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はじめに 
 
 
令和２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。 

 

 平成 28年度より第３期中期目標期間が始まり、令和２度は、次年度で終了する第３期の集大

成に向けての準備の年となります。しかし、その矢先、本年度は、新型コロナウイルス感染症

との戦いの１年となりました。そして、この年次報告書を発行する段階でも、まだ新型コロナ

ウイルスとの戦いは継続中です。特に、海外のみならず、国内における移動の制限により、本

研究院の研究アプローチの基盤の１つでもある多岐にわたるフィールドワークが実現できなか

ったことは、構成員にとって大きな痛手となりました。 

しかし、その苦境の中でも、地球環境科学研究院は、水産科学研究院、低温科学研究所、電

子科学研究所、触媒科学研究所、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と

共に組織される「環境科学院」における大学院教育の中核として、教員、研究員、事務組織が

一体となり、研究・運営を進めて参りました。 

本年度は、毎年発行しております年次報告を取りまとめ、地球環境科学研究院「自己点検評

価」、「外部点検評価」も実施させていただきました。外部点検評価に関しましても、外部評

価委員の先生方には、オンラインによる委員会開催という多大なご不便をおかけしましたが、

今後の地球環境科学研究院にとって大変貴重なご意見、ご鞭撻を頂戴いたしました。 

 地球温暖化はさらに進み、環境問題は急速にグローバル化し、今では世界中に浸透した

SDGs(Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標)のように、今や人も含めた多様性

の保全のために環境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 
  



- 3 - 
 

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   
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 
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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（～2018（平成 30）年 2 月 16 日）                  

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（～2018（平成 30）年

3 月 19 日） 
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 
3 月 26 日 インド インド工科大学マドラス校と大学間交流協定を締結 
4 月 2 日 インド インド工科大学ハイデラバード校と大学間交流協定を締結 

2019（令和元）年 10 月 15 日 中華人民共和国武漢紡織大学化学・化学工学院と部局間交流協定を締結 
2020（令和2）年 2 月 27 日 タイ王国ヴィデャシリメディ科学技術大学と学術交流協定を締結 
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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 Materials 

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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研究院長  大原  雅 
副研究院長  小西 克明 
研究院長補佐  露崎 史朗 
研究院長補佐  谷本 陽一 

2.4.1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 

 
山中 康裕 
（部門長） 

 
伊藤 優子 

（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） 
初塚 大輔 

（博士研究員） 
石崎 敬子 

（技術補助員） 

環境地理学 
分野 

渡邉 悌二 早川 裕弌 
 

 小花和さやか 
（技術補助員） 

 
 
  

環境適応科学
分野 

沖野 龍文 
野呂真一郎  

豊田 和弘 
藏崎 正明 

 

  

小森幹育子 
（技術補助員） 
有賀奈美子  

（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） 
大原 尚之 

（学術研究員） 
竹谷和佳子 

（技術補佐員） 

地球圏科学 
部門 

 
山本 正伸 
（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 

  

芦 松 
（博士研究員） 
鷹野 真也 

（学術研究員） 
武藤亜紀子 

（技術補助員） 
ｼｬﾚｸ､ﾚﾅﾀ ﾃﾚｻ 

（技術補助員） 
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  

  
李  勃豊 

（博士研究員） 
北岡  哲 

（博士研究員） 
神村 章子 

（技術補佐員） 
山内 香澄 

（技術補佐員） 
伊藤 香里 

（事務補助員） 

大気海洋物理
学分野 

久保川 厚 堀之内 武 水田 元太 

  

辻野 智紀 
（博士研究員） 
松村 伸治 

（学術研究員） 
橋本絵里子 

（事務補助員） 

気候力学分野 

谷本 陽一 藤原 正智 
 

 
長谷川拓也 

（学術研究員） 
橋本絵里子 

（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 

 
野田 隆史 
（部門長） 

 
畠山 未亜 

（事務補助員） 

陸域生態学 
分野 

相場慎一郎 工藤  岳  久保 拓弥 
 

雪野奈津子 
（技術補助員） 

生態保全学 
分野 

大原  雅 
野田 隆史 

小泉 逸郎 先崎 理之 
 

田中  真 
（事務補助員） 

生態遺伝学 
分野 

鈴木  仁 越川 滋行 早川 卓志  吉田 磨仁 
 

 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 

 

相原いづみ 
（博士研究員） 
ﾗｰﾌﾙ, 
ﾅﾚﾝﾄﾞﾗ ｼﾞｮｸﾞ 
（学術研究員） 
日下部公実子  
（技術補佐員） 
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 

小野田 晃 山田 幸司 
梅澤 大樹 

  
加藤 瑠美 

（技術補助員） 

機能材料化学
分野 

小西 克明 
神谷 裕一 

七分 勇勝 大友 亮一 
 

伊藤 理沙 
（事務補助員） 
有賀奈美子  

（事務補助員） 

分子材料化学
分野 

八木 一三 川口 俊一 
廣川  淳 
加藤  優 

中田  耕  
 

ﾊﾟﾙﾋﾞﾝ,ﾍﾞｶﾞｳﾑ 
（学術研究員） 

土谷 澄枝 
（技術補助員） 

※ 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 

2.4.1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 
長野 剛志 

総 務 
徳田 歳広 

山下 昌利 
山形 直子 沼舘加菜子 

浦新さと子（事務補佐員） 

竹内 梨絵（事務補助員） 

白井 明子（事務補助員） 

教 務 脇坂 共匡 
三宅 由美 

木下 真純 
岸  紘子 

中川 裕子（事務補助員） 

疋田 摩美（事務補助員） 

会 計 木村 一男 五十嵐香里 木村 晃平 村家 陽子（事務補助員） 

図 書 坂本ゆう子       

 
研究院長室秘書 星野 悠美（事務補佐員） 
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５ 各種委員会 

                                            2.4.1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 山中 康裕 山本 正伸 野田 隆史 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 山中 康裕 山本 正伸 野田 隆史 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 

山中 康裕 
渡邉 悌二 

山本 正伸 
鈴木 光次 

野田 隆史 
鈴木  仁 

神谷 裕一 
八木 一三 

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 山中 康裕 山本 正伸 野田 隆史 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 山中 康裕 山本 正伸 野田 隆史 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 

山中 康裕 
渡邉 悌二 

山本 正伸 
鈴木 光次 

野田 隆史 
鈴木  仁 

神谷 裕一 
八木 一三 

副研究院長 
研究院長補佐 研究院長 専攻長  会計担当  

受託研究
等受入 
委員会 

野呂真一郎 山本 正伸 野田 隆史 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 早川 裕弌 亀山 宗彦 小泉 逸郎 七分 勇勝 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 豊田 和弘 藤原 正智 早川 卓志 梅澤 大樹 副研究院長 研究院長 衛生管理

者ほか※2 事務長 会計担当 
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 堀之内 武 越川 滋行 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 
三輪 京子 
鷲尾 健司 

     総務担当 
内規

で 
明記

※3 
人を対象
とする研
究倫理審

査 
委員会 

沖野 龍文 
豊田 和弘  三輪 京子      総務担当 

内規

で 
明記

※4 

ハラス 
メント 
相談員 

      
全学ハラス
メント予防

推進員 
事務長  ※5 

分野代表
教員 

露崎 史朗 
渡邉 悌二 
野呂真一郎 
山中 康裕 

山本 正伸 
鈴木 光次 
久保川 厚 
谷本  陽一 

相場慎一郎 
野田 隆史 
鈴木  仁 
森川 正章 

小野田 晃 
神谷 裕一 
八木 一三 

      

学生居室
小委員会 渡邉 悌二 鈴木 光次 鈴木  仁 八木 一三   

専攻長 
前任専攻長

から１ 
   

共通実験
室運用小
委員会 

山中 康裕 山本 正伸 野田 隆史 神谷 裕一   
部門長 

前任部門長

から１ 
   

※1 柴田 英昭（北方生物圏フィールド科学センター）・ビジュ，ヴアスデヴアン ピライ（電子科学研究所） 

※2 衛生管理者、化学物質等管理委員会委員、有害廃液管理責任者、化学物質管理システム管理者、危険物屋内貯蔵所保安監督者 

※3 任期2年：H31.4.1〜R3.3.31 

※4 任期2年：R2.4.1〜R4.3.31 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） 

※5 任期2年：R2.4.1〜R4.3.31 
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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 その他補助金 

令和２年度 164,899 32,720 9   6,416 270 
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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」 
「北海道における地球温暖化予測と影響予測」 
「地域規模の気候変動診断と変動要因の解明」 
「河川地下域の環境生物指標の開発」 
「砂礫生態系の生態系と環境変動への応答」 
「環境DNAによる底生動物の分布推定」 
「河川分解系プロセスの温度応答と気候変動による影響予測」 
「札幌市内河川における下水処理場放水の水質に対する影響」 
「キトサンを用いた環境中重金属に対する吸着剤の開発」 
「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｣ 
｢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｣ 
｢淡水産シアノバクテリアが産生するペプチド類の生合成機構」 

「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」 
「フナクイムシに共生する微生物の生物活性物質に関する研究」 
「地球温暖化・海洋酸性化・貧酸素化が沿岸海洋生態系に及ぼす影響評価・予測」 

「トマム・占冠村における環境教育に関する研究」 
「地球惑星科学における知の文化と指標の創造」 
「北海道における持続可能な観光に関する研究」 
「ウェルビーイングを考える教育プログラムの開発」 
「サプライチェーンを可視化する教育プログラムの開発」 
「高等学校における総合学習や SDGs に関する授業開発」 
「地方自治体における高齢福祉に関する研究」 
「ソフトパワーから見た日本アニメ・マンガの影響」 
「白神山地に関わる人々の白神山地に関する認識」 
「科学の祭典における子供たちに科学を伝えている人々の認識」 
「世界を繋ぐ留学生の役割に関する研究」 
「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」 
「東アジアの土壌環境と持続的土地管理に関する研究」 
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「紫外線によるDNA損傷機構の解明とその緩和機構の探索」 
「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」 
「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」 
「高密度点群情報の地形学的な高度利用と最適化：流域地形環境変動の抽出からその先へ」 
「アジアオセアニア域の研究拠点形成に向けた高精細地形地物情報の地球科学的応用の展開」 
「ダストフラックス長期変動に寄与する人為的影響の定量的評価」 
「中央ユーラシア高地民・低地民の相互交流と騎馬遊牧社会の成立基盤に関する考古学研究」 
「分布型水土流出モデルの長期解析に基づく流木被害軽減のための森林管理手法の検討」 
「発生場の将来予測による中長期的な土石流リスク評価手法の開発」 
「湿潤変動帯における大規模崩壊地の土砂生産プロセスの解明」 
「水環境のなかで消えゆく文化景観の3次元保存と可視化」 
「大規模斜面崩壊の発生後における3次元的流域環境変動の評価」 
「マングローブ分布域の変化とその要因の解明」 
「地理空間モデルを用いた地域バイオマスエネルギー利用システムの評価」 
「海洋酸性化がキタムラサキウニ幼生に及ぼす影響評価」 
「北海道の小水力発電ポテンシャルに関する研究」 
「Use of Geoaspatial techniques to implemment Sustainable Development Goals (SDGs)」 
「北海道の雪氷冷熱エネルギー賦存量評価」 

「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地形・水文学的諸現象」 

「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動態」 

「道内異常低温地のマッピングと変遷」 

「境界永久凍土地帯での湧水変動」 

 
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」 
「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」 
「全球大気再解析データの検証と評価」 
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「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」 
「雲粒子ゾンデと雲粒子ビデオ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 600 万年間の大気中二酸化炭素濃度の復元」 
「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」 
「台風の研究」 
 

