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　 1．概要

　近年 の 北極圏の急激な 温暖化を テ ーマ に した第 1 回

国際北 極研 究 シ ン ポジ ウ ム （ISAR −1）が ，2008年11

月 4 日か ら 6 日 ま で ，東京都内 の 日本科学 未来館 で 開

催 さ れ た ．本国際シ ン ポ ジ ウ ム は 日本学術会議 IASC

小 委 員会，CliC小 委 員会 ， そ し て ISAR ．．1実 行委 員

会 が 主催 し，国立 極 地研 究 所 （NIPR ），海洋研究開

発 機 構 （JAMSTEC ），宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構

（JAXA ），ア ラ ス カ 大 学国 際北極 圏研 究 セ ン ター

（IARC ＞， 名古屋大 学太陽地球 環境研 究所 （STEL ），

筑波大学計算科学研究セ ン タ
ー （CCS ）が 賛助団体 と

な っ た ．ISAR −1実行委 員会 は，主 に こ れ ら の研究機

関 お よび大学関係学識者 の メ ン バ ーで 構成 さ れ る北極

域研 究検討委 員会 の 付託 に よ る もの で ，他 に ，国際性

を持 た せ る た め に 国際諮 問 委 員会 （1エ1ternational

Advisory　Members ） を設置 した ．開催 に あ た っ て は

日本気象学会か ら も協賛を得て い る．本国際シ ン ポ ジ

ウ ム の 参 加者 は，海外 11力 国 か ら60名 （USA 　33名，

ロ シ ア 8名，韓国 4名 ， 中国 3名 ， ポーラ ン ド 3 名 ，

英国 2 名， ノ ル ウ ェ
ー 2 名， ド イ ツ 2 名，カ ナ ダ 1

名 ， ス イ ス 1名 ， フ ィ ン ラ ン ド 1名）， 日本人 133名の

総勢 193名 で あ っ た ．開会式 で は ，それ ぞれ の 賛助 団

体の代表か ら ご挨拶を頂き，今後 の 北極圏研究 の
一層
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の推進 に期待が 寄せ ら れ た ．また ，本国際 シ ン ポジ ウ

ム に は ， 憲仁親王妃久子様 も御出席さ れ ， 北極圏の 温

暖化研究に大変御興味を お 示 し に な っ て い た ．

　 2．本国際シ ン ポ ジウ ム の背景 と目的

　近 年 の 地 球 温 暖 化 に 伴 う気候 変 動 が ，自然界 の

フ ィ
ードバ ッ ク を介 し て最 も顕著 に 現れ る と言わ れ て

い る の が ，北極圏，お よ び そ の 周 辺 の 北極域 で あ る．

2007年 か ら実施 され て い る国際極 年 （IPY ） で は，国

際 的 な枠組み の 中 で ，気圏
一

水圏
一

陸圏 の 総 合的 ・学

際的な研究が 進行中で ある．北極域 の 観測網 を整備

し ， そ こ に 内在す る さ ま ざ ま な フ ィ
ードバ ッ ク 過程 を

包括 的 に 理解 し，地球温暖化 の 将来予測 に 役立 て る た

め に は，複数の 専門分野 や 学界が 北極域 と い う共通 の

キ 」 フードの 下に集結 し，密な情報交換 に より相互理

解 を深 める こ とが 重要課題 で あ る．本 国際 シ ン ポ ジ ウ

ム で は，北極域で 生起する諸現象を包括的 に 探求 し，

先端研 究の 最新情報を 共有す る こ と で，北極域科学 の

総合的議論を深め る こ とを 目的と す る，

　日本国内で こ れ まで に 開催 さ れた北極圏 に 関す る 国

際シ ン ポ ジ ウ ム と し て は，国立極地研究所 が 5 年に 1

度開催 し て き た極地研北極環境研 究国際 シ ン ポ ジ ウ ム

や，IARC が 国 内 の 大学関係者 と共 同 で 開催 して きた

和達 国際会議 （ユ ， 2 「司），北極域の 温暖化 を扱 っ た

GCCA 国際集会 （1 − 7 同）， そ して ，
　 Clic小委員会

の 呼び か け に よ る CliC国際 ワ
ー

ク シ ョ ッ プ な ど が 挙

げ られ る．そ れ ぞ れ が ヨ ーロ ッ パ
， ア ラ ス カ

，
シ ベ リ

ア な ど に独 自の研究領域 を持ち，別 々 に開催 し て き た

も の を，今後 は
一．
致 団結し て ひ と つ に ま と め あげ，日

本発の 国際北極 シ ン ポ ジ ウ ム と い う位置づ け で 開催 し

よ う，と い う の が 本国際 シ ン ポ ジ ウ ム の ね ら い で あ

る．そ の た め ，こ れ まで の 関連 す る い くつ か の 国際 シ
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第 1図　 ISAR −1 参加者 の 集合写真 （中央 に 憲 仁 親 王 妃 久 子 様 ），

