに，表面汚染の有無を定期的に検査す

ること。 
  （2） 密封線源の管理を適切に行い，その所在を常に確かめること。 
 （3） 密封線源を移動して使用するときは，使用後直ちに紛失，漏えい等異常の有無を放射線測定器により点

検すること。 
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 （4） 使用の都度，密封線源の使用記録に所定事項を記入し，主任者に提出すること。 

 （放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の持込み，持ち出し等） 

第19条 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を放射線施設内に持ち込み，又は放射線施設

外に持ち出す場合には，主任者の許可を得なければならない。 
  （管理区域への立入制限） 
第20条 取扱者以外の者が管理区域内に立ち入るときは，あらかじめ主任者の許可を得るとともにその指示に従

わなければならない。 
  （保管） 
第21条 放射性同位元素の保管については，取扱者は主任者の指示に従い，次に掲げる事項を厳守しなければな

らない。 
  （1） 放射性同位元素は，所定の貯蔵施設において保管すること。 
  （2） その日の放射性同位元素の使用が終了したときは，必ず所定の貯蔵施設に保管すること。ただし，これ

が困難な場合には，主任者の許可を得て，使用施設の所定の場所に保管することができる。この場合は，

種類，数量及び取扱者名を明示し，所定の標識を付けること。 
  （3） 放射性同位元素を貯蔵施設に持ち込み，又は貯蔵施設から持ち出すときは，その都度，持込者，持出者，

種類，数量等を記録すること。 
 （4） 主任者は，保管に係る放射性同位元素の種類及び数量，保管の期間，方法及び場所，保管に従事する者

の氏名が記帳されていることを確認しなければならない。 
 （事業所外運搬） 
第22条 放射性同位元素等を事業所外で運搬する場合には，放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律施行規則（昭和35年総理府令第56号。以下「防止法施行規則」という。）第18条及び関係法令に定められ

た技術上の基準に従うとともに,主任者の指示に従わなければならない。 

２ 運搬に従事する者は,運搬中に汚染等の自己が生じた場合,直ちに主任者に申し出て,その指示に従うこと。 

３ 主任者は,運搬の年月日,方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬

の委託先の氏名若しくは名称を記帳しなければならない。 

  （廃棄） 

第23条 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する場合には，取扱者は主任者の指示

に従い，次に掲げる事項を厳守しなければならない。 
 （1） 廃棄物は，その物理的及び化学的性状による区分により，廃棄前の処置を厳密に行い，保管廃棄，排水

設備による廃棄，排気設備による廃棄又は焼却装置による焼却をすること。 
  （2） 保管廃棄は，所定の容器に封入して容器にその内容を明示し，かつ，汚染の広がりを防止する処置をし

て保管廃棄設備に貯蔵すること。 
  （3） 排水設備による廃棄は，排水設備の排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を監視し，その濃度

を防止法施行規則第19条第１項第５号に規定する濃度限度以下にするように必要な処置をすること。 
  （4） 排気設備による廃棄は，排気設備の排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を監視し，その濃度

を防止法施行規則第19条第１項第２号に規定する濃度限度以下にするように必要な処置をすること。 
  （5） 焼却は，廃棄業者に依頼して焼却すること。 
 （6）主任者は，廃棄に係る放射性同位元素の種類及び数量，廃棄の年月日，方法及び場所，廃棄に従事する者

の氏名が記帳されていることを確認しなければならない。 
 （測定） 

第24条 研究院長の指名する者（以下「測定者」という。）は，放射線障害が発生するおそれのある場所における

放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況並びに空気中の放射性物質の濃度の測定を，取扱開始前及び

取扱いを開始してからは１月を超えない期間ごとに１回実施し，測定日時，測定箇所，測定をした者の氏名，

放射線測定器の種類及び型式，測定方法及び測定結果を所定の記録簿に記録しなければならない。 

２ 測定者は，放射線障害が発生するおそれのある場所に立ち入った者についての外部被ばく及び内部被ばくに

よる線量並びに放射性同位元素による汚染の状況を測定し，測定結果を所定の記録簿に記録しなければならな

い。ただし，取扱者以外の者で，管理区域に一時的に立ち入る者の実効線量が100マイクロシーベルトを超える

おそれのないときはこの限りでない。 

３ 外部被ばくによる線量の測定は，管理区域に立ち入っている間継続して行い，４月１日，７月１日，10月１

日及び１月１日を始期とする各３月間（１月間に受ける実効線量が1.7mSvを越えるおそれのある女性（妊娠す
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る可能性がないと診断されたものを除く）及び妊娠中の女性にあっては毎月１日を始期とする１月間）並びに