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」 
「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」 
「野生のチンパンジーとボノボの全ゲノムワイド解析による生態進化研究」 
「霊長類におけるゲノムワイドマーカーを用いた集団遺伝解析」 
「哺乳類の味覚受容体遺伝子の分子進化研究」 
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「多様な生態を持つ哺乳類における腸内マイクロバイオーム解析」 
「ヒグマやトガリネズミなどの北海道の哺乳類における生態遺伝学研究」 
「オセアニア圏の哺乳類相（有袋類・単孔類）の進化ゲノム解析」 
「鯨類や鰭脚類の海生適応に関連した遺伝子発現解析」 
「霊長類の音声コミュニケーションに関連する神経回路の遺伝子発現解析」 
「高等植物の成長システムの理解と機能応用」 
「ミズタマショウジョウバエの水玉模様の形成機構」 
「環形動物シリスにおける無性生殖様式「ストロナイゼーション」の分子発生基盤の解明」 
「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」 
「岩礁潮間帯生物群集の動態の空間変異に関する研究」 
「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」 
「バイオサーファクタント生産菌の探索と構造解析」 
「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翻訳制御機構の解明」 
「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」 
「都市化にともなう生物の応答」 
「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」 
「西太平洋湿潤林における針葉樹の優占メカニズム」 
「生物多様性にやさしい騒音緩和策の提案：野外操作実験からの検証」 
「騒音は生物多様性の重大脅威か？：生息地の分断化との影響比較と相互影響の解明」 
 

質機能科学部門 

「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」 

「環境変化によって波長応答する蛍光ポリマー材料の開発」 

「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」 

「電極触媒および光電極触媒による有機化合物の選択的酸化反応」 
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「金属酵素を固定化した人工細胞膜修飾電極における酵素反応の Operando計測」 

「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」 

「含窒素化合物を含有する廃水の触媒法浄化」 

「高原子価塩素化合物で汚染された地下水の触媒法浄化」 

「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」 

「低原子価金属酸化物の新規合成法の開発と機能開拓」 

「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」 

「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」 

「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」 

「ロジウム錯体を連結したバイオハイブリッドの創製」 

「トリアゾールカルボアルデヒドを活用したタンパク質Ｎ末端特異的な化学修飾の開発と応用」 

「芳香環拡張型の含窒素配位子を原料としたカーボン電極触媒の開発」 
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２ 研究業績等 
 
 令和 2 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、の順に部門ごとにまとめる。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）≫ 
Alam, M. K., Negishi, J. N., Rahman, M. A. T., Tolod, J. R. (2020) Stable isotope ratios of emergent adult 

aquatic insects can be used as indicators of water pollution in the hyporheic food web. Ecological 
Indicators, 118, 106738. (2020/7/16) 

Avtar, R., Komolafe, A. A., Kouser, A., Singh, D., Yunus, A., Dou, J., Kumar, P., Gupta, R. D., Johnson, B. 
A., Minh, H. V. T., Aggarwal, A. K., Kurniawan, T. A. (2020) Assessing sustainable development 
prospects through remote sensing: A review. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 
20, 100402. (2020/9/1) 

Avtar, R., Kumar, P., Supe, H., Jie, D., Sahu, N., Misra, B., Yunus, P. (2020) Did the COVID-19 lockdown-
induced hydrological residence time intensified the primary productivity in lakes? Observational 
results based on satellite remote sensing. Water, 12(9), 2573. (2020/9/10) 

Avtar, R., Suab, S. A., Syukur, M. S. B., Korom, A., Umarhadi, D., Yunus, P. (2020) Assessing the influence 
of UAV altitude on extracted biophysical parameters of young oil palm. Remote Sensing, 12(18), 3030. 
(2020/9/14) 

Avtar, R., Tsusaka, K., Herath, S. (2020) Assessment of forest carbon stocks for REDD+ implementation 
in the muyong forest system of Ifugao, Philippines. Environmental Monitoring and Assessment, 192, 
571. (2020/7/28) 

Batar Kumar, A., Watanabe, T. (2021) Landslide susceptibility mapping and assessment using geospatial 
platforms and Weights of Evidence (WoE) method in the Indian Himalayan region: Recent 
developments, gaps, and future directions. International Journal of Geo-Information, 10(3), 114. 
(2021/2/24) 

Boyero, L., et al. (including Negishi, J. N.) (2021) Latitude dictates plant diversity effects on instream 
decomposition. Science Advances, 7(13), eabe7860. (2021/2/5) 

Byers, A. C., Chand, M. B., Lala, J., Shrestha, M., Byers, E. A., Watanabe, T. (2020) Reconstructing the 
history of Glacial Lake Outburst Floods (GLOF) in the Kanchenjunga conservation area, East Nepal: 
An interdisciplinary approach. Sustainability, 12 (13), 5407. (2020/6/26) 

Chand, M. B., Watanabe, T. (2020) High-resolution inventory of the glacial lakes in the Ngozompa Glacier 
basin, Everest Region, Nepal. Bulletin of Nepal Hydrogeological Association, 5, 61–69. (2020/9/4) 

Dasgupta R., Basu M, Kumar P., Johnson B. A., Mitra B. K., Avtar, R., Shaw, R. (2020) A rapid indicator-
based assessment of foreign resident preparedness in Japan during Typhoon Hagibis. International 
Journal of Disaster Risk Reduction 51, 101849. (2020/9/3) 

Downey, H., et al. (including Senzaki, M.) (2021) Training future generations to deliver evidence-based 
conservation and ecosystem management. Ecological Solutions and Evidence, 2(1), e12032. (2020/9/9) 

Fang, C., Yamanaka, Y., Trencher, G. (2021) Arrival briefings as an effective interpretation strategy in 
tourist destinations: The case of Daisetsuzan National Park, Japan. Journal of Outdoor Recreation 
and Tourism, 33, 100363. (2020/12/24) 

Fathoni, I., Petitbois, J. G., Alarif, W. M., Abdel-Lateff, A., Al-Lihaibi, S. S., Yoshimura, E., Nogata, Y., 
Vairappan, C. S., Sholikhah, E. N., Okino, T. (2020) Bioactivities of lyngbyabellins from 
cyanobacteria of Moorea and Okeania genera. Molecules, 25(17), 3986. (2020/9/1) 

Fujibayashi, M., Watari, Y., Tsunashima, R., Nishihara, S., Noro, S. I., Lin, C.-G., Song, Y. F., Takahashi, 
K., Nakamura, T., Akutagawa, T. (2020) Structural phase transitions of a molecular metal oxide. 
Angewandte Chemie International Edition, 59(50), 22446–22450. (2020/8/27) 

Hatsuzuka, D., Sato, T., Higuchi, Y. (2021) Sharp rises in large-scale, long-duration precipitation extremes 
with higher temperatures over Japan. npj Climate and Atmospheric Science, 4, 29. (2021/3/9) 

Hayakawa, Y. S., Obanawa, H. (2020) Volumetric change detection in bedrock coastal cliffs using 
terrestrial laser scanning and UAS-based SfM. Sensors, 20(12), 3403. (2020/6/15) 
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Hayakawa, Y. S., Ogura, T., Tamura, Y., Oguchi, C. T., Shimizu, K. (2020) Three-dimensional point cloud 
data by terrestrial laser scanning for conservation of an artificial cave. Opera Ipogea: Journal of 
speleology in artificial cavities. Special issue 2020: "Damage assessment and conservation of 
underground spaces as valuable resources for human activities in Italy and Japan" Numero Speciale 
2020, 67–74. 

Hiyama, T., Dashtseren, A., Asai, K., Kanamori, H., Iijima, Y., Ishikawa, M. (2021) Groundwater age of 
spring discharges under changing permafrost conditions: The Khangai Mountains in central 
Mongolia. Environmental Research Letters, 16(1), 015008. (2020/12/8) 

Hoyo, Y., Hoshino, Y., Tsuyuzaki, S. (2020) Formation and establishment of neopolyploids from sterile 
hybrids in Drosera in a disturbed environment. Folia Geobotanica, 55, 185–193. (2020/9/16) 

Iizuka, K., Hayakawa, Y. S., Ogura, T., Nakata, Y., Kosugi, Y., Yonehara, T. (2020) Integration of multi-
sensor data to estimate plot-level stem volume using machine learning algorithms - Case study of 
evergreen conifer planted forests in Japan. Remote Sensing, 12(10), 1649. (2020/5/18) 

Imamura, K., Takano, K. T., Kumagai, N. H., Yoshida, Y., Yamano, H., Fujii, M., Nakashizuka, T., Managi, 
S. (2020) Valuation of coral reefs in Japan: Willingness to pay for conservation and the effect of 
information. Ecosystem Services, 46, 101166. (2020/7/24) 

Katano, I., Negishi, J. N., Minagawa, T., Doi, H., Kawaguchi, Y., Kayaba, Y. (2021) Effects of sediment 
replenishment on riverbed environments and macroinvertebrate assemblages downstream of a dam. 
Scientific Reports, 11, 7525. (2021/3/11) 

Kawasaki, K., Tachibana, Y., Nakamura, T., Yamazaki, K. (2020) Role of the cold Okhotsk Sea on the 
climate of the North Pacific subtropical high and Baiu precipitation. Journal of Climate, 34(2), 495–
507. (2020/10/2) 

Kubo, K., Takahashi, K., Nakagawa, S., Sakai, K., Noro, S. I., Akutagawa, T., Nakamura, T. (2021) 
Substituent effect on molecular motions of m-halogenated anilinium/dibenzo[18]crown-6 
supramolecular cations in [Ni(dmit)2]- crystals. Crystal Growth & Design, 21(4), 2340–2347. 
(2021/3/30)* 

Kumar, P., Avtar, R., Dasgupta, R., Brian, A. J., Mukherjee, A., Ahsan, N., Nguyen, D. C. H., Nguyen, H. 
Q., Shaw, R., Mishra, B. K. (2020) Socio-hydrology: a key approach for adaptation to water scarcity 
and achieving human well-being in large riverine islands. Progress in Disaster Science. (2020/11/8) 

Kumar, P., Johnson, B. A., Dasgupta, R., Avtar, R., Chakraborty, S., Kawai, M., Macandog, D. (2020) 
Participatory approach for more robust water resource management: Case study of the Santa Rosa 
Sub-watershed of the Philippines. Water, 12(4), 1172. (2020/4/16) 

Kurniawan, T. A., Avtar, R., Singh, D., Xue, W., Othman, M. H. D., Hwang, G. H., Iswanto, I., Albadarin, 
A. B., Kern, A. O. (2021) Reforming MSWM in Sukunan (Yogjakarta, Indonesia): A case-study of 
applying a zero-waste approach based on circular economy paradigm. Journal of Cleaner Production, 
284, 124775. (2020/10/19) 

Kurniawan, T. A., Mengting, Z., Fu, D., Keong, S. K., Hwang, G. H., Avtar, R., Ouyang, T. (2020) 
Functionalizing TiO2 with graphene oxide for enhancing photocatalytic degradation of methylene 
blue (MB) in contaminated wastewater. Journal of Environmental Management, 270, 110871. 
(2020/5/27) 

Masroor, M., Rehman, S., Avtar, R., Sahana, M., Ahmed, R., Sajjad, H. (2020) Exploring climate variability 
and its impact on drought occurrence: Evidence from Godavari middle sub-basin, India. Weather and 
Climate Extremes, 30, 100277. (2020/8/20) 

Masuda, Y., Yamanaka, Y., Hirata, T., Nakano, H., Kohyama, T. S. (2020) Inhibition of competitive 
exclusion due to phytoplankton dispersion: A contribution for solving Hutchinson's paradox. 
Ecological Modeling, 430, 109089. (2020/4/17) 

Mehjabin, J. J., Wei, L., Petitbois, J. G., Umezawa, T., Matsuda, F., Vairappan, C. S., Morikawa, M., Okino, 
T. (2020) Biosurfactants from marine cyanobacteria collected in Sabah, Malaysia. Journal of Natural 
Products, 83(6), 1925–1930. (2020/5/20)* 

Mengting, Z., Kurniawan, T. A., Avtar, R., Othman, M. H. D., Ouyang, T., Yujia, H., Xueting, Z., Setiadi, 
T., Iswanto, I. (2021) Applicability of TiO2(B) nanosheets@hydrochar composites for adsorption of 
tetracycline (TC) from contaminated water. Journal of Hazardous Materials, 405, 123999. (2020/9/14) 