ン ポ ジ ウ ム を発展的に解消 し ， 口本に お け る北極研究

拠点形成 を目指した新 たな枠組み と し て本国際 シ ン ポ

ジ ウ ム が 発足 した ．

　北極域 は 地球温暖化 の 実態解明 の 鍵 を 握 る重 要 な 地

域 で あ り ， 気候学 ， 大気科学，水文学，海洋学，雪氷

学，生態学 な ど の 広範 な研 究対象 を包括 的 に 理解す る

必要が あ る．本国際 シ ン ポ ジ ウム の
一
般 セ ッ シ ョ ン で

は， こ れ ら の 研究領域 を 網 羅 す る た め に ，（1）大 気科

学，（2＞ 海 洋 と海 氷，（3）水 文 学，永久 凍 土，雪，

（4）氷床 と氷 河，〔5）陸上 生 態系 と 温 室効果 気体，

（6）海洋生態系 ， （7）包括的モ デ リ ン グ ， の 7 領域 の

セ ッ シ ョ ン が 設 け られ た．そ し て こ れ ら の
一

般 セ ッ

シ ョ ン に 加 え て ，  北極圏 の 急激 な 温暖化，  北

極研 究 に お ける国際協 同 と国際極 年 （IPY ＞，の 2 つ

の ス ペ シ ャ ル セ ッ シ ョ ン が 企画 さ れ た ，

　 3 ．ス ペ シ ャ ル セ ッ シ ョ ン ；北極圏の 急激 な温暖化

　 こ の ス ペ シ ャ ル セ ッ シ ョ ン は，本国際 シ ン ポ ジ ウ ム

の メ イ ン トピ ッ ク ス で あ る 近 年 の 北極 圏 の 急激な 温 暖

化の 実態把握 と そ の 原因解明に つ い て
， 科学的な見地

か ら 最新 の 情報交換を行 う こ とが テ
ー

マ で あ る．こ の

テ ーマ に 沿 っ て 大気圏，水 圏 ， 雪氷圏，生物圏な ど の

幅広 い 分野 か ら16件 の 口 頭発表 と 9件 の ポ ス ター発表

が行わ れ た ．は じ め に M ．Serreze （コ ロ ラ ド大 学）

と K ．Shimada （東京海洋大学） に よる キ ーノー ト講

演 で は，大気 海洋 海氷 を中心 に した 近年の 温暖化 と

海氷激減 の 実態が ま と め ら れ た ．特 に ，北極 圏 で 温暖

化 が 加速 す る Arctic　Ampli 「icati〔〕n の 概念 と，2007−

2008年に 生 じた海氷 激減 の メ カ ニ ズ ム に つ い て，活発

な 議 論 が 繰 り 広 げ ら れ た ．続 い て P． Wadhams

（Cambridge大学） と W ．　 Maslowski （Naval 　 Post−

graduate 　School）は，潜水艦 に よ る北極海 の 海水温

の長期変動や数値モ デ ル に よ る温度．L昇の 原因 に つ い

て 紹介 し た ．最 新 の 研究 成 果 で は，北極 海 の 水温 は

IPCC の 予 測 よ りは る か に 急激 に 、［：昇 し，夏季 に 海氷

が 消 え る ブ ル
ー

オ
ー

シ ャ ン が 数年後 に 達成 され て もお

か し くな い と の 警告が な さ れ た ．ア ラ ス カ大学 の S ．

Akasofu と M ，　 Fukuda は，近年の 温暖化 や氷河 の 縮

退 が 19世紀 の 小氷期以 降 に 始 ま っ て い る こ と を示 し，

20世 紀 の 温 暖化の か な り の部分 が ，人為的 と は 限 ら な

い 自然 変動 に よ る も の で あ る と 主張 し て い る．H ．L．

Tanaku （筑波大 学） は
， 長期 トレ ン ドは 別 と し て

も，10年 ス ケ ー
ル の変動は北極振動が 鍵 を握 り，そ れ

は 大気 の 順圧成分 の 力学 で 生 じ る 自然変動 と し て 説 明
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で き る こ と を示 し た ．他 に も多 くの 興味深 い 研究成果

