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自分 自身の 「理解の 世界」 を構築 し よ う

理事長 新　野 宏

　高校生 の 頃，「大学 へ の 数学」 と い う雑誌に と り つ

か れた こ とが あ ります ．毎号 ， 懸賞問題 に 挑戦 し， 運

が 良けれ ば さ さ や か な 賞 品 が も ら え ま し た ，熱心 に 購

読 して い た の は ， 別に賞品が ほしか っ た か らで は あ り

ませ ん．同 じ問題 で も何通 りもの 異な る解法 が紹介 さ

れ て い る こ とが 面白か っ た か らで す．

　答えが あ る こ とが わ か っ て い る数学の 問題 で す ら ，

解答者 の 「理解の 世界」 に よ っ て 多 くの解法 が 編 み 出

さ れ ます．ま し て や，未解決の 自然現象に対 して は ど

れ だけ多 くの 理解の 仕方があ る こ とで し ょ う，

　昨年 3 月 の 第34期第 1 回評 議員会 で ，「若手研究者

に将来専門研究者 と し て活躍 して もらうた め に ， 学会

と して どの ような支援 が で きるの か ，また何 をなす べ

きか 」，と い う理 事会か らの 諮問 に対 し て，評議員 の

皆様か ら， 「大学院重 点化 に よ る 教育の質の 低化 を危

惧 して い る」，「学会 の 大会 で 若 手 の 発表 を聞 い て い る

と，短 い 時間で の要領の良 さ に感心す る が ，短か す ぎ

て 議論が 尽 くさ れ て い な い 」な ど ， 多 くの貴重 な ご意

見 をい ただ くこ とが で きました．

　確か に ， 大学院の 教員は法人 化に伴 い 忙 し さ が 増 し

て 大学院生 と議論 をす る時 間 が 減 っ て い ます．ボ ス ド

ク の 研究者は，プ ロ ジ ェ ク トの 成果 を上 げる の に 追わ

れ て ， じっ くり と疑問の解決 に割 く時間が不足 し て い

ます．学会 と し て も現 在学術会議 の IAMAS 小委 員

会 と共同で 若手研究者 に対す る ア ン ケ ー ト を準備 中

で ，そ の 集計 結果 を も と に，実 態 を把握 し，可能 な こ

と か ら対策を講 じて い きた い と考 えて い ます．

　 しか し ， それ とは 別 に ， 若手研究者の 方 々 に実践 し

て い ただ きた い の は，自分 だ けの 個性的 な自然 の 「理

解 の 世界」を構築する こ と で す． 1 つ の プ ロ ジ ェ ク ト

が終わ っ た と き ，
プ ロ ジ ェ ク トの 成果 に 加え て

， 是非

と も自分の 理解の世界が 膨 らん で い るよ うに して い た

だ きた い の で す．

　私 自身，気象 の 大 学院 に 進 ん だ と き，セ ミ ナ
ー

で 飛
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び交う議論か ら，人 そ れ ぞ れ の 様々 な 現 象の 理解の 仕

方 を学ぶ に つ け， 何 とか 自分 自身 の 自然現象の 理解の

世界 を作 り上 げた い と 思 っ た もの で し た．こ れ に は ，

指導教官だ っ た木村龍治先生や松野太郎先生そ して 諸

先輩 方 の 広大 な理解の 世界 を 目 の 当た り に さ せ て い た

だ け た こ と も大 きな動機 と な っ た こ と は事実で す，

　 自分自身 の 理解の世界を作 り あげ る 上 で大切な こ と

は，理 解で きな い も の は先 ず は疑 う姿 勢だ と 思 い ま

す．例え ば セ ミ ナー
で 講師 の 言 っ て い る こ と は本当

に 正 しい の で し ょ うか ？　 自分が納得で き な い こ とや

理解 で きな い こ と は どん どん質 問 して み まし ょ う．自

分の 間違 い で あれ ば理解の世界が 広が りますし，講師

の 考 え違 い で あれ ば講 師 の 理解 の 世界が広が ります．

こ んな こ と を訊 い ては恥ずか しい の で はな どとい う心

配は ， 自分自身の 理解の世界を作 り上 げる とい う目標

に 比 べ る と取 る に 足 らな い もの で す．

　教科書や 論文 に書 い て ある こ と も疑 っ て か か りま

し ょ う．印刷さ れ た 論文 と い え ど も ，
せ い ぜ い 2−3名

の 査読者 と編集委員が 目を通 した に過 ぎませ ん．自分

自身が 理 解で き た こ と だ け を信用 し ま し ょ う．数 日自

分 で検討 して 理解で きない とき は 周囲の 人 に訊 い て み

ま し ょ う．知 っ て い る 人 は 大抵喜 ん で 教 えて くれ る の

で ， 理解の 世界が広が り ま す．誰 も知 ら な い と き は ，

更 に 少し追求して み る価値が あ る か も知 れ ませ ん，

　 こ こで は ， 若手研究者の 方を例 に挙 げました が ，自

分 自身 の 理解 の 世界 の 構築 は，さ ま ざ ま な 気象業務 に

携わ られ る会員 の 方々 に も必ずや そ の 業務 に大 き く役

立 つ と思 い ま す，是非気象学会 を うま く利用 し な が

ら，日頃 か ら試み て い ただ きた い と思 い ます．

　近年，気象学会の 大会で も，昔 に 比 べ て 講演発表 に

対 す る真剣 な討論が 減 っ て い る よ うな 気が し て い ま

す．大会に集 まる700名近い 会員 の 皆 様 が，それ ぞれ

日々 構築さ れ た個性的な理解の 世界を持ち寄れ ば，多

様 な理解の 世界 の 真剣 なせ め ぎ合 い が見 られた り，深

い 共 感が 得 られ ，更に は 自分 自身 の 理解 の 世界 を も広

げ られ る魅力的な大会 に な る の で は な い で し ょ うか ？
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