４月１日を始期とする１年間について測定結果を集計し，測定対象者の氏名，測定した者の氏名，放射線測定

器の種類及び型式，測定方法，測定部位及び測定結果を所定の記録簿に記録するものとする。 

４ 内部被ばくによる線量の測定は，放射性同位元素を誤って吸入摂取又は経口摂取したとき及び放射性同位元

素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあっては，３月（１月間に受ける実効線量が

1.7mSvを越えるおそれのある女性（妊娠する可能性がないと診断されたものを除く）及び妊娠中の女性にあっ

ては１月）を超えない期間毎に１回測定し，測定日時，測定対象者の氏名，測定した者の氏名，放射線測定器

の種類及び型式，測定方法，測定結果を測定の都度所定の記録簿に記録するものとする。ただし，内部被ばく

の実測が困難である場合は計算によって求めるものとする。 

５ 放射性同位元素による汚染の状況の測定は，非密封放射性同位元素を取り扱う施設に立ち入る者について，

当該施設から退出するときに行い，手，足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により

汚染され，その汚染を容易に除去することができない場合に限り，測定日時，測定対象者の氏名，測定した者

の氏名，放射線測定器の種類及び型式，汚染の状況，測定方法，測定部位及び測定結果を測定の都度所定の記

録簿に記録するものとする。 

６ 測定者は，前３項の測定結果から，実効線量及び等価線量を４月１日，７月１日，10月１日及び１月１日を

始期とする各３月間（１月間に受ける実効線量が1.7mSvを越えるおそれのある女性（妊娠する可能性がないと

診断されたものを除く）及び妊娠中の女性にあっては毎月１日を始期とする１月間）並びに４月１日を始期と

する１年間について当該期間ごとに算定し，算定の都度，算定年月日，対象者の氏名，算定した者の氏名，算

定対象期間，実効線量，等価線量及び組織名を所定の記録簿に記録しなければならない。 

７ 前項の実効線量を算定した結果，４月１日を始期とする１年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超

えた場合は，当該１年間を含む平成13年４月１日以後５年ごとに区分した各５年間について累積実効線量（４

月１日を始期とする１年間ごとに算定された実効線量の合計）を毎年度集計し，集計年月日，対象者の氏名，

集計者の氏名，集計対象期間，累積実効線量を所定の記録簿に記録しなければならない。 

８ 第１項及び第３項から前項までの記録簿は，記録の都度主任者の確認を受けなければならない。 

９ 研究院長は，第１項及び第３項から第７項までの記録を保存（第１項の記録については，５年間とする。）す

るとともに，第３項から第７項までの記録の写しを取扱者へ交付しなければならない。 
 （教育訓練） 

第25条 管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者は，放射線障害の発生を防止するために必要な教育

及び訓練を受けなければならない。 
２ 研究院長は，管理委員会と連携し，取扱者（取扱者としての登録を申請した者を含む。以下この条において

同じ。）に対し，初めて管理区域に立ち入る前又は取扱等業務に従事する前にあっては，次に掲げる項目及び時

間数の教育及び訓練を，管理区域に立ち入った後又は取扱等業務に開始後にあっては，１年を超えない期間ご

とに当該項目の教育及び訓練を実施しなければならない。 
  （1） 放射線の人体に与える影響 30分以上 
 （2） 放射性同位元素等の安全取扱 ４時間以上 
 （3） 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令 １時間以上 
 （4） 北海道大学大学院地球環境科学研究院放射線障害予防規定 30分以上 
 （5） その他放射線施設における放射線障害の発生の防止に必要な事項 

３ 取扱等業務に従事しない者であって，管理区域に一時的に立ち入る者に対する教育訓練は，放射線障害の防

止に関し必要な事項について行うものとする。 

４ 研究院長は，第２項の教育及び訓練の一部又は全部に関し十分な知識及び技能を有していると認めた者につ

いては，管理委員会に協議し，当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。 

５ 研究院長は，教育及び訓練の実施年月日，項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名を記帳しなければ