が 紹介さ れ た が ，こ れ ら の 主要部分は本国際 シ ン ポ ジ

ウム の ス テ
ー

トメ ン トとして ，ま と め られ た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （田 中　博 ）

　 4 ．ス ペ シ ャ ル セ ッ シ ョ ン ：北極研究に お け る 国際

　　　協同と国際極年 （IPY ）

　本 ス ペ シ ャ ル セ ッ シ ョ ン は，元 々 「国 際 極 年」 と

「北極研究 に お け る国 際 協同」 と い う別 々 の セ ッ シ ョ

ン と し て 募集 さ れ た が ，発表 申 し込 み 件 数 が 少な く，
一

つ の セ ッ シ ョ ン に統合 さ れ た も の で あ る．即 ち ，

今，そ の た け な わ で あ る 国 際 極 年 （IPY ）2007 ．

2008 （1882／83年 の 第 1 回 IPY 以来 4 回 目，国際地球

観測年 IGY 以 来50年に 相当す る ） に お け る様々 な観

測 ・研 究 の 現状を紹介 し， また ， 南極 ， 北極観測 を通

し て 国際的協同研究が 極め て 重要で あ る と こ ろ，今後

の あ りか た ・方向性を議論 し よ う と い う もの で あ っ

た ．

　全体 で 6件 の ロ 頭発表 と 2件 の ポ ス タ
ー

発表 が あ っ

た ．JPY に関 し て は，わ が国か ら唯
一

の研 究代表 者

をつ と め る 長沼 　猛氏 （広島大学 ；招待講演） に よ る

「地球環 境 変動 に 伴 う微生 物 や 生 態系変 動 の 研 究

（MERGE ）」が 紹 介 さ れ た 他 ， 北 極 海 氷 研 究

（SEDNA ），お し ょ ろ 丸 に よ る海 洋生態 系研究，高緯

度北極 に お け る植生変動 と炭素循環 （Tundracycle）

の 報告が あ っ た ．未だ ， 観測途上 で あ る た め ，II竒度な

解析 に は 至 っ て い な い が
， 多彩な 観測 が 北極域 で 進 め

ら れ て い る状況が 認識 さ れ た ．
一

方，国際協同 の あ り

か た に 関 し て は ，韓 国極 地研 究 所前 所 長 Yedong

Kim 氏 （招待 講 演）に よ る 「国際極域研 究 コ ミ ュ ニ

テ ィ
ーを 主 導 す る ア ジ ア 極 地 科 学 フ ォ

ー
ラ ム

（AFoPS ）」な る 発表で ，ア ジ ア 諸国に と っ て の 極地

研究 の 意義 と国際社会 に お け る ア ジ ア極域 科学研究の

連携 と活性化 が 唱え られ ，多 くの共感 を 呼 ん だ ．そ の

他，極域 に お け る気候変動研究 の 普及活 動，国 内外に

お け る北極研究の 協力 の 必要性，特 に 国内で の協調 の

課題 ，そ して 新 し い 学際的北極温 暖化研究 な ど が紹介

さ れ た．今 後 の 国際的，特 に ア ジ ア で の ，そ して わが

国 で の 北極 研究 の 協力体制 をより強 め て い く必要性を

痛感 し た．　　　　　　　　　　　　　　 （山内　恭）

　 5 ．大気科学 セ ッ シ ョ ン

　 2 日目の 午前中に行わ れ た こ の セ ッ シ ョ ン で は， 6

件 の 1顧 発表お よ び 16件 の ポ ス タ
ー

発表 が あ り，活 発

な議論が行わ れ た．発表内容は，温暖化予測 モ デル に

関す る もの や大循環 モ デ ル 等を用 い て温暖化と高低気