Mengting, Z., Kurniawan, T. A., Yanping, Y., Othman, M. H. D., Avtar, R., Fu, D., Hwang, G. H. (2020) 
Fabrication, characterization, and application of ternary magnetic recyclable Bi2WO6/BiOI@Fe3O4 
composite for photodegradation of tetracycline in aqueous solutions. Journal of Environmental 
Management, 279, 110839. (2020/5/24) 
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Merghadi, A., Yunus, A. P., Dou, J., Whiteley, J., ThaiPham, B., Bui, D. T., Avtar, R., Abderrahmane, B. 
(2020) Machine learning methods for landslide susceptibility studies: A comparative overview of 
algorithm performance. Earth-Science Reviews, 207, 103225. (2020/5/13) 

Misra, P., Imasu, R., Hayashida, S., Arbain, A. A., Avtar, R., Takeuchi, W. (2020) Mapping brick kilns to 
support environmental impact studies around Delhi using Sentinel-2. International Journal of Geo-
Information, 9(9), 544. (2020/9/7) 

Nagai, S., Kotani, A., Sato, T., Sugimoto, A., Maximov, T., Nogovitcyn, A., Miyamoto, Y., Kobayashi, H., 
Tei, S. (2020) Direct measurement of leaf area index in a deciduous needle-leaf forest, eastern Siberia. 
Polar Science, 25, 100550. (2020/6/11) 

Nakamura, F., Watanabe, Y., Negishi, J. N., Akasaka, T., Yabuhara, Y., Terui, A., Yamanaka, S., Konno, 
M. (2020) Restoration of the shifting mosaic of floodplain forests under a flow regime altered by a 
dam. Ecological Engineering, 157, 105974. (2020/7/14) 

Nishi, M., Hoshino, N., Noro, S. I., Akutagawa, T., Matsuda, M. (2020) Dielectric and gas 
adsorption/desorption properties of x-Li(Pc) having one-dimensional channels surrounded by Pc•– 
columns. CrystEngComm, 22, 7528–7531. (2020/9/29) 

Noro, S. I., Meng, Y., Suzuki, K., Sugiura, M., Hijikata, Y., Pirillo, J., Zheng, X., Takahashi, K., Nakamura, 
T. (2021) A temporarily pore-openable porous coordination polymer for guest adsorption/desorption. 
Inorganic Chemistry, 60(7), 4531–4538. (2021/3/11) 

Noro, S. I., Song, Y., Tanimoto, Y., Hijikata, Y., Kubo, K., Nakamura, T. (2020) Controlling the gate-
sorption properties of solid solutions of Werner complexes by varying component ratios. Dalton 
Transactions, 49(27), 9438–9443. (2020/6/24) 

Ohtani, R., Matsunari, H., Yamamoto, T., Kimoto, K., Isobe, M., Fujii, K., Yashima, M., Fujii, S., Kuwabara, 
A., Hijikata, Y., Noro, S. I., Ohba, M., Kageyama, H., Hayami, S. (2020) Responsive four-coordinate 
Fe(II) nodes in FePd(CN)4. Angewandte Chemie International Edition, 59(43), 19254–19259. 
(2020/7/13) 

Ono, C., Ishikawa, M. (2020) Pastoralists’ herding strategies and camp selection in the local commons—A 
case study of pastoral societies in Mongolia. Land, 9(12), 496. (2020/12/3) 

Pongsivapai, P., Negishi, J. N., Izumi, H., Garrido, P. A., Kuramochi, K. (2021) Morphometry-driven 
divergence in decadal changes of sediment property in floodplain water bodies. Water, 13(4), 469. 
(2021/2/5) 

Rahman, M. A. T. M., Negishi, J. N., Akasaka, T., Nakamura, F. (2021) Estimates of resource transfer via 
winged adult insects from the hyporheic zone in a gravel‐bed river. Ecology and Evolution, 11(9), 
4656–4669. (2021/2/1) 

Rahman, M. M., Avtar, R., Yunus, P., Dou, J., Misra, P., Takeuchi, W., Sahu, N., Kumar, P., Johnson, B., 
Dasgupta, R., Kharrazi, A., Chakraborty, S., Kurniawan, T. (2020) Monitoring effect of spatial growth 
on land surface temperature in Dhaka. Remote Sensing, 12(7), 1191. (2020/4/4) 

Ramaiah, M., Avtar, R., Rahman, M. M. (2020) Land cover influences on LST in two proposed smart cities 
of India: Comparative analysis using spectral indices. Land, 9(9), 292. (2020/8/17) 

Sahu, N., Panda, A., Nayak, S., Saini, A., Mishra, M., Sayama, T., Sahu, L., Duan, W., Avtar, R., Behera, 
S. (2020) Impact of Indo-Pacific climate variability on high stream flow events in Mahanadi River 
basin, India. Water, 12(7), 1952. (2020/7/2) 

Sahu, N., Saini, A., Behera, S., Sayama, T., Nayak, S., Sahu, L., Duan, W., Avtar, R., Yamada, M., Singh, 
R. B., Takara, K. (2020) Impact of Indo-Pacific climate variability on rice productivity in Bihar, India. 
Sustainability, 12(17), 7023. (2020/8/26) 

Saini, A., Sahu, N., Kumar, P., Nayak, S., Duan, W., Avtar, R., Behera, S. (2020) Advanced rainfall trend 
analysis of 117 years over West Coast Plain and Hill Agro-Climatic Region of India. Atmosphere 
11(11), 1225. (2020/11/10) 

Senzaki, M., Barber, J. R., Phillips, J. N., Carter, N. H., Cooper, C. B., Ditmer, M. A., Fristrup, K. M., 
McClure, C. J. W., Mennitt, D. J., Tyrrell, L. P., Vukomanovic, J., Wilson, A. A., Francis, C. D. (2020) 
Sensory pollutants alter bird phenology and fitness across a continent. Nature, 587, 605–609. 
(2020/8/12) 

Senzaki, M., Kitazawa, M., Sadakuni, T., Takahashi, M. (2021) Breeding evidence of the vulnerable 
Swinhoe’s Rail (Coturnicops exquisitus) in Japan. The Wilson Journal of Ornithology, 132(3), 711–
717. (2020/10/27) 

Shimahata, A., Farghali, M., Fujii, M. (2020) Factors influencing the willingness of dairy farmers to adopt 
biogas plants: A case study in Hokkaido, Japan. Sustainability, 12(18), 7809. (2020/9/20) 
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Shishir, S., Mollah, T. H., Tsuyuzaki, S., Wada, N. (2020) Predicting the probable impact of climate change 
on the distribution of the threatened Shorea robusta forest. Global Ecology and Conservation, 24, 
e01250. (2020/8/27) 

Shivakumar, K., Noro, S. I., Yamaguchi, Y., Ishigaki, Y., Saeki, A., Takahashi, K., Nakamura, T., Hisaki, 
I. (2021) A hydrogen-bonded organic framework based on redox-active 
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口頭, 基調講演 
早川裕弌, 2020 年 11 月 21 日, カイセリ平野のポテンシャル〜キュルテペ成立の地理学的背景〜, 日本西アジ

ア考古学会第 25 回大会, オンライン, 口頭, 基調講演 
早川裕弌, 2020 年 12 月 25 日, 地球表層科学における高精細データの活用に向けて, データ活用社会創成シン

ポジウム 2020, オンライン, 口頭, 招待講演 
早川裕弌, 今泉文寿, 堀田紀文, 西井稜子, 2020 年 7 月 12 日, 高精細地形情報を用いた山岳斜面プロセスの地

形学的研究, JpGU-AGU Joint Meeting 2020, オンライン, 口頭, 招待講演 
早川裕弌, 小倉拓郎, 田村裕彦, 小口千明, 2020 年 7 月 12 日, 地上・航空レーザ測量による点群データを用い

た洞窟構造の 3 次元表現, JpGU-AGU Joint Meeting 2020, オンライン, 口頭, 招待講演 
藤井賢彦, 2020 年 8 月 1 日, アジアの海洋環境保全を考える, アカデミー・フォーラム懇談会, 札幌, 口頭, 招

待講演 
 
地球圏科学部門 
Horinouchi, T., 2020 年 9 月 1 日, How do waves and turbulence maintain the super-rotation of Venus' 

atmosphere — Results from Akatsuki, Venus Science Today, 2020, オンライン, 口頭, 招待講演 
Horinouchi, T., 2020 年 9 月 2 日, Dynamics of the atmosphere of Venus studied with image data from the 

Akatsuki spacecraft, 第 6 回理論応用力学シンポジウム, オンライン, 口頭, 招待講演 
Horinouchi, T., Akastuki Scicence Team, 2021 年 1 月 28 日, Latest studies of the dynamics of Venusian 

atmosphere with Akatsuki, 43rd COSPAR Scientific Assembly, オンライン, 口頭, 招待講演 
久保川厚, 2020 年 12 月 15 日, 西岸境界流続流ジェットの力学について, 東京大学大気海洋研究所 国際沿岸

海洋研究センター 共同利用研究集会「黒潮/親潮続流域の力学過程とその学際的応用」, オンライン, 口
頭, 招待講演 

平譯享, 山下洋平, 鈴木光次, 西岡純, 2020 年 7 月 14 日, 衛星海色リモートセンシングによる沿岸域の観測, 
JpGU-AGU Joint Meeting 2020, オンライン, 口頭, 招待講演 

 
生物圏科学部門 
Koshikawa, S., 2020 年 12 月 10 日, Developmental regulation and evolution of color pattern in fruit flies, 

Joint Symposium of School of Science & WPI-ICReDD in Hokkaido University, オンライン, 口頭, 招
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待講演 
 
物質機能科学部門 
Yagi, I., Masuda, Y., Yoshida, N., Nakagawa, S., Tosha, T., Kato, M., 2020 年 9 月 2 日, Electrochemical 

surface-enhanced infrared absorption spectroscopy of nitric oxide reductase immobilized on gold 
electrodes, 71st Annual Meeting of ISE, オンライン, 口頭, 招待講演 

小野田晃, 2020 年 8 月 28 日, 化学修飾と指向性進化工学を活用したタンパク質エンジニアリング：バイオハ

イブリッド触媒とバイオ材料への応用, 35th Summer University in Hokkaido, オンライン, 口頭, 招
待講演 

小野田晃, 松元香樹, 林高史, 2020 年 9 月 11 日, カーボンエッジ配位化学に立脚した非貴金属電極触媒の創

製, 大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点 微細構造解析プラットフォーム 2020年度第 1 回地域セミ

ナー, 吹田市, 口頭, 招待講演 
神谷裕一, 2020 年 12 月 4 日, 硝酸塩で汚染された地下水を浄化するための触媒化学, 触媒学会北海道支部講

演会, オンライン, 口頭, 招待講演 
神谷裕一, 2021 年 1 月 22 日, メタクロレイン選択酸化触媒の作用機構と新触媒開発, 令和 2 年度高難度選択

酸化反応研究会シンポジウム, オンライン, 口頭, 招待講演 
梅澤大樹, 2021 年 2 月 8 日, 付着生物が忌避する有機化合物の合成研究, 「化学的または生物学的処理による

スラグの機能変化とその評価・分析フォーラム」運営会議および講演会, オンライン, 口頭, 招待講演 
 
 
 
２－３ 知的財産一覧 
 
林高史, 小野田晃, 加藤俊介, 2020 年 7 月 27 日, 特願 2020-126563, 微小粒子の製造方法 
 
 
 
２－４ 学術に関する受賞 
 
統合環境科学部門 
Avtar, R., 2020 年 2 月 1 日, Multidisciplinary Digital Publishing Institute Outstanding Reviewer Award 
 
物質機能科学部門 
加藤優, 2020 年 11 月 2 日, 2020 年度日本化学会北海道支部 奨励賞 
君島忠男, 川口俊一, 2020 年 4 月 16 日, 令和 2 年度文部科学大臣表彰 科学技術賞 
  