ならない。 

 （健康診断） 

第26条 取扱者（取扱者としての登録を申請した者を含む。以下この条において同じ。）は，次に掲げる項目につ

いて健康診断を受けなければならない。 
 （1） 被ばく経歴の評価 
 （2） 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査 
 （3） 末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 
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 （4） 目の検査 
 （5） 皮膚の検査 

２ 前項の健康診断は，取扱者として登録する前に受けなければならない。 

３ 取扱者は，第１項の健康診断を，取扱等業務に従事した後６月を超えない期間ごとに１回以上受けなければ

ならない。ただし，前年度において取扱等業務に従事していないか又は前年度の実効線量が５ミリシーベルト

を超えず，かつ，当該年度においても超えるおそれがない者で，北海道大学保健センター長（以下「保健セン

ター長」という。）が必要と認めたときに限る。 

４ 前項ただし書の規定により省略した場合であって，その後当該年度の実効線量が５ミリシーベルトを超えた

場合は，直ちに健康診断を受けなければならない。 

５ 第３項の規定にかかわらず，取扱者が次の各号の一に該当する場合は，遅滞なく，健康診断を受けなければ

ならない。 

 （1） 放射性同位元素を誤って吸入摂取し，又は経口摂取したとき。 
 （2） 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され，その汚染を容易に除去することができな

いとき。 
 （3） 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され，又は汚染されたおそれのあるとき。 
 （4） 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし，又は被ばくしたおそれのあるとき。 

６ 研究院長は，前５項の健康診断の実施について保健センター長に依頼するものとする。 

７ 研究院長は，保健センター長から健康診断の結果の通知を受け，実施年月日，対象者の氏名，健康診断を行

った医師名，健康診断の結果，健康診断の結果に基づいて講じた措置を記録しなければならない。 

８ 研究院長は，前項の健康診断の結果の通知を受けたときは，通知の写しを取扱者に交付するとともに，主任

者に照査させなければならない。 

 （放射線障害を受けた者等に対する措置） 

第27条 研究院長は，保健センター長及び主任者の意見に基づき，放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ

る者に対して，その程度に応じ，取扱時間の短縮，取扱いの制限等の措置をとるとともに必要な保健指導を行

うものとする。 
２ 研究院長は，過度の被ばくを受けた者が生じた場合は，その原因を調査し，適切な措置を取らなければなら

ない。 
 （記録簿等） 
第28条 放射線施設に次に掲げる記録簿等を備え，主任者が管理するものとする。 
 （1） 放射性同位元素使用計画書綴簿 
 （2） 放射性同位元素受入記録簿 
 （3） 放射線施設入室記録簿 
 （4） 放射性同位元素保管・使用記録簿 
 （5） 放射性同位元素廃棄記録簿 
 （6） 管理測定記録簿 
 （7） 汚染検査記録簿 
 （8） 排水記録簿 
 （9） 排気記録簿 
 （10）運搬記録簿 
 （11）表示付認証機器保管・使用・廃棄記録簿 
 （12）放射性物質濃度記録簿 
 （13）放射性同位元素払出記録簿 
２ 前項に掲げるもののほか，放射線施設に次に掲げる記録簿等を備え，北海道大学環境科学事務部において管

理するものとする。 
 （1） 放射性同位元素等取扱者登録申請書綴簿 
 （2） 登録者名簿 
 （3） 個人被曝線量記録簿 
 （4） 放射線施設点検記録簿 
 （5） 教育訓練記録簿 
 （6） 健康診断記録簿 
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３ 前２項の記録簿等は，毎年３月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日などに記録等を閉鎖し，閉鎖後

５年間保存しなければならない。ただし，前項第３号及び第６号の記録簿については，永久保存とする。 

４ 第１項及び第２項の各号の記録簿等の様式は，研究院長が別に定める。 

 （盗難等の予防措置） 

第29条 主任者及び取扱者は，放射性同位元素について，盗取，所在不明その他の事故が生じないように日常の

管理に注意しなければならない。 

２ 主任者は，放射性同位元素等の保管状況について，定期に又は必要に応じて確認するものとする。 

３ 放射線施設の鍵は，主任者又は主任者補佐が保管管理するものとする。 

 （事故時の措置等） 

第30条 放射性同位元素に関し，次に掲げる事態が発生したときは，発見者は直ちに，主任者及び研究院長に通

報しなければならない。 

 （1） 放射性同位元素等の盗難及び所在不明が生じたとき。 
 （2） 放射性同位元素が異常に漏えいしたとき。 
 （3） 取扱者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え，又は超えるおそれのある被ばくがあったと