圧 ，ジ ェ ッ ト，北極振動等 の変化 と の 関係 を調 べ た も

の の ほ か ，氷河 の 成長 と可 降水 量 と の 関係，北極域凍

土海 岸の 浸 食，海 洋 ブイ データ の 同化 に よ る 気 象場

デ ータ セ ッ トの 改良，ア イ ス コ ア 解析 に よ る過去 ］OO

年の北太平洋地域 の気候変動 ， CO2 同位体 の リ ア ル タ

イ ム 測定装置 の 開発 ，南北両極域 に お け る 極域成層圏

雲観測 ，最新 の 観測 用航空機 （POLAR 　5） の 紹介 な

ど多岐 に わ た っ た ．か な り幅広 い テー
マ か ら の 発表 が

集 ま っ た感が あ り ， 参加者 に と っ て は新鮮だ っ た の で

は な い だ ろ うか ．こ れ も複数 の 国際 シ ン ポジ ウ ム を統

合 し た メ リ ッ トの
一・

っ だ ろ う．温暖 化 に 関 し て は，モ

デ ル な ど で も人 為起 源 の 温室効果 ガ ス に よ る 変動 の ほ

か に 自然起源 の変動 も多 く見 られ て お り，今後 は こ れ

ら を し っ か り切 り分けて 見て い く必要性が あ る と の 指

摘が さ れ て い た ．これ は観測データ解析に お い て も同

様 で あ ろ う．　　　　　　　　　　　　 （村田　功）

　 6 ．陸上 生態系 と温室効果気体 セ ッ シ ョ ン

　木セ ッ シ ョ ン で は ， 口頭発表が 5件 ， ポ ス ター発表

が 17件 で あ っ た ．凵 頭 で は ，気候変動 の 結果生 じ る 生

物個体群へ の影響 ， 北極振動の影響 を考慮し た 炭素収

支 の モ デル 予測，森林火 災 に関す る広域評価な どを巡

り，活発 な 質疑応答 が 交 わされた．ポ ス タ
ー

発表 の 内

容は多岐に及び，研究対象 と な っ た 地域 は，Svalbar−

d
，

カ ナ ダ北極海諸島 ， ア ラ ス カ
， 北東 ユ ーラ シ ア に

及 ぶ 諸地域 に わ た っ て い た．各観測拠点 に お ける土 壌

呼吸，有機物分解，CO ， フ ラ ッ ク ス の 観測結 果，広 域

評価を目指 した リモ ートセ ン シ ン グ に よ る植物現存量

の 推定，火災検知手 法 の精緻化 ， 炭素収支の モ デ ル 予

測な ど の 研究成果 が 発表 さ れ た ．こ れ ら に 共通す る，

炭素収支に 及 ぼ す陸域生態系の 重要性が 改 め て 認識 さ

れ た．観測 的研究 と モ デ ル を用 い た将 来予測研究 に 大

別す る と，そ れ ぞ れ は ほ ぽ 同数 と な っ て い た ．複数 の

地点 に お け る長期観測 デ
ー

タ か ら，周極域 ・極域の植

物 生 態系 に 起 こ っ て い る温暖化影響パ ターン の 総合的

な研究 が ， 今後は さ ら に求め ら れ る だ ろ う．

　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 （松浦陽次郎）

　 7 ．ポ ス ターセ ッ シ ョ ン

　ポ ス タ ーセ ッ シ ョ ン に は 二 つ の 部屋 を使 い
， 55件分

の ポ ス タ ーを同時掲示 で き る ス ペ ー
ス を設けた ．会期

3 日間を前半セ ッ シ ョ ン （第 1 『目か ら第 2 口「「昼 ま
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第 2 図 ポ ス ターセ ッ シ ョ ン の コ ア タ イ ム の 光