- 32 - 
 

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  

学術変革領域研究（学術変革領域研究(A)）計画研究 4        

学術変革領域研究（学術変革領域研究(B)）計画研究 0        

新学術領域研究（研究領域提案型）公募研究 5        

特別推進研究 0        

基盤研究（Ｓ） 0        

基盤研究（Ａ）（一般） 6        

基盤研究（Ｂ）（一般） 5        

基盤研究（Ｃ）（一般） 6        

挑戦的研究（開拓） 4        

挑戦的研究（萌芽） 8        

若手研究 1        

研究活動スタート支援  0        

研究成果公開促進費（学術図書）  0        

研究成果公開促進費（データベース）  0        

研究成果公開促進費（ひらめき☆ときめきサイエンス）   1        

奨励研究  0        

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化(A)） 0        

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化(B)） 2        

特別研究員奨励費（特別研究員）  3        

計 45        

   

 
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 5（  23,200,000）    
基盤研究（Ｓ） 1（  64,300,000）    

基盤研究（Ａ） 4（  31,300,000）    

基盤研究（Ｂ） 15（  43,800,000）    
基盤研究（Ｃ） 8（   7,000,000）    
挑戦的研究（萌芽） 5（   8,800,000）    
若手研究 3（   2,500,000）    
研究活動スタート支援 1（   1,100,000）    
研究成果公開促進費 1（     500,000）  
特別研究員奨励費 10（   9,300,000）    

計 53（ 191,800,000）    
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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 

新学術領域研究 
（5 件） 

小野田 晃 アシンメトリー配位圏を有するバレル型バ

イオハイブリッド触媒を活用した反応開拓 1,900,000 

小野田 晃 指向性進化工学を駆使した Rh 連結バイオハ

イブリッド触媒の開発 3,000,000 

鈴木  仁 動植物ゲノム配列解析にもとづくヤポネシ

アへのヒトの移動の推定 14,800,000 

 渡辺  豊 南大洋縁辺部における準リアルタイムな人

為起源二酸化炭素の動態解明 2,000,000 

 早川 卓志 
比較オミックス解析による霊長類の発声行

動と音声コミュニケーションの遺伝基盤の

解明 
1,500,000 

基盤研究(Ｓ)  
（1 件） 山本 正伸 過去 600 万年間にわたる大気中二酸化炭素

濃度と気候の相互作用の解明 64,300,000 

基盤研究（Ａ） 
（4 件） 

谷本 陽一 大気海洋内の熱フローの理解に立脚した地

球温暖化の加速・減速の要因解明 6,200,000 

山中 康裕 海洋植物プランクトンに関する形質空間の

概念確立と気候変動に伴う将来予測 8,200,000 

渡辺  豊 海洋炭酸系物質の時空間高解像度マッピン

グ技術の南大洋への展開 8,200,000 

堀之内 武 
新世代気象衛星の台風高頻度観測による高

精度風プロダクト開発と台風の変動過程の

解明 
8,700,000 

基盤研究（Ｂ） 
（15 件） 

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 2,100,000  

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 1,600,000  

神谷 裕一 硝酸イオン汚染地下水の浄化に真に貢献す

る亜鉛添加ニッケル触媒の開発 2,500,000  

小西 克明 金属クラスターと芳香族ユニットの間に働

く引力相互作用の学理解明と機能開拓 3,500,000 

 

梅澤 大樹 
環境にやさしい付着阻害剤の開発を指向し

た天然物誘導体合成と付着阻害メカニズム

解明 
2,700,000 

越川 滋行 ゲノム編集で明らかにするショウジョウバ

エの模様形成機構  2,600,000 

野田 隆史 階層的空間アプローチによる岩礁潮間帯生

物の群集動態の安定性の空間変異性の解明 2,200,000 

甲山 隆司 固着性生物の種内変異が種間共存に及ぼす

影響の長期観測に基づく解明 4,500,000 

鈴木 光次 海氷融解がもたらす微細藻類の光合成能力

変化と脆弱種の把握 1,800,000 

根岸 淳二郎 河川と水辺環境保全のための地下生物指標

による生態系健全度・回復力評価 1,300,000 

七分 勇勝 配位子ネットワーク形成による新奇金属ク

ラスターの創製と機能開拓 8,300,000 
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八木 一三 
生体模倣電極触媒への展開を指向した金属

酵素修飾電極におけるオペランド振動分光

計測 
2,100,000 

相場 慎一郎 
西太平洋湿潤林における針葉樹の優占メカ

ニズム：気候・土壌条件・光競争に基づく

解明 
2,800,000 

大原  雅 多元的アプローチの統合による多年生林床

植物の生活史研究の新たな展開 4,100,000 

山下 洋平 海洋深層における超難分解性成分である燃

焼起源有機物の除去過程の解明 1,700,000 

基盤研究（Ｃ） 
（8 件） 

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 700,000  

中村  哲 北極温暖化に伴う中緯度寒冷化を再現する

ために成層圏はどこまで必要か？ 600,000  

小泉 逸郎 河川性サケ科魚類における適応形質の遺伝

的基盤：大規模集団ゲノム解析へ向けて   600,000  

亀山 宗彦 精密試料採取手法に基づく北極海の海氷域

における硫黄循環像の解明 800,000  

長谷部 文雄 極域オゾンと中高緯度渦熱フラックスとの

線形関係の理論的解明 900,000  

久保川 厚 海洋循環論構築の一環としての西岸境界流

続流ジェットの理論的・数値的研究 800,000  

 川西 亮太 宿主の博物館標本と iDNA から解き明かす

深海魚に寄生する等脚類の多様性 1,300,000  

 高田 壯則 ランダム行列を用いた生物人口学研究ーー

個体群行列ビッグデータとの比較解析ーー 1,300,000  

挑戦的研究（萌芽） 
（5 件） 

三輪 京子 生物におけるホウ素の新機能の検証－ビタ

ミン B6 代謝に対するホウ酸の役割－ 1,700,000 

野呂 真一郎 液固相転移を利用した降温脱離型二酸化炭

素吸収材料の開発 1,400,000 

山中 康裕 地球科学における研究評価の国際チューニ

ング：知の文化と指標の創造 2,400,000 

神谷 裕一 分解反応を利用した官能基間距離が精密に

制御された固体表面反応場の構築 1,300,000 

小野田 晃 カーボンエッジ配位化学に立脚した非貴金

属カーボン電極触媒の開拓 2,000,000  

若手研究 
（3 件） 

大友 亮一 
自在なアニオン導入に基づく特異な孤立金

属サイトを有する高活性ゼオライト触媒の

創出 
600,000 

早川 卓志 採食適応に着目した霊長類と非霊長類哺乳

類のゲノム・メタゲノム収斂進化の解明 1,000,000 

先崎 理之 生物多様性にやさしい騒音緩和策の提案：

野外操作実験からの検証 900,000 

研究活動スタート支

援（1 件） 先崎 理之 騒音は生物多様性の重大脅威か？：生息地

の分断化との影響比較と相互影響の解明 1,100,000 

研究成果公開促 
進費 
（1 件） 

早川 裕弌 
ダンボールで島と滝をつみあげよう！～さ

わってわかる高精細 3D 情報～ 500,000 

特別研究員奨励費 
（10 件） 福冨 雄一 

水玉模様のサイズはどのように決まるの

か？ゲノム編集を用いた発生遺伝学的アプ

ローチ 
900,000 
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難波 瑞穂 半閉鎖性海域のアマモ場において塩分勾配

が動植物群集に与える影響評価 1,000,000 

柴田 あかり 被子植物における複雑な性システムの維持

機構 800,000 

ANDERS 
JASON LEE 

都市化にともなう腸内細菌叢の弱体化を腸

内寄生虫が緩和する：小型げっ歯類による

実証 
800,000 

齋藤 結大 柔軟なポリイミン配位子を用いた銀サブナ

ノクラスターの精密合成法の開発 800,000 

YAN DONG 
オホーツク海における冬春季の環境変動に

対する珪藻群集の光生理適応と群集組成の

関連 
900,000 

松浦 輝 
潜葉性小蛾類を中心としたメタ群集動態モ

デルの作成 900,000 

深井 悠里 
太平洋側北極海における海底堆積物中の珪

藻類休眠期細胞に関する研究 900,000 

 沖野 龍文 
分子ネットワーキングと共培養の統合アプ

ローチによる藍藻からの抗藻ペプチドの探

索 
1,100,000 

 八木 一三 
PEMFC における酸素還元反応のための白金

族金属合金ナノ構造の電極触媒作用 1,200,000 

小  計 191,800,000 

 
 
４）他機関からの分担金 

                                                                             （単位：円） 

研究種目 研究分担者名 研究課題名 金額 

新学術領域研究 
（2 件） 

佐藤 友徳 急速に温暖化する日本周辺海域での大気海

洋相互作用と極端気象 3,000,000 

谷本 陽一 大気循環変動とその予測可能性に関わる中

緯度大気海洋相互作用 1,860,000 

基盤研究（S） 
（4 件） 

三輪 京子 植物の栄養感知機構の解明と栄養応答統御 2,500,000 

堀之内 武 
あかつきデータ同化が明らかにする金星大

気循環の全貌 850,000 

 佐藤 友徳 
北極海－大気－植生－凍土－河川系におけ

る水・物質循環の時空間変動 2,100,000 

 石川 守 
北極海－大気－植生－凍土－河川系におけ

る水・物質循環の時空間変動 16,700,000 

基盤研究（A） 
（3 件） 

小野田 晃 ヘムタンパク質人工集積体を用いた新規光

捕集系の構造・機能モデルの創出 2,000,000 

早川 裕弌 分布型水土流出モデルの長期解析に基づく

流木被害軽減のための森林管理手法の検討 800,000 
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越川 滋行 
環形動物シリスにおける無性生殖様式「ス

トロナイゼーション」の分子発生基盤の解

明 
200,000 

挑戦的研究(萌芽) 
（1 件） 亀山 宗彦 サンゴが雲を作り気候を変化させているの

か？遺伝子解析技術を用いた検証 600,000 

国際共同研究強化

(B) 
（3 件） 

藏崎 正明 
熱帯泥炭火災に由来する多環芳香族炭化水

素と誘導体の土壌残存性とそのリスクの解

明 
500,000 

佐藤 友徳 
ヒマラヤ山岳域における複雑地形と大規模

湿潤気流がもたらす降水変動メカニズムの

解明 
200,000 

相場 慎一郎 窒素とリンの非対称性による多様な熱帯降

雨林生態系の形成 200,000 

基盤研究（B） 
（9 件） 

早川 卓志 腸内細菌を用いたニホンザル農地依存度の

把握と加害レベル判定手法の確立 400,000 

早川 裕弌 
中央ユーラシア高地民・低地民の相互交流

と騎馬遊牧社会の成立基盤に関する考古学

研究 
300,000 

早川 裕弌 発生場の将来予測による中長期的な土石流

リスク評価手法の開発 600,000 

藤原 正智 エルニーニョ・南方振動に伴う重力波及び

成層圏準 2 年振動の変調 200,000 

山本 正伸 新生代後期の北半球氷床拡大と熱帯太平洋

大気海洋相互作用の関係解明 100,000 

山本 正伸 東アジアの古代湖「琵琶湖」の固有種成立

過程の解明のための総合的研究 200,000 

山本 正伸 年縞から探る温室期の急激な気候変化：温

暖化による気候モードジャンプの可能性 400,000 

三輪 京子 植物細胞壁ペクチン生合成糖転移酵素の同

定とペクチンの機能解明 700,000 

山本 正伸 地球気候の本質的理解に向けた温室地球時

代の海水温季節変動動態の解析 300,000 

基盤研究（C） 
 （2 件） 

早川 裕弌 湿潤変動帯における大規模崩壊地の土砂生

産プロセスの解明 200,000 

長谷川 拓也 日本南岸沖黒潮の流路安定性の理論解析と

観測による検証 30,000 

小  計 34,940,000 
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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 