き。 
 （4） 前３号のほか，放射線障害が発生し，又は発生するおそれのあるとき。 
２ 研究院長は，前項の通報を受け，又は自らそれを知ったときは，その旨を直ちに，その状況及びそれに対す

る措置を10日以内に，総長を経由して文部科学大臣及び関係機関に報告しなければならない。 
３ 研究院長は，第１項第１号に該当する場合にあっては，これを警察署に遅滞なく届け出なければならない。 
 （危険時の措置等） 
第31条 地震，火災その他の災害により，放射線障害が発生し，又はそのおそれのあるときは，発見者は，直ち

に細則に定める危険時の連絡体制により通報しなければならない。 

２ 主任者及び研究院長は，前項の通報を受け，又は自らそれを知ったときは，その状況を判断し，放射線障害

を防止するため，次の措置を講ずるものとする。 

 （1） 放射線障害を受けた恐れのある者を直ちに救出すること。 
 （2） 危険区域に居るものを避難させること。 
 （3） 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕のあるときは，これを安全な場所に移したのち，その周囲に標

識を設ける等により，関係者以外の立入を禁止すること。 
 （4） 汚染の除去の措置を講ずること。 
 （5） 必要に応じてガスの元栓を閉め，電源を切ること。 
 （6） 換気装置の運転を停止して，汚染の拡大を防ぐこと。 
３ 研究院長は，法令の定めるところにより警察署，消防署等に直ちに通報し，これを総長に報告しなければな

らない。 
４ 研究院長は，総長を経由して文部科学大臣及び関係機関に遅滞なく届け出なければならない。 
 （地震等の災害時における措置等） 
第32条 主任者又は点検者は，地震，火災等の災害が発生したときは，第11条第２項の規定により研究院長が定

めた点検に係る実施項目について点検を行い，その結果を研究院長を経由して，総長に報告しなければならな

い。 
 （管理委員会への報告） 
第33条 研究院長は，前３条に掲げる事態が発生したときは，その状況及びそれに対する措置を管理委員会に報

告しなければならない。 
 （定期報告） 
第34条 研究院長は，毎年４月１日から翌年３月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し，総長

を経由して，文部科学大臣に報告しなければならない。 
 （取扱の制限） 
第35条 主任者は，取扱者が法令又はこの規定に違反したときは，当該取扱者に放射線施設の使用を一時中止さ

せるとともに，研究院長に報告するものとする。 
２ 研究院長は，前項の報告を受けた場合は安全委員会の議を経て，その取扱者に対し，放射性同位元素等の取

扱の制限，停止その他必要な措置をとるものとする。 
 （雑則） 



 

 
 

−109− 

第36条 この規程に定めるもののほか，放射線障害の防止に関し必要な事項は，安全委員会の議を経て研究院長

が別に定める。 
 
   附 則 
１ この規定は，平成13年 4月 1日から施行する。 
２ 北海道大学大学院地球環境科学研究科放射線障害予防内規及び北海道大学大学院地球環境科学研究科エック

ス線障害予防内規は，廃止する。 
   附 則 
 この規定は，平成14年 4月 1日から施行する。 
   附 則 
 この規定は，平成16年 4月 1日から施行する。 
   附 則 
 この規定は，平成17年 4月 1日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成18年 4月 1日から施行する。   
   附 則 
 この規程は，平成22年 9月 3日から施行する。   
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北海道大学大学院地球環境科学研究院放射線障害予防安全委員会内規 
 
 
 （趣旨） 
第１条 この内規は，北海道大学大学院地球環境科学研究院放射線障害予防規定第４条第２項の規定に基づき，

北海道大学大学院地球環境科学研究院放射線障害予防安全委員会（以下「安全委員会」という。）の組織及び運

営について定めるものとする。  
 （任務） 
第２条 安全委員会は，次に掲げる事項を審議するとともに，放射線障害の防止について必要な措置の実施に関

し，北海道大学大学院地球環境科学研究院長（以下「研究院長」という。）に具申するものとする。 
 （1） 放射線施設の新設，変更及び廃止に関する事項  
 （2） 放射線施設の管理状況に関する事項 
 （3） 放射線同位元素等の使用状況に関する事項 
 （4） 放射線作業従事者等の管理状況に関する事項 
 （5） 放射線作業従事者等の教育訓練に関する事項 
 （6） その他放射線障害の防止に関する必要事項 
 （組織） 
第３条 安全委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
 （1） 放射線同位元素等使用分野から 若干名 
 （2） 放射線取扱主任者 
 （3） その他研究院長が必要と認めた者 若干名 
２ 前項第１号及び第３号の委員は，研究院長が委嘱する。 
 （委員長） 
第４条 安全委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。  
２ 委員長は，安全委員会を招集し，その議長となる。 
 （委員以外の者の出席） 
第５条 安全委員会が必要と認めたときは，委員以外の者を安全委員会に出席させて，その者から説明又は意見