　 　　 景．一
番手前 は ベ ス トプ レ ゼ ン テ

ー
シ ョ

　 　　 ン 賞 を受 賞 した 筑 波 大 学 の 大 es．p　F．宏 さん

　 　　 の ポ ス タ
ー．

で ） と後半 セ ッ シ ョ ン （第 2 目目昼 か ら第 3H 目 ま

で ）に分け ， 延 べ 75件の ポ ス ターが 掲示さ れ た 、各ボ

ス タ ーに 対 す る割 り 当 て 幅 を140cm と し，ま た ボー

ド列 の 問隔 （通 路 に あた る場所 ） も広 くと っ たた め ，

参加者 に と っ て
．
卜分余裕 の あ る 快適 な ポ ス タ ーセ ッ

シ ョ ン だ っ た と考え る．各セ ッ シ ョ ン に は ， そ れ ぞ れ

1 時聞半 の コ ア タイ ム を設定し た．会場 の 広大な 窓か

ら は レ イ ン ボーブ リ ッ ジ や お 台場 の 高層 ビ ル 群 を眺望

で き，開放感 あふ れる中で 研 究交流が 自熱 した．若 丁

研究者 に よるポ ス タ
ー

を対 象 に ，参加者 か らの 投 票 に

基 づ い て 決 定 さ れ た ベ ス トプ レ ゼ ン テ ー
シ ョ ン 賞 に

は，大気の 北極振動の研究を取 り上 げた ， 筑波大学生

命環境 科学研 究科の 大橋 正宏 さんが選 ばれた．

　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 （鈴木力英）

　 8 ．亘SAR −1 国際シ ン ポ ジウ ム ス テ ー
トメ ン ト ：

　最終 日 の Closingセ ッ シ ョ ン で は，北極海の海氷激

減な ど の研究テ ーマ や 今後の本国際 シ ン ポジ ウ ム の あ

り方 な どに 対 し活発 な議論 が 交 わ され，以下 の 報 告文

が ISAR 　 1 国際 シ ン ポ ジ ウ ム の ス テ ー トメ ン ト と し

て 採択 された．

　1近 年 の 人 為的 な地球温 暖化 に 伴 う影 響 が ，自然界

の フ ィ
ードバ ッ ク を介 して 最 も顕著 に 現 れ る と言われ

て い る の が ，北極圏，お よ び そ の 周辺 の 北極域 で あ

る ．こ の 北極域 で 近 年急激 な 温暖化が進行 して い る．

した が っ て北極域 は，地球温暖化 の 実態 解明 の 鍵 を握

る重要 な地域 で あ り，気候学，大気科学 ， 水文学 ， 海

洋学，雪氷学 ，生態学 な どの 広範な研 究対象 を包括的

に 理 解す る 必 要が あ る．木国際 シ ン ポ ジ ウ ム の
一

般

セ ッ シ ョ ン で は ，
こ れ ら の 研究領域 を網羅す る た め

に，（1＞大気科学 ，（2）海 洋 と海氷 ，（3）水 文学，永

久凍．［1，雪 1 （4）氷床 と氷河，（5） 陸 上 生 態系 と温室

効果気体，（6）海洋生態 系，（7）包括的モ デ リ ン グ，

の 7領域 の セ ッ シ ョ ン が 設け られ た．そ して こ れ ら の

一般 セ ッ シ ョ ン に 加 え て ，（1）北 極 圏 の 急 激 な温 暖

化，   北 極 研 究 に お け る 国 際 協 同 と 国 際 極 年

（IPY），の 二 つ の ス ペ シ ャ ル セ ッ シ ョ ン が 企画 さ れ

た．本 国際 シ ン ポ ジ ウ ム 参加者 の 共通認識 と し て 以
．
ド

の 2 点を掲げ る．

  北極圏は 近年 の 地球 湿暖 化 の も と で 急激 な変化 に

　 直面 し て い る，こ の 急変 の 空間 的，時間 的特徴の

　 実態究明 と，そ れ を も た ら し て い る 原 因 の 解明 が

　 急務で あ る．

  そ して そ の た め に は，国内機 関 の 協 力体 制 に 加 え

　 て，北極圏 に領王 を持た な い 1［本や ア ジ ア諸国 も

　 含め た 国際的な 枠組 み で，北極域研究 に 取 り組 む

　 必要 が あ る．

　北極圏の 温暖化で 最近 特に 注目さ れ て い る の は ，

199   年代以降 に 見 ら れ る 夏季北極海の 海氷 而積 の 急激

な減少で ある．特 に2007年 と2008年に お け る 9 月 の 海

氷 の 激減 は ，
IPCC の第 4 次評価報告 （AR4 ）の 予測

よ りも30年 も早 く進行 して お り，地球温 暖化 との 関連