佐藤 友徳 北極水循環変化：環境の持続可能

性と自然資源へのインパクト 

国立研究開発法人 

科学技術振興機構 

910,000 

藤原 正智 雲/降水粒子撮像装置ビデオゾン

デの 1680MHz帯実験局から 400MHz

帯気象援助局への移行技術の研究

開発 

総務省 1,001,000 

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 
 

堀之内 武 気候変動影響評価のための日本域

の異常天候ストーリーラインの構

築 

国立大学法人 

東京大学大気海洋研究所 

4,121,800 
 
 

神谷 裕一 ウラン廃棄物処理に係る廃液分解

の基礎試験に関する研究 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

2,200,000 

山田 幸司 COI拠点『食と健康の達人』 国立研究開発法人 

科学技術振興機構 

3,000,000 

藤井 賢彦 統合的ハザード予測 国立大学法人 

京都大学 

4,100,001 

亀山 宗彦 Study on the Distribution and 
Behavior of Black Carbon in the 
Arctic Ocean 

Korea Polar Research 
Institute 
 

 2,676,900 
 
 

藤井 賢彦 海洋酸性化と貧酸素化の複合影響

の総合評価 

国立研究開発法人 

水産研究・教育機構 

7,871,000 

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 

6,416,719 
 

佐藤 友徳 ユーザーニーズを踏まえた地域気

候変化予測データの精査と新規大

規模計算手法の開発 

一般財団法人 

気象業務支援センター 

17,186,644 

亀山 宗彦 

佐藤 友徳 

北極域研究加速プロジェクト 大学共同利用期間法人 

情報・システム研究機構 

7,941,000 

根岸 淳二郎 

 

 

氾濫原水域保全・再生に資する物

質循環及び水生生物相とその分布

経緯の解明 

北海道開発局  

札幌開発建設部 

 

1,978,607 
 
 

根岸 淳二郎 

小泉 逸郎 

気候変動下における河川生態系の

レジデンスに関する研究 

北海道開発局  

帯広開発建設部 

2,000,000 
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森川 正章 生物循環グリーン（BCG）経済実

現に向けたウキクサ-共存微生物

資源価値の包括的開拓 

国立研究開発法人 

科学技術振興機構 

650,000 

小野田 晃 薬剤を N末端に連結したタンパク

質製剤を製造するための新技術の

開発 

国立研究開発法人 

科学技術振興機構 

975,000 

野呂 真一郎 水素分子錯体を利用した水素同位

体の常温クロマトグラフィー分離 

国立研究開発法人 

科学技術振興機構 

2,600,000 

野呂 真一郎 “ビヨンド・ゼロ”社会実現に向

けた CO2 循環システムの研究開発 

国立大学法人 

九州大学 

17,979,000 

小  計 83,907,671 

 

 

 

受託事業                                  （単位：円） 

研究担当者 研究題目 機関名 受託料 

豊田 和弘 

渡邉 悌二 

藏崎 正明 

Ram AVTAR 

アフリカの若者のための産業人材

育成イニシアティブ（ABE 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２０１９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（２回目） 

独立行政法人 

国際協力機構 

1,500,000 

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 2019 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 

150,000 

沖野 龍文 2020年度北海道大学大学院環境科

学院 JICA 開発大学院連携プロ

グラム 

独立行政法人 

国際協力機構 

765,984 

沖野 龍文 令和 2年度人材育成奨学計画

（JDS）特別プログラムに係る委

託契約 

一般財団法人 

日本国際協力センター 

500,000 

山中 康弘 「ふるさと活性化推進事業」トマ

ム地区住民ワークショップ委託業

務 

占冠村 300,000 
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渡邉 悌二 

藏崎 正明 

Ram AVTAR 

アフリカの若者のための産業人材

育成イニシアティブ（ABE 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２０２０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 

60,000 

Ram AVTAR 研究員受入（学位課程就学者）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 

   360,000 

Ram AVTAR 研究員受入（学位課程就学者）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 

264,000 

Ram AVTAR 
渡邉 悌二 

川口 俊一 

研究員受入（学位課程就学者）委

託契約（SDGsグローバルリーダ

ー・コース 教育研究費） 

独立行政法人 

国際協力機構 

720,000 

Ram AVTAR 
渡邉 悌二 

川口 俊一 

研究員受入（学位課程就学者）委

託契約（SDGsグローバルリーダ

ー・コース 就学支援費） 

独立行政法人 

国際協力機構 

528,000 

豊田 和弘 研究員受入（学位課程就学者）委

託契約（ABE イニシアティブ 教

育研究費） 

独立行政法人 

国際協力機構 

180,000 

豊田 和弘 研究員受入（学位課程就学者）委

託契約（ABE イニシアティブ 就

学支援費） 

独立行政法人 

国際協力機構 

132,000 

小  計 5,459,984 
    

 

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 

三菱ケミカル株式会社 1,000,000 

藏崎 正章 室内空気と飲料水の浄化装置、な

らびに人体影響緩和法の開発 

Suqian Yimei Technology 
Co.,Ltd  Biotechnology 
Industrial 

2,000,000 
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藏崎 正明 １．新しいコラーゲンの機能開

発、とくに生分解性合成繊維の創

製と、再生医療用細胞基盤の創製 

２．環境汚染物質の生体影響を緩

和のための水素効果と細胞動力学

刺激の研究 

Jiangsu Yameng New 
Material Co., Ltd 

2,500,000 

鈴木 光次 Towards reducing the 
uncertainty of marine 
phytoplankton pigment and 
optical properties for the 
validation of SGLI data 

国立研究開発法人宇宙航

空研究開発機構 
3,965,000 

森川 正章 新規バイオサーファクタントの探

索 

JXTG エネルギー株式会

社 

1,430,000 

森川 正章 微細藻類およびウキクサの生育あ

るいはそれらの有用物質生産を促

進する微生物の共生培養に係る実

用利用技術の開発 

国立研究開発法人理化学

研究所 

国立大学法人山梨大学 

株式会社ユーグレナ 

250,000 

大友 亮一 可塑剤製造プロセスの反応工程で

用いる触媒の処理方法の探索 

積水化学工業株式会社 500,000 

川口 俊一 液性因子の電気化学的測定系の構

築 

日立化成株式会社 2,200,000 

川口 俊一 センサ技術を活用した低環境負荷

型焼却システムの開発 

株式会社タクマ 130,000 

吉田 磨仁 微生物を用いた長鎖多価不飽和脂

肪酸の生産と産業化に関する研究 

株式会社ロム 300,000 

加藤 優 固体高分子形燃料電池用電極材料

における新規触媒の研究 

三井金属鉱業株式会社 1,200,000 

山崎 健一 指向性進化加速に関する指導 イムラ・ジャパン株式会

社 

1,100,000 

小  計 17,075,000 
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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 

川口 俊一 
低侵襲・簡易迅速な牛の早期妊娠

判定技術開発事業 

公益財団法人 

全国競馬・畜産振興会 
2,700,000 

早川 裕弌 
研究活動とライフイベントの両立

のための補助人材支援 

独立行政法人 

日本学術振興会 
467,000 

小泉 逸郎 

先崎 理之 

地域連携に係るプロジェクト形成

支援事業 
文部科学省 980,000 

神谷 裕一 

豊田 和弘 

卓越大学院プログラム教育研究経

費 

独立行政法人 

日本学術振興会 
600,000 

野呂 真一郎 

神谷 裕一  

ロバスト農林水産工学国際連携研

究教育拠点構想 
文部科学省 700,000 

小  計  5,447,000 
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４ 研究員・RA 

４－１ 日本学術振興会特別研究員（DC1・DC2） 

                           （令和２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） 

常 亮 令和 2 年 1 月 1 日 令和 3 年 12 月 31 日 

Mahmuda Akter 平成 31 年 4 月 1 日 令和 3 年 3 月 31 日 

CHAND Mohan Bahadur 令和 2 年 4 月 1 日 令和 4 年 3 月 31 日 

渥美 圭佑 令和 2 年 4 月 1 日 令和 2 年 9 月 30 日 

宋 雨桐 令和 2 年 10 月 1 日 令和 3 年 3 月 31 日 

Mst. Kaniz Fatima Binte Hossain 令和 2 年 10 月 1 日 令和 3 年 3 月 31 日 

Guizani Mokhtar 令和 2 年 10 月 1 日 令和 3 年 3 月 31 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

資格 氏 名 研究課題 採用期間 備考 

DC1 深井 悠里 
太平洋側北極海における海底堆積物中の珪藻類

休眠期細胞に関する研究 
R2.4.1～ 
R5.3.31 

 

DC2 松浦  輝 
潜葉性小蛾類を中心としたメタ群集動態モデル

の作成 
R2.4.1～ 
R4.3.31 

 

DC2 YAN DONG 
オホーツク海における冬春季の環境変動に対す

る珪藻群集の光生理適応と群集組成の関連 
R2.4.1～ 
R4.3.31 
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４－３ 博士研究員（有給） 

 

４－４ RA 

 

氏  名 雇用期間（自） 雇用期間（至） 
初塚 大輔 令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 

中村 哲 令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 

増田 良帆 令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 

芦 松 令和 2年 4月 1日 令和 2年 8月 31日 

李 勃豊 令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 

辻野 智紀 令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 

北岡 哲 令和 2年 4月 1日 令和 3年 1月 31日 

BERNARDO LAWRENCE PATRIC 令和 2年 8月 1日 令和 3年 3月 31日 

鄭 鑫 令和 2年 10月 1日 令和 3年 3月 31日 

鈴木 健太 令和 2年 12月 1日 令和 3年 3月 31日 

松村 伸治 令和 3年 2月 1日 令和 3年 3月 31日 

氏    名 雇用期間（自） 雇用期間（至） 
Nurcahyo Iman Prakoso 令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 

塚田 大河 令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 

Nandani Balloo 令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 

AYE MYINT MYAT SOE 令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 

ABILLA ESPUNA SEBASTIEN NONILO HENRI 令和 2年 4月 13日 令和 3年 3月 31日 

谷本 憂太郎 令和 2年 5月 1日 令和 3年 3月 31日 

田村 健太 令和 2年 5月 1日 令和 3年 3月 31日 

丸山 亜伊莉 令和 2年 5月 1日 令和 3年 3月 31日 

李 梅花 令和 2年 5月 1日 令和 3年 3月 31日 

廣口 覚彦 令和 2年 5月 1日 令和 3年 3月 31日 

村田 千夏 令和 2年 5月 1日 令和 3年 3月 31日 

田村 健太 令和 2年 9月 1日 令和 3年 3月 31日 

松寺 望 令和 2年 9月 1日 令和 3年 3月 31日 

栗 世学 令和 2年 9月 1日 令和 3年 3月 31日 

松下 侑未 令和 2年 10月 1日 令和 3年 3月 31日 

ONUH AMARACHUKWU FAITH 令和 2年 10月 1日 令和 3年 3月 31日 

SUPE HITESH GHANASHYAM 令和 2年 11月 1日 令和 3年 2月 28日 

XIAO JUAN 令和 2年 11月 1日 令和 3年 2月 28日 



- 44 - 
 

 
 

 

 
  

氏    名 雇用期間（自） 雇用期間（至） 
谷本 憂太郎 令和 2年 12月 1日 令和 3年 2月 28日 

杉浦 みのり 令和 2年 12月 1日 令和 3年 2月 28日 

村田 千夏 令和 2年 12月 1日 令和 3年 2月 28日 

陳 新宇 令和 3年 1月 4日 令和 3年 2月 26日 

RAJ RAVEENA 令和 3年 1月 4日 令和 3年 2月 26日 

RAJ RAVEENA 令和 3年 3月 15日 令和 3年 3月 31日 
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５ 研究交流・国際交流 

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：佐藤 友徳 
相手機関： University of Los Angels California 
国名：USA 
研究課題名: Impact of initialized land temperature and snowpack on sub-seasonal to seasonal prediction 
(LS4P) 
相手機関代表者: Prof. Yongkang Xue (UCLA) 
 