を聞くことができる。 
  （雑  則） 
第６条 この内規に定めるもののほか，安全委員会の運営に関し必要な事項は，安全委員会が別に定める。 
   附 則 
 この内規は，平成６年１２月１日から施行する。 
   附 則 
 この内規は，平成１７年５月１２日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院計量管理規定 
 
 
 （目的） 
第１条 本規定は，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法律」という。）第６１条の

８第１項の規定に基づいて，北海道大学大学院地球環境科学研究院（以下「本研究院」という。）における法律

第６１条の３第１項に定める国際規制物質の使用の承認を得た全ての核燃料物質の計量及び管理（以下「計量

管理」という。）に関する事項を定め，もって核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。 
 （計量管理責任者） 
第２条 本研究院における核燃料物質の計量管理のために計量管理責任者を置くものとする。 
２ 本研究院における計量管理は，計量管理責任者の責任のもとに行う。 
３ 本研究院における計量管理責任者は，核燃料物質を取扱う分野の専任の教員のうちから研究院長が選任する

ものとする。 
  （核燃料物質計量管理区域の設定）                     
第３条 本研究院における核燃料物質計量管理区域（以下「M B A」という。）は本研究院全体をもって設定し，

計量管理はこの M B A を基礎として行う。  
２ 本研究院の M B A の符号は K S H Y とする。 
 （受入れ，払出し及び廃棄に関する手続） 
第４条 計量管理責任者は，核燃料物質の受入れ，払出し及び廃棄に立会い，当該受入れ，払出し及び廃棄の数

量をその都度記録するものとする。 
  （消費，損失等に関する手続） 
第５条 計量管理責任者は，消費，損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には，当該増減の数量を毎月１

回記録するものとする。  
 （事故損失に関する手続） 
第６条 計量管理責任者は，事故により核燃料物質の損失が生じたとき又は生じたとみなされたときは，その都

度数量を確定し，記録するものとする。   
 （記録） 
第７条 計量管理責任者は，第４条，第５条並びに第６条の記録を作成し，作成後１０年間本研究院に保存する

ものとする。  
２ 前項の記録には次の各号に定める事項を記録するものとする。 
 （1）  在庫変動の日付 
 （2）  在庫変動の原因又は理由 
 （3）  受入れ又は払出し事業所名及び M B A 名 
 （4）  供給当事国（日米協定の新旧の区分を含む。）  
 （5）  核燃料物質の種類  
 （6）  核燃料物質の数量  
 
第８条 計量管理責任者は，供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月１回作成し，作

成後１０年間本研究院に保存するものとする。  
  （報告） 
第９条 計量管理責任者は，法律第６７条第１項及び国際規制物資の使用に関する規則第７条第２０項の規定に

基づく毎年１月１日から６月３０日までの期間及び７月１日から１２月３１日までの期間の報告書が当該期

間の経過後１月後以内に文部科学省へ提出されていることを確認するものとする。 
      附 則 
  この規定は，平成７年１０月５日から施行する。 
     附 則 
 この規定は，平成１７年５月１２日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。  
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北海道大学大学院地球環境科学研究院図書室利用規程 
 

  （設置） 
第１条  北海道大学大学院地球環境科学研究院（以下「本研究院」という。）に図書室を置く。 
   （目的） 
第２条  図書室は，図書その他の学術情報資料（以下「図書等」という。）の収集，整理及び提供を行うことによ