究明 が 緊急誅題 と な っ て い る．し た が っ て ，本国際 シ

ン ポジ ウ ム に お い て は ，
こ の海氷面積の 激減をもた ら

した物理 的 プ ロ セ ス の 解明 が 最大 の 関心事 とな っ た．

最新 の 研究成果報告 に よ る と，近年の 海氷 面積 の 減少

は，第 1 に 1990年代以降 に 生 じた海氷上空 の 気温上

昇 ，南風 の 侵 入，そ し て 太平洋 と大 西洋 の 双方 か ら の

暖か い 海水の 流入 に よ っ て，10年ス ケール で北極海の

海 氷 の 厚 さ が 減少傾 向 に あ っ た こ と，第 2 に 2007年夏

季 の 海氷激減 の き っ か け と し て，ベ ーリ ン グ海峡 を通

過 し，チ ャ ク チ 海 か ら ボ ーフ ォ
ート海 に 流 れ 込 ん だ 暖

か い 海水が ， 北極海西部沖合 い の海氷融解 を促進 し た

こ と T そ して 第 3 に ボ ー
フ ォ

ー
ト高気圧 の 発達 に よ り

北極海上 空 の 大気循環 が パ ッ チ状の海氷 を グ リーン ラ

ン ド方向に 向けて効率的に輸送 し た こ とが 原囚 と さ れ

た．本 シ ン ポ ジ ウ ム に お い て ，2007年夏季 に 生 じた 北

極海の海氷面積の激減 は ，
こ れ らの 3 要素が組み合わ

さ っ た 結果 と し て 生 じ た も の で あ ろ う と結論付け られ

た ．

　近年の 地球温暖化問題は，国境を越え た 国際問題 と
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して取 り組む必要 があ るが ， 多 くの 問題 の 中で も北極

圏 の 温 暖化問題 は グロ
ーバ ル な研究課題 の 中心的 な問

題 の ひ と つ に な りつ つ あ る．した が っ て 北極 圏 に 領一十．

を持たな い H 本や ア ジ ア諸国に と っ て も国際的な協力

体制 の 下 で 研 究 を推進す る 必要性 が 本国際 シ ン ポジ ウ

ム に よ り再確認さ れ た．本国際 シ ン ポ ジ ウ ム は，日木

の 研究機関が 中心 と な っ て 今後 2 年ご と に 開催さ れ る

予定 で ある．今 1・1そ の 最初 の
一渉 を踏み出 し，世界 の

北極域研究者が
一

堂に会 し，盛況裏に開催で き た こ と

は大変喜 ば しい こ とで ある．」　 （日本語訳 ：田中　博 ）

心 の高さ お よび こ の 会議の 重要性 を再認識す る こ とが

で きた，　　　　　　　　　　　　　　 （村 田　功）

　今 回 シ ン ポ ジ ウ ム が 開催 さ れ た 凵本科学未来館の 所

在地 は文化施設 や飲食店が立 ち並 ぶ ダウ ン タウ ン か ら

幾分遠 か っ た ．こ うい っ た状 況 が 昼 食の 移動時な ど参

加者 に 不満や 不便 さ を感 じ さ せ な い か ， 心配 な面 も

あ っ た．しか し ， 幸 い に も会期 中の 東京 は秋 の 移動性

高気圧 の 影響で好天 に恵ま れ た ．北極圏研究者に と っ

て は多少暖か 過ぎ る陽気だ っ た か も し れ な い が
， 多 く

の 参加 者が お 台場 を楽 しんで い た ようだ．（鈴木 力英）

　 9．全体的な感想

　 日本に お け る ，
こ れ ま で の幾つ か の流れ で 実施 さ れ

て きた北極研究 に 関す る 国際 シ ン ポ ジ ウ ム を，統合 し

て一つ の ま と ま っ た 姿で 開催で き た こ と は，共同 で の

北極研究，コ ン ソーシ ア ム を目指す有意義 な第
一

歩を

踏 み 出す こ とが で きた と 高 く評価 し た い ．国 内の 若手

研究者の 参加が 少な か っ た点は今後の 課題で あ る が ，

国外 か ら は 予想外 に 多 くの
一

流研 究 者の 参加を得て ，

極 め て 興 味あ る，質 の 高 い 議論 が 繰 り広 げら れた．毎

年，国際シ ン ポ ジ ウ ム が極域科学 に関す る も の だ け で

もあまた あ る 中で ， どの ような独 自性を もち魅力あ る

シ ン ポ ジ ウ ム た り得 る か が ，今後 の 課題 で あ る．ま

た ， 発展著 し い ア ジ