Representative on the global environment side: Ram Avtar 
The other party: Moscow State University (MSU), Moscow, Russia 
Country: Russia 
Title of project: Multi-sensor remote sensing and ground data to monitor forest ecosystem in Russia 
Representative of the other organization: Dr. Olga Tutubalina, (MSU) 
 
Representative on the global environment side: Ram Avtar 
The other party: University of Glasgow, UK 
Country: United Kingdom 
Title of project: Equity Impacts of Housing and Urban Amenities for Sustainable Development in South 
Asian Cities 
Representative of the other organization: Dr. Sohail Ahmed, University of Glasgow 
 
Representative on the global environment side: Ram Avtar 
The other party: Indian Society for Applied Research and Development (ISARD), New Delhi, India 
Country: India 
Title of project: Integrated climate action planning (ICLAP) 2050 tool in Asia-Pacific cities  
Representative of the other organization: Dr. Mahindra Sethi, ISARD 
 
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，宮城学院女子大 
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） 
 
 
 
《国内共同研究》 
地球環境側代表者：渡邉悌二 
相手機関：酪農学園大学・食農環境学群 
「高解像度衛星画像を使った南アジア・アフリカの地表面変動のモニタリングについての研究」 
 



- 46 - 
 

地球環境側代表者：渡邉悌二 

相手機関：環境省・大雪山国立公園管理事務所，上川町 

「大雪山国立公園における持続可能な野営場管理に関するステークホルダーとの協働研究」 

 
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、海洋研究開発機構、宇宙航空研究開発機構、ほか 
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：佐藤友徳 
相手機関：名古屋大学 
研究課題名：「ヒマラヤ山岳域における複雑地形と大規模湿潤気流がもたらす降水変動メカニズムの 
解明」 
 
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 
「海藻のハロゲン化合物に関する研究」 
 
地球環境側代表者：早川裕弌 
相手機関：地方独立行政法人北海道立総合研究機構森林研究本部林業試験場 
「北海道胆振東部地震後に設置された治山ダムの効果に関する経時的モニタリング」 
 
Representative on the global environment side: Ram Avtar 
The other party: Tokyo University of Agricutlure and Technology, Abashiri, Japan 
Title of project: 自作固定翼機材を用いた流氷観測システムの構築 

Representative of the other organization: Prof. Kanichiro Matsumura 
 
Representative on the global environment side: Ram Avtar 
The other party: Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan  
Title of project: Socio-hydrological perspective of climate change adaptation in large riverine islands: 
Comparative study from India, Bangladesh and Vietnam 
Representative of the other organization: Dr. Pankaj Kumar (IGES) 
 

 
 
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：独立行政法人日本学術振興会、ドイツ（DAAD） 
国名：ドイツ  
研究課題名：アジア・オーストラリア地域の長期モンスーン変動史とモンスーンサブシステムの理解 

相手機関代表者：Ann Holbourn，Li Gong，Janika Johnck，Julia Lubbers，Renjie Pei． 
 

地球環境側代表者: 藤原 正智 

相手機関：NorthWest Research Associates/New Mexico Insititute of Mining and Technology, University 
of Oxford, 精華大学  
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国名：アメリカ合衆国，イギリス，中国 

研究課題名：全球大気再解析データの比較検証（World Climate Research Programme (WCRP)/ 
Stratosphere-troposphere Processes And their Role in Climate (SPARC) Reanalysis Intercomparison 
Project (S-RIP)） 

相手機関代表者：Gloria Manney, Lesley Gray, Jonathon Wright. 
 

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：「Towards reducing the uncertainty of marine phytoplankton pigments and optical properties 
for the validation of SGLI data」 

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：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：University of Miami、University of California Santa Barbara、Texas AM University at 
Galveston、CSIC Instituto de Investigaciones Marinas、Institut de Ciències del Mar-CSIC、Monterey 
Bay Aquarium Research Institute  
国名：アメリカ合衆国、スペイン 

研究課題名：「Compilation of dissolved organic matter data obtained from global ocean observations」 

相手機関代表者：Dennis A. Hansell, Craig A. Carlson, Rainer M.W. Amon, Xose Antón Álvarez-Salgado, 
Cristina Romera-Castillo, Mariana B. Bif 

 

地球環境側代表者: 堀之内 武 

相手機関： South West Research Institute, University of Wisconsin Madison 
国名： 米国 

研究課題名： 「探査機あかつきによる金星大気の研究」 

相手機関代表者：Eliot Young 
 

地球環境側代表者: 堀之内 武 

相手機関： South West Research Institute 
国名： 米国 

研究課題名： 「地球観測衛星観測計画 MISTiC Winds」 

相手機関代表者： Scott Rafkin 
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《国内共同研究》 
地球環境側代表者：藤原 正智 

相手機関：明星電気株式会社, 山口大学 

研究課題名：「雲/降水粒子撮像装置ビデオゾンデの 1680MHz 帯実験局から 400MHz 帯気象援助局への移行

技術の研究開発」 

 

地球環境側代表者：藤原 正智 

相手機関：海洋研究開発機構, 東京大学 

研究課題名：「全球大気再解析データの検証」 

 

地球環境側代表者：藤原 正智 

相手機関：京都大学, 気象庁気象研究所, 福岡大学, 東北大学 

研究課題名：「夏季アジアモンスーン循環からの東方流出渦を狙った国内でのエアロゾル粒子観測」 

 

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：国立極地研究所、北海道大学、東京海洋大学、海洋研究開発機構 
研究課題名：「南極底層水を起点とする熱塩循環・物質循環のダイナミクス」 
 

地球環境側代表者：堀之内 武 

相手機関：気象庁気象研究所，横浜国立大学，琉球大学 

研究課題名：「新世代気象衛星による台風研究」 

 

地球環境側代表者：堀之内 武 

相手機関：東京大学，気象庁気象研究所，国立環境研究所等 

研究課題名：「気候変動影響評価のための異常天候ストーリーライン研究」 

 

地球環境側代表者：堀之内 武 

相手機関：JAXA 宇宙科学研究所，他多数 

研究課題名：「探査機あかつきによる金星大気研究」 

 

地球環境側代表者：堀之内 武 

相手機関：神戸大学，慶応大学，京都産業大学  

研究課題名：「金星大気のデータ同化」 
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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：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：早川 卓志 
相手機関：シドニー大学 
国名：オーストラリア連邦 
研究課題名：「コアラなどの有袋類における全ゲノム解析研究」 
相手機関代表者：Katherine Belov 
 
地球環境側代表者：早川 卓志 
相手機関：シドニー大学 
国名：オーストラリア連邦 
研究課題名：「単孔類（カモノハシとハリモグラ）における全ゲノム解析研究」 
相手機関代表者：Frank Grutzner 
 
地球環境側代表者：早川 卓志 
相手機関：オーストラリア国立大学 
国名：オーストラリア連邦 
研究課題名：「肉食性有袋類における保全遺伝学研究」 
相手機関代表者：Adrian Manning 
 
地球環境側代表者：早川 卓志 
相手機関：オタゴ大学 
国名：ニュージーランド 
研究課題名：「ニュージーランド移入哺乳類における進化ゲノム解析」 
相手機関代表者：Tim Hore 
 
地球環境側代表者：早川 卓志 
相手機関：コペンハーゲン大学 
国名：デンマーク王国 
研究課題名：「哺乳類の比較ゲノム解析研究」 
相手機関代表者：Guojie Zhang 
 
地球環境側代表者：早川 卓志 
相手機関：ボゴール農科大学 
国名：インドネシア共和国 
研究課題名：「インドネシア哺乳類における進化ゲノム解析」 
相手機関代表者：Bambang Suryobroto 
 
地球環境側代表者：早川 卓志 
相手機関：カルガリー大学 
国名：カナダ連邦 
研究課題名：「霊長類における感覚受容体の進化研究」 
相手機関代表者：Amanda Melin 
 
地球環境側代表者：早川 卓志 
相手機関：ペルナンブコ国立大学 
国名：ブラジル連邦共和国 
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研究課題名：「ブラジル哺乳類における腸内マイクロバイオーム解析」 
相手機関代表者：Valdir Luna da Silva 
 
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：三輪 京子 
相手機関：ジョージア大学 
国名：アメリカ合衆国  
研究課題名：「植物細胞壁ペクチン質多糖合成に関わる酵素の機能解析」 
相手機関代表者：Debra Mohnen 

 
地球環境側代表者：相場 慎一郎 
相手機関：サバ州森林研究所 

国名：マレーシア  
研究課題名：「ボルネオ熱帯ヒース林の動態」 

相手機関代表者：Reuben Nilus 
 
地球環境側代表者：先崎 理之 
相手機関：california polytechnic state university  
国名：アメリカ合衆国 
研究課題名：「人工光と騒音の広域影響評価：日米両国にお ける鳥類の脆弱性予測モデルによる検証」 

相手機関代表者：Clinton Francis 
 
 
《国内共同研究》 
地球環境側代表者：甲山 隆司 
相手機関：酪農学園大学 
研究課題名：「固着性生物の種内変異が種間共存に及ぼす影響の長期観測に基づく解明」 
 
地球環境側代表：大原 雅 
相手機関：弘前大学，立命館大学，国立研究開発法人森林総合研究所，国立研究開発法人国立環境研究所，  
研究課題名：「多元的アプローチの統合による多年生林床植物の生活史研究の新たな展開」 

 
地球環境側代表：野田 隆史 
相手機関：熊本大学，水産研究教育機構，東北大学 
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：水産研究教育機構，東北大学 
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：早川 卓志 
相手機関：京都大学、東京大学、総合地球環境学研究所、日本モンキーセンター 
研究課題名：「霊長類のゲノム進化学研究」 
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地球環境側代表：早川 卓志 
相手機関：京都大学、東京大学、明治大学 
研究課題名：「哺乳類の感覚受容体遺伝子の機能進化研究」 
 
地球環境側代表：早川 卓志 
相手機関：自然科学研究機構生命創成探究センター、東京工業大学 
研究課題名：「哺乳類の比較ゲノム解析研究」 
 
地球環境側代表：早川 卓志 
相手機関：京都大学、中部大学、神戸大学、防衛医科大学校、日本モンキーセンター 
研究課題名：「哺乳類における共生マイクロバイオーム解析」 
 
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」 

 
地球環境側代表者：森川 正章 
相手機関：国立環境研究所，山梨大学，大阪大学，京都大学，東北大学, サラヤ株式会社 
研究課題名：「タイ国・生物資源循環グリーン経済実現に向けたウキクサホロビオント資源価値の包括的開

拓」 
 
地球環境側代表者：森川 正章 
相手機関：JXTG エネルギー株式会社 
研究課題名：「新規バイオサーファクタントの探索」 
 
地球環境側代表者：森川 正章 
相手機関：株式会社ユーグレナ 
研究課題名：「微細藻類およびウキクサの生育あるいはそれらの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」 
 
地球環境側代表：三輪 京子 
相手機関：東京大学 
研究課題名：「周囲環境応答としての植物成長特性の力学的最適化の柔軟性」 
 
地球環境側代表：三輪 京子 
相手機関：東京大学 
研究課題名：「植物の栄養感知機構の解明と栄養応答統御」 
 
地球環境側代表：三輪 京子 
相手機関：立命館大学 
研究課題名：「植物細胞壁ペクチン生合成糖転移酵素の同定とペクチンの機能解明」 
 
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」 
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地球環境側代表者：越川 滋行 
相手機関：東京大学 
研究課題名：「環形動物シリスにおける無性生殖様式「ストロナイゼーション」の分子発生基盤の解明」 

 
地球環境側代表者：小泉 逸郎 
相手機関：統計数理研究所 
研究課題名：「大規模長期生態・遺伝データの解析」 

 
地球環境側代表者：相場 慎一郎 
相手機関：京都大学・森林総合研究所 

研究課題名：「ボルネオ熱帯林の生態学的研究」 

 