り，本研究院における教育及び研究の進展に資するとともに，広く学術の発展に寄与することを目的とする。 
  （図書の種類） 
第３条  図書室に所蔵する図書等の種類は次に掲げるとおりとする。 
 （1） 一般図書 
 （2） 参考図書（事典，辞典，便覧，目録，年鑑等） 
 （3） 逐次刊行物 
 （4） 学位論文 
 （5） 特殊資料 
 （6）視聴覚資料等 
  （利用の資格） 
第４条  図書室を利用できる者（以下「利用者」という。）は次に掲げる者とする。 
 （1） 本研究院の職員 
 （2） 北海道大学大学院環境科学院（以下「本学院」という。）の学生（聴講生，科目等履修生及び研究生を含

む。） 
 （3） 北海道大学（以下「本学」という。）の名誉教授  
 （4） 本研究院又は本学院に受け入れた研究員，研修員等 
 （5） 本学の職員及び学生（第１号及び第２号に掲げる者を除く。） 
 （6） 本学院，北海道大学大学院地球環境科学研究科及び北海道大学大学院環境科学研究科の修了者  
 （7） 本学附属図書館において利用証の交付を受けた者 
 （8） 図書室の利用を申し出た学外者（前号に掲げる者を除く。） 
  （図書室の利用時間） 
第５条 図書室を利用することができる時間は，９時から 17 時までとする。 
２  前項の規定にかかわらず，本研究院及び本学院に所属する者は，夜間及び休室時に図書室を利用することが

できる。 
３  前項の時間外利用の取り扱いは別に定める。 
  （図書室を利用できない日） 
第６条  図書室を利用できない日は，次に掲げるとおりとする。 
 （１） 日曜日及び土曜日 
 （２） 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
 （３） 12 月 29 日から翌年１月３日まで 
２  前項に規定するもののほか，本研究院長が必要と認めたときは，臨時に図書室の利用を休止させることがで

きる。 
  （目録の閲覧） 
第７条 研究院長は，図書室に所蔵図書等目録を置き，利用者の閲覧に供するものとする。 
   （利用方法等の閲覧） 
第８条  研究院長は，図書室の所蔵図書等の利用の方法及び期間に関する定めを利用者の閲覧に供するものとす

る。 
   （図書等の閲覧） 
第９条 利用者は閲覧室の図書等を所定の場所において閲覧することができる。 
   （図書等の貸出し） 
第 10 条  利用者は，図書館利用証又は学生証を提示の上，所定の手続きを経て図書等の貸出しを受けることが

できる。ただし、利用者が第４条第８号に掲げる者であるときは，図書の貸出しを受けることができない。 
２ 図書室の貸出し冊数及び期間は次に掲げるとおりとする。 
 第４条第１号から第６号に掲げる者 



 

 
 

−113− 

 一般図書１人３冊 14 日以内。逐次刊行物 1 人５冊３日以内。 
 第４条第７号に掲げる者 
 一般図書１人２冊 14 日以内 
３ 利用者は，貸出しを受けた図書等を他の者に転貸してはならない。 
  （貸出しの制限） 
第 11 条  前条の規定にかかわらず，利用者は次に掲げる図書等の貸出しを受けることができない。 
 （1） 貴重図書 
 （2） 参考図書（図書室が指定したもの） 
 （3） 学位論文 
 （4） 新着雑誌 
 （5） 特殊資料（視聴覚資料等） 
 （6） その他特に指定した図書資料 
   （貸出し図書の返却） 
第 12 条  利用者は，貸出しを受ける図書等について，利用済み又は貸出し期間が満了したときは速やかに返却

しなければならない。 
２  利用者が，利用の資格を失ったときは，貸出しを受けている図書を速やかに返却しなければならない。 
３  第１項の規定にかかわらず研究院長が必要と認めたときは，貸出し期間中であっても，貸出図書の返却を求

めることがある。 
 （文献複写） 
第 13 条 利用者は，教育，研究又は調査を目的とした図書等の複写（以下「文献複写」という。）を依頼するこ

とができる。文献複写の取り扱い料金については，北海道大学附属図書館文献複写規程（昭和 41 年海大達第

15 号）及び北海道大学附属図書館文献複写料金規程（昭和 41 年海大達第 16 号）の規定を準用する。 
２  他機関から図書等の現物貸借，文献複写の依頼があったときは，研究院長が支障がないと認める範囲で応じ

るものとする。 
  （参考調査及び情報検索） 
第 14 条 利用者は，次に掲げる事項について，指導を受けることができる。 
 （1） 文献検索上の指導及び助言 
 （2） 研究機関，研究者等の調査 
 （3） 学術文献の書誌的調査 
 （4） 学術文献の所在調査 
 （5） 図書等探索の援助 
  （利用責任） 
第 15 条 利用者は，図書等を汚損若しくは紛失したとき，又は機器その他の設備を損傷したときは，速やかに

図書室職員に届け出なければならない。 
２ 図書等又は機器その他設備を汚損，紛失又は損傷した者には，弁償を求めることがある。 
  （利用の制限） 
第 16 条 図書室の利用については，次に揚げる場合を除き，利用の制限を行わないものとする。 
（１）図書等に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）第５条第１号及

び第２号に揚げる情報が記録されていると認められる場合にあっては，当該図書等（当該情報が記録されて

いる部分に限る。）の一般の利用を制限すること。 
（２）図書等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法

律第66号）第２条第７項第４号に規定する法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては，

当該期間が経過するまでの間，当該図書等の全部又は一部の一般の利用を制限すること。 
（３）図書等の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当

該原本が現に使用されている場合にあっては，当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。 
２ 研究院長は，利用者がこの内規に違反したときは，図書室の利用を制限することができる。 
  （利用に関する特例） 
第 17 条  一般図書は，部門，専攻，分野，コ－スにおいて二次的に保管し利用することができる。この場合にお

いて，当該一般図書の保管責任者は，当該組織で定めた職員とする。 
２  前項に規定する二次的保管の期間は，保管責任者の当該部門，分野，専攻，講座等に在席する期間内とする。 
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３  保管責任者は，保管期間中一般図書の整理若しくは点検等の必要が生じた場合は図書職員の立会いのもとに

照合を行うものとする 
４  保管責任者が転職又は退職をする場合は，保管責任者は事前に図書室へ申し出の上図書室職員の立会いのも

とに照合を行うものとする。 
５  第１項の規定により二次的に保管している一般図書を，他の者が利用を希望した場合は，差し支えない限り

当該部門，分野，専攻，コ－ス等の所定の手続きにより利用させることができる。 
  （個人情報漏えいの防止） 
第 18 条 研究院長は，図書等に個人情報（生存する個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年

月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ，それに

より特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。）が記録されている場合には，国立

大学法人北海道大学個人情報管理規程（平成 17 年海大達第 65 号）の規定に準じて，当該個人情報の漏えいの

防止のための措置を講ずるものとする。 
 （雑 則） 
第 19 条 この規程に定めるもののほか，図書室の利用に関して必要な事項は，図書委員会の議を経て研究院長

が定める。 
 
   附  則  
 この規程は，平成 17 年 10 月６日から施行し，平成 17 年４月１日から適用する。 
 
   附  則  
 この規程は，平成 23 年５月 12 日から施行し，平成 23 年４月１日から適用する。 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院病原体等安全管理委員会内規 
 
 （設置） 
第１条 国立大学法人北海道大学病原体等安全管理規程（平成 15年海大達第 54号。以下「規程」という。）第８

条の規定に基づき，北海道大学大学院地球環境科学研究院（以下「本研究院」という。）に，北海道大学大学院

地球環境科学研究院病原体等安全管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 （任務） 
第２条 委員会は，本研究院において実施する病原体等を用いる実験の適否及び病原体等の安全管理に関する事

項について調査・審議することを任務とする。 

 （組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
  （1） 規程第９条第１項の規定に基づき本研究院に置かれる管理責任者 
 （2） 病原体等を用いる実験に携わる教員 若干名 
  （3） 病原体等に関する研究を専門とする教員 若干名 
 （4） その他地球環境科学研究院長（以下「研究院長」という。）が必要と認めた者 若干名 
２ 前項第２号から第４号までの委員は，研究院長が委嘱する。 
 （任期） 
第４条 前条第１項第２号から第４号までの委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の

残任期間とする。 

２ 前項の委員は，再任されることができる。 
 （委員長） 
第５条 委員会に委員長を置き，研究院長が指名する委員をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 
（議事） 
第６条 委員会は，委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。 
２ 審議の対象となる実験計画に関係のある委員は，当該実験計画の議事に加わることができない。 

３ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 
 （委員以外の者の出席） 
第７条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 
 （専門委員会） 
第８条  委員会に，専門的事項を審議するため，専門委員会を置くことができる。 
２ 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
 （庶務） 
第９条 委員会の庶務は，環境科学事務部学術助成係において処理する。 
  （雑則） 
第 10条 この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定める。  
   附 則 
１ この内規は，平成 19年４月５日から施行する。 
２  この内規の施行後，最初に委嘱される第３条第１項第２号から第４号までの委員の任期は，第４条第１項本