地球環境側代表者：工藤 岳 
相手機関：富山大学 極東地域研究センター 
研究課題名：「気候変動が山岳生態系の生物季節性に及ぼす影響評価手法の開発と将来予測」 
 
地球環境側代表者：先崎 理之 
相手機関：国立環境研究所 

研究課題名：「騒音が生態系機能に及ぼす影響に関する研究」 

 

 
 
物質機能科学部門 

≪国際共同研究≫ 

地球環境側代表者：小野田 晃 

相手機関：CEA-Saclay 
国名：フランス 

研究課題名：「芳香環拡張型の含窒素配位子を原料としたカーボン電極触媒の開発」 

相手機関代表者：Dr. Stéphane Campideli 
 

地球環境側代表者：小野田 晃 

相手機関：RWTH Aachen University 
国名：ドイツ 

研究課題名：「バイオハイブリッド触媒の進化工学」 

相手機関代表者：Professor Ulrich Schwaneberg 
 
 
≪国内共同研究≫ 

地球環境側代表者：川口 俊一 

相手機関：株式会社タクマ 

研究課題名：「センサ技術を活用した低環境負荷型焼却システムの開発」 

 

地球環境側代表者：川口 俊一 

相手機関：昭和電工マテリアル株式会社 

研究課題名：「液性因子の電気化学的測定系の構築」 
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地球環境側代表者：川口 俊一 

相手機関：矢部川電気工業株式会社 

研究課題名：「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」 

 

地球環境側代表者：小西 克明・七分 勇勝 

相手機関：京都工芸繊維大学  

研究課題名：「有機配位子保護金属クラスターの光学特性における配位元素の影響」 

 

地球環境側代表者：小西 克明・七分 勇勝 

相手機関：富山大学・理化学研究所 

研究課題名：「超高速分光によるサブナノ金属クラスターの励起状態ダイナミクス」 

 

地球環境側代表者：神谷 裕一・大友 亮一 

相手機関：国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

研究課題名：「ウラン廃棄物処理にかかる廃液分解の基礎試験に関する研究」 

 

地球環境側代表者：大友 亮一 

相手機関：名古屋大学 

研究課題名：「酸素欠陥ペロブスカイト類縁構造体の酸化触媒としての応用」 

 

地球環境側代表者：梅澤 大樹 

相手機関：広島大学 

研究課題名：「真空紫外円二性（VUVCD）を用いるアレンの立体配置の決定法の開発」 
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５－２ 各種研究会 

統合環境科学部門 

Avtar, Ram. 
International Conferences 

1. Ram Avtar (2021) Experience and plans of the Hokkaido University team in UAV surveys in 
plantation and forest and upscaling to estimate GSV. Joint Research Seminar by Hokkaido 
University, University of Cambridge and Moscow State University, University of Cambridge (UK) 
(Online), 15 January, 2021 

2. Ram Avtar (2020), Machine learning and google earth engine to model Arctic coastal plain lakes 
depth. Global Ecosystem and Environmental Changes in the Arctic. HaRP. (11th December, 2020) 
(online) 

3. Navia M.S., Sassen J. R., Ram Avtar, Fujii M., (2020) Assessment of mangrove ecosystem 
variations: a comparative study in Ba and Rewa delta Fiji. Japan Geoscience Union (JpGU), Chiba, 
Japan (19th July 2020) (online) 

4. Syukur M. S., Koron A., Damit H.A., Joseph H., Ram Avtar, Suabb S.A., Perumal P. (2020) Ground 
Truthing and Field Sampling for Detection of Oryctes rhinoceros L. Damages on Immature Oil 
Palm. UiTM FRD: Inaugural Intervarsity Academic Symposium 2020. (February 2020) (online) 

5. Ram Avtar (2020) Role of Geospatial data in SDGs implementation and monitoring. Young 
Sustainability Symposium (YSS)-2020, Hokkaido University, Japan (3-5 February 2020) (Oral) 

6. Md Mustafizur Rahman, Ram Avtar (2020) Spatial development of the city and its impact on urban 
climatology: A case study on Dhaka Metropolitan Area (DMA). Young Sustainability Symposium 
(YSS)-2020, Hokkaido University, Japan (3-5 February 2020) (poster) 

7. Hitesh Supe, Ram Avtar (2020) Development of solar farm specific soil index using optical satellite 
data. Young Sustainability Symposium (YSS)-2020, Hokkaido University, Japan (3-5 February 
2020) (poster) 

8. Raveena Raj, Ram Avtar (2020) Assessment of Ravinous area using Geospatial data and socio-
economic survey: A case study of Bhind district of Madhya Pradesh. Young Sustainability 
Symposium (YSS)-2020, Hokkaido University, Japan (3-5 February 2020) (poster) 

9. Hafeza Nujaira, Ram Avtar (2020) Spatio-temporal monitoring of water-logged area using 
Sentinel-1(SAR) and Sentinel-2(NDWI) data for sustainable Shrimp farming area in Satkhira, 
Bangladesh. Young Sustainability Symposium (YSS)-2020, Hokkaido University, Japan (3-5 
February 2020) (poster) 

10. Huynh Thi Cam Hong, Ram Avtar (2020) Assessing ecosystem service values of mangrove forest in 
the Southeastern Part of the Vietnamese Mekong Delta. Young Sustainability Symposium (YSS)-
2020, Hokkaido University, Japan (3-5 February 2020) (poster) 

11. Stanley Anak Suab, Ram Avtar (2020) Applications of UAV and PPK GNSS for Archaeological Sites 
Survey. Young Sustainability Symposium (YSS)-2020, Hokkaido University, Japan (3-5 February 
2020) (poster) 
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12. Apisai Rinamalo, Ram Avtar (2020) Forest biomass estimation in Fiji using remote sensing data. 
Young Sustainability Symposium (YSS)-2020, Hokkaido University, Japan (3-5 February 2020) 
(poster) 

 
Internal Conferences 

1. Suab A. S.., Ram Avtar (2021) Tropical forest plantations canopy height changes estimation using 
TanDEM-X data, Institute of Industrial Science (IIS) Forum, University of Tokyo, Japan (Online) 
(11-12 March, 2021) (Poster) 

2. Supe H., Ram Avtar (2021) Geospatial monitoring of Solar farm expansion in India, Institute of 
Industrial Science (IIS) Forum, University of Tokyo, Japan (Online) (11-12 March, 2021) (Poster) 

3. Ram Avtar (2021) Linkages between Land Use/Land-Cover Change, Climate Change and Incidence 
of Infectious Diseases, Institute of Industrial Science (IIS) Forum, University of Tokyo, Japan 
(Online) (11-12 March, 2021) (Oral) 

4. Raj R., Ram Avtar (2021) Monitoring of ravenous land with the TanDEM-X SAR data in central-
north India, Institute of Industrial Science (IIS) Forum, University of Tokyo, Japan (Online) (11-
12 March, 2021) (Poster) 

 
 
地球圏科学部門 

なし 

 

環境生物科学部門 

地球環境側代表者：早川 卓志 
2021 年 3 月 2 日 
国際シンポジウム（オンライン）「Japan–Australia Wildlife Science Collaboration (15th International 
Symposium on Primatology and Wildlife Science)」の開催 
共同ホスト：Frank Grutzner（アデレード大学） 
口頭発表：5 名（オーストラリア研究者 3 名、日本研究者 2 名） 
ポスター発表：3 名（オーストラリア研究者 1 名、日本研究者 2 名） 

 
物質機能科学部門 

小野田 晃，35th Summer University in Hokkaido，オンライン，2020 年 8 月 28 日，100 名 
  
小野田 晃，大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点 微細構造解析プラットフォーム 2020 年度第 1 回地域 
セミナー，吹田市, 2020 年 9 月 11 日，20 名 
 
小野田 晃，第 53 回酸化反応討論会，オンライン，2020 年 11 月 7 日，60 名 
 
小野田 晃，第 55 回高分子学会北海道支部研究発表会, オンライン，2021 年 1 月 28 日，50 名 
 
川口 俊一，PRiME 2020, Honolulu,Hawaii，オンライン，2020 年 10 月 4 日 
 
川口 俊一，電気化学会第 88 回大会，2021 年 3 月 22 日 
 
神谷 裕一・大友 亮一，日本ゼオライト学会 第 4 回ゼオライトセミナー，オンライン，2020 年 10 月 16
日，154 名 
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大友 亮一，触媒学会固体酸塩基点の作用と設計研究会 第 1 回 固体酸塩基点の作用と設計研究会セミナー

/GSC セミナー，オンライン，2020 年 12 月 23 日，225 名 
 
 
 

５－３ サバティカル研修 

【令和２年度】       
氏 名 職 名 所 属 期 間 

工藤 岳 准教授 環境生物科学部門 令和 2 年 5 月 1 日～令和 2 年 10 月 31 日 
 

 

 

５－４ 外国人研究者の来訪 

統合環境科学部門 

Ram Avtar 
I have organized two invited talk (online) by (1) Dr. Ashwani Kumar, Saint Longwal Institute of Sicence 
nad Technology, Sangrur, India. (2) Dr. Olga Tutubalina, Moscow State University, Russia 
 
地球圏科学部門 

なし 
 
環境生物科学部門 

三輪 京子,イスラエル, The Hebrew University of Jerusalem, Associate Professor, Rivka Elbaum, 2020 
年 1 月 16 日～5 月 15 日 サバティカル研究で外国人研究員として滞在 

 
物質機能科学部門 

なし 
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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） 
（廃止：令和2年4月15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)  
（廃止：令和2年4月15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） 
（更新：令和2年4月15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） 
（廃止：令和2年4月15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） 
（廃止：令和2年4月15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  
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 国・地域名 機関名 締結日 備考 

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  

34 中華人民共和国 
武漢紡織大学化学・化学工学院 
College of Chemistry and Chemical Engineering, 
Wuhan Textile University 

令和元年10月15日  

35 タイ王国 ヴィデャシリメディ科学技術大学 
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology 令和2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） 

※ 

4 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） 
（更新：平成30年6月13日）
（更新：令和2年11月5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） ※ 



- 60 - 
 

 国・地域名 機関名 締結日 備考 

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）  

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 
（改訂：令和3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 ※ 

25 インド インド工科大学ボンベイ校 
Indian Institute of Technology, Bombay 平成29年1月15日  

26 インド インド工科大学マドラス校 
Indian Institute of Technology, Madras 平成29年3月26日  

27 インド インド工科大学ハイデラバード校 
Indian Institute of Technology, Hyderabad 平成29年4月2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,Director（2010 年 1 月～） 
渡邉 悌二，ERDKUNDE 編集委員会，編集委員（2015 年 4 月～） 
渡邉 悌二，Land 編集委員会，編集委員（2016 年 8 月～） 
渡邉 悌二，Envvironments 編集委員会，編集委員（2014 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～） 
渡邉 悌二，Sci 編集委員会，編集アドバイザー（2018 年 8 月～） 
藤井 賢彦，5th International Symposium on the Oceans in a High CO2 World,International Scientific 

Committee（2019 年 10 月～2021 年 9 月） 
早川 裕弌，frontiers in Environmental Science, Review Editor（2013 年 1 月～） 
早川 裕弌，International Geographical Union (IGU) / International Association for Geomorphology 

(IAG) Joint Commission and Working Group on "Geomorphology and Society: Past, Present 
and Future", Committee member（2018 年 4 月～） 

早川 裕弌，Geomorphology (Elsevier),Editor-in-Chief（2020 年 1 月～） 
早川 裕弌，Progress in Earth and Planetary Science (PEPS) by JpGU/Springer, Editorial Board  

Member（2017 年 4 月～） 
早川 裕弌，Remote Sensing (MDPI), Reviewer Board Member（2019 年 1 月～） 
Ram Avtar，Sustainability Science,Editorial board member（2019 年 3 月～） 
Ram Avtar，Water,Guest Editor（2020 年 3 月～） 
Ram Avtar，Remote sensing,Reviewer board member（2020 年 4 月～） 
Ram Avtar，IJGI,Reviewer board member（2020 年 4 月～） 
Ram Avtar，Land,Guest Editor（2020 年 4 月～） 
Ram Avtar，Environment,Guest Editor（2020 年 4 月～） 