文の規定にかかわらず，平成 21年３月 31日までとする。 
   附 則 
  この内規は，平成 22年３月９日から施行し，平成 19年６月１日から適用する。 
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北海道大学大学院地球環境科学研究院人を対象とする研究 
倫理審査委員会内規 

 

 （設置） 
第１条 北海道大学大学院地球環境科学研究院（以下「研究院」という。）で行われる人を対象とする研

究についての倫理に関する事項を審議することを目的として，北海道大学大学院地球環境科学研究院
人を対象とする研究倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

  （適用範囲） 
第２条 この内規は，研究院で実施する，次の各号に掲げる研究に適用する。 
（1） 国立大学法人北海道大学における人を対象とする医学系研究に関する規程（以下，「医学系研究に関する
規程」という。）に規定する人を対象とする医学系研究 
（2） 人を直接の対象とする研究（第１号の研究を除く。）のうち，倫理的な問題を生じる可能性のある研究 
  （任務） 
第３条 委員会は，研究院の教員から申請された人を対象とする研究計画（以下「研究計画」という。）の適否
及びその他必要な事項について，次に掲げる倫理的観点及び科学的観点に基づき調査審議することを任務とす
る。ただし，前条第１号に掲げる研究に係る調査審議については，医学系研究に関する規程第９条第５項に基
づき，北海道大学病院倫理審査委員会から予備審査を付託された場合に限り行うものとする。 

 （1） 研究対象者の人権の擁護のための配慮に関する事項 
 （2） 研究対象者の理解を求め，同意を得る方法に関する事項 
 （3） 研究の実施及び成果の利用に伴い生ずる研究対象者への不利益及び危険性に対する配慮に関する事項 
（4） その他研究計画の適否の判断に関する必要事項 
  （組織） 
第４条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
 （1） 研究院長が指名する研究院の教員 若干名 
 （2） 研究院長が必要と認めた北海道大学の教員 若干名 
２ 前項各号に掲げる者のほか，研究院長が必要と認めた場合は，人を対象とする研究に関し優れた識見を有
する者を加えることができるものとする。 

３ 前項の委員は，研究院長が委嘱する。 
  （任期） 
第５条 前条第１項の委員の任期は，２年とする。ただし，任期途中で委員を欠いた場合，後任の委員の任期は，
前任者の残任期間とする。 

２ 前項の委員は，再任されることができる。 
  （委員長） 
第６条 委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 
 （議事） 
第７条 委員会は，委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。 
２ 審議対象となる研究計画に関係する委員は，当該研究計画の審査及び議決に加わることができない。 
３ 委員会は，前項の委員に出席を求め，研究計画の内容等について説明又は意見を聴くことができる。 
４ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決するものとする。 
  （委員以外の者の出席） 
第８条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 
  （庶務） 
第９条 委員会の庶務は，環境科学事務部において処理する。 
  （雑則） 
第 10条 この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
    附 則 
１ この内規は，平成 20年６月５日から施行する。 

２  この内規の施行後最初に委嘱される第４条第１項各号の委員の任期は，第５条第１項の規定にかかわらず，

平成 22年３月 31日までとする。 

    附 則 
 この内規は，平成 29年２月２日から施行する。 

 



 

 
 

−1− 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学院地球環境科学研究院 

年 次 報 告 書 

平成２９年度 

 
 

平成３１年３月発行 
 

発行者 北海道大学大学院地球環境科学研究院 

〒060-0810 

札幌市北区北１０条西５丁目 

TEL 011-706-2202 

URL http://www.ees.hokudai.ac.jp/ 


	「気候形成と気候変動における大気海洋結合系の役割」
	「気候システムにおける雲・降水過程と大気波動の役割」
	「海洋生態系モデル相互比較に関する研究」
	「熱帯オゾンデータの一様化処理に関する研究」
	「雲粒子ゾンデの開発と評価」
	「南大洋，北極海における海洋炭素循環の観測的研究」
	「黒潮域と親潮域の基礎生産過程に関する研究」
	「植物プラクトンの群集組成とサイズ多様性に関する研究」
	「北極域の温暖化増幅メカニズムに関する研究」
	「極域における海水中メタンに関する研究」
	「過去8000年間の太平洋十年規模変動の復元」