 
 
地球圏科学部門 

鈴木 光次，European Geosciences Union (EGU) 国際誌 Biogeosciences, Associate Editor（2009年～） 

鈴木 光次，国際誌 Frontiers in Marine Science, Review Editor/Associate Editor（2015 年～） 

鈴木 光次，Elsevier Advisory Panel, Member（2016 年～） 

鈴木 光次，Biogeoscapes, Japanese representative（2018 年～） 

堀之内 武，SPARC – Stratosphere-troposphere Processes And their Role in Climate, Scientific Steering  
Group Member（2020 年 1月～）  

山下 洋平，Editorial Board, Scientific Reports, Editorial Board Member（2015年 5月～）  

山下 洋平，Research Topic,Frontiers in Microbiology, Topic Editor（2019年 12月～）  

藤原 正智，WCRP Task Team for Intercomparison of ReAnalyses (TIRA), 
Member（2016年 10月～）,Co-chair（2018年 2月～） 

藤原 正智，Assessment of Operating Procedures for Ozone Sondes (ASOPOS) 2.0, Panel Member 
（2017 年～2020 年 7月） 

藤原 正智，International Ozone Commission (IO3C), Member（2016年 9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, Co-chair（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～） 

 

 

環境生物科学部門 
森川 正章，パキスタン高等教育委員会 HEC，外国人専門委員（2005 年～）  

三輪 京子，Soil Science and Plant Nutrition Editorial board,Soil Science and Plant Nutrition  
Editorial board（2018 年 10月～）  
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物質機能科学部門

なし 
 
 

 

５－７ 国際交流 その他 

統合環境科学部門 

Avtar, Ram  
Organized an International Conference at Hokkaido University: 
a) Knowledge sharing symposium on machine learning and deep learning in Geoinformatics. (20 
November – 3 December, 2020) (online) 

 
Training programme/Capacity development programme: 
a) Hands-on-training on machine learning in geoscience-2020 at Hokkaido University (1-3 December-
2020) 

 

 
地球圏科学部門 

なし 

 
 
環境生物科学部門 

なし 
 
 
物質機能科学部門 

八木 一三 

・海外インターンシップ学生の受入（2021.01.20〜2021.12.20） 

  中国地質大学 

鄧 陽 

・JSPS 外国人特別研究員の受入（2020.02.01〜2022.01.31） 

Tadjell, Colin A. (family, first middle) 
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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 

グローバル環境科学入門 
 
 

2 

山中 康裕 2 

露崎 史朗 2 

藤井 賢彦 1 

根岸 淳二郎 1 

沖野 龍文 2 

野呂 真一郎 1 

蔵崎 正明 2 

佐藤 友徳 1 

渡邉 悌二 1 

早川 裕弌 1 

化学Ⅰ 
2 野呂 真一郎 15 

4 豊田 和弘 30 

化学Ⅱ 4 沖野 龍文 30 

自然科学実験 2 野呂 真一郎 30 

海と湖と火山と森林の自然 2 露崎 史朗 45 

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

2 露崎 史朗 4.5 

衛生学実験 1 藏崎 正明 12 

理科系英語を学ぶー発展途上国からの

留学生と一緒に 
2 豊田 和弘 15 
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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 5 

藤原 正智 3 

堀之内 武 3 

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 1 

西岡  純 2 

関   宰 2 

宮崎 雄三 2 

物理学Ⅰ 2 久保川 厚 15 

地球惑星科学Ⅱ 2 谷本 陽一 15 

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 4 

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 
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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） 

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 

三輪 京子 2 

現代生物科学への誘い I 2 
森川 正章 1 

山崎 健一 1 

現代生物科学への誘いⅡ 2 

早川 卓志 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 

科学技術の世界  2 藤原 正智 15 

地球惑星科学セミナー 1 山本 正伸 15 
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多様性生物学Ⅲ 2 
大原  雅 8 

越川 滋行 7 

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 

環境生物学Ⅱ 2 

大原  雅 5 

鈴木  仁 5 

越川 滋行 3 

早川 卓志 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 5 

三輪 京子 2 

山崎 健一 2 

吉田 磨仁 5 

越川 滋行 3 

早川 卓志 5 

英語演習 英語で学ぶ生物学 2 

鷲尾 健司 2 

早川 卓志 2 

吉田 磨仁 1 

基礎生物学実習 3 
鈴木  仁 9 

吉田 磨仁 9 

Environmental Biology I 2 鷲尾 健司 3 
Laboratory Exercises in Natural 
Sciences 1 鷲尾 健司 3 

ISP 環境生物学 I 2 

三輪 京子 4 

鷲尾 健司 3 

山崎 健一 4 

森川 正章 4 

ISP 環境生物学 II 2 
大原  雅 5 

鈴木  仁 5 
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越川 滋行 3 

早川 卓志 3 

 

 

物質機能科学部門 
講義名 単位数 担当教員 担当コマ数（1 コマ＝1.5 時間） 

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 15 

小野田 晃 15 

中田  耕 30 

梅澤 大樹 15 

八木 一三 15 

加藤  優 15 

川口 俊一 4 

大友 亮一 15 

八木 一三 15 

化学 I 2 

神谷 裕一 30 

廣川  淳 15 

川口 俊一 16 

七分 勇勝 15 

加藤  優 15 

化学Ⅱ 2 

小野田 晃 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 

なし 
 

 

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：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 

 

 

環境生物科学部門 
指導教員：森川 正章 人数：１人 

指導教員：鈴木  仁・早川 卓志（共同指導） 人数：２人 

指導教員：三輪 京子 人数：２人 

指導教員：越川 滋行 人数：２人 

 

 

環境物質科学部門 

指導教員：川口 俊一 人数：１人 

 

 

 

３ 研究生受け入れ状況 

２７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 ２名 
 
 

５ 研究指導受託学生 

３名 
 
  



- 70 - 
 

６ 非常勤講師 

  氏 名 大学名 

1 山中 康裕 北海道科学大学 

2 藏崎 正明 北海道教育大学札幌校 

3 佐藤 友徳 天使大学 

4 藤井 賢彦 福井県立大学 

5 RAM AVTAR 国際教養大学 

6 山本 正伸 九州大学大学院理学府 

7 相場 慎一郎 東京大学理学部 

8 大原  雅 岐阜大学 

9 工藤  岳 酪農学園大学 

10 久保 拓弥 名古屋大学大学院理学研究科 

11 八木 一三 東京理科大学 

 

 
 

７ ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）研修 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和２年度は実施を見送った。 
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Ⅳ 社会貢献 
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１ 公開講座 
   新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和２年度は実施を見送った。 
 
 

 

２ 施設公開 
   新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和２年度は実施を見送った。 
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３ 国・地方公共団体等の委員 

 
1 沖野 龍文 公益社団法人日本水産学会  31 大原  雅 文化庁 

2 露崎 史朗 北広島市教育委員会  32 大原  雅 独立行政法人国際協力機構 

3 露崎 史朗 
洞爺湖有珠山マイスターネットワー

ク 
 33 大原  雅 北海道環境生活部 

4 山中 康裕 北海道環境生活部  34 大原  雅 札幌市教育委員会 

5 山中 康裕 羽幌地域生物多様性保全協議会  35 大原  雅 江別市 

6 山中 康裕 札幌市西区  36 大原  雅 阿寒湖のマリモ保全推進委員会 

7 山中 康裕 占冠村  37 大原  雅 北海道 

8 山中 康裕 北海道  38 野田 隆史 
特定非営利活動法人日本国際湿地

保全連合 

9 渡邉 悌二 大雪山国立公園連絡協議会  39 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 

10 渡邉 悌二 日本学術会議  40 森川 正章 
一般財団法人バイオインダストリ

ー協会 

11 佐藤 友徳 公益社団法人日本気象学会  41 工藤  岳 環境省北海道地方環境事務所 

12 佐藤 友徳 
公益社団法人日本気象学会北海道 

支部 
 42 工藤  岳 富山県農林水産部 

13 佐藤 友徳 外務省  43 工藤  岳 
一般財団法人自然環境研究センタ

ー 

14 根岸淳二郎 北海道建設部  44 小泉 逸郎 
一般財団法人自然環境研究センタ

ー 

15 根岸淳二郎 環境省北海道地方環境事務所  45 越川 滋行 
文部科学省科学技術・学術政策研

究所 

16 根岸淳二郎 北海道森林管理局  46 三輪 京子 
文部科学省科学技術・学術政策研

究所 

17 早川 裕弌 
文部科学省科学技術・学術政策研究

所 
 47 先崎 理之 公益社団法人日本気象学会 

18 早川 裕弌 公益社団法人日本地球惑星科学連合  48 早川 卓志 
公益財団法人日本モンキーセンタ

ー 

19 早川 裕弌 
地方独立行政法人北海道立総合研究

機構 
 49 神谷 裕一 公益社団法人石油学会 

20 藤井 賢彦 国立研究開発法人海洋研究開発機構  50 神谷 裕一 一般社団法人触媒学会 

21 藤井 賢彦 
特定非営利活動法人里海づくり研究

会議 
 51 神谷 裕一 一般社団法人日本ゼオライト学会 

22 藤井 賢彦 北海道  52 八木 一三 国立研究開発法人理化学研究所 

23 川西 亮太 一般社団法人日本魚類学会  53 八木 一三 公益社団法人日本化学会 

24 久保川 厚 公益財団法人日本海洋科学振興財団  54 八木 一三 
公益社団法人日本化学会北海道 

支部 

25 鈴木 光次 公益社団法人日本地球惑星科学連合  55 梅澤 大樹 一般社団法人日本鉄鋼協会 

26 谷本 陽一 国立研究開発法人海洋研究開発機構  56 大友 亮一 一般社団法人触媒学会 

27 堀之内 武 公益社団法人日本気象学会  57 加藤  優 国立研究開発法人理化学研究所 

28 山本 正伸 石油技術協会  58 廣川  淳 日本学術会議 

29 藤原 正智 公益社団法人日本気象学会  59 山田 幸司 清水町教育委員会 

30 藤原 正智 気象庁情報基盤部 
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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） 19,107 

増加冊数（冊） 204 

 
 
 

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） 
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 ） 

 ガスクロマトグラフ質量分析計（島津製作所GCMS-QP2010SE） 
 
【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） 

 紫外可視近赤外分光光度計 
 
【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） 

 粉末X線解析装置 
 
【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 



 

- 76 - 
 

低バックグランドゲルマニウム半導体検出器 
 
 
 

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 
令和２年度 

防災訓練 １０月２６日 

通報訓練，安否確認システム訓練 
 
 
 

安全教育 ４月～６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 １０月 

各研究室・実験室等における労働災害等を未然

に防止し，省エネルギーの意識を高めるために

実験室・居室等を対象に実施 
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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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※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） 大学改革支援・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するものとする。 
 （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担当において処理する。 
 （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。 

附 則 
 この内規は，令和２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担当において処理する。 
  （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。 

附 則 
この内規は，令和２年４月１日から施行する。 

 
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 
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 （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担当において処理する。 
  （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。 

附 則 
この内規は，令和２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担当で処理する。 
 （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。 

附 則 
この内規は，令和２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担当で処理する。 
 （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。 

附 則 
この内規は，令和２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），北海道大 学共同研究取扱規程

（昭和 59年海大達第１号），北海道大学受託研究員規程（昭和 33年 海大達第 17号）及び北海道大学学術コン

サルティング規程（平成 30年海大達第 87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。）における 受託研究，民間等外部の機関との共同研究，受託研究員及び外部機関からの委託に基

づ く学術コンサルティング（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 前条の目的を達成するため，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 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。 

   附 則 
 この内規は，平成 30年６月７日から施行し，平成 30年５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 
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 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するものとする。 
 （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，環境科学事務部総務担当において処理する。 
  （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。 

附 則 
この内規は，令和２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。 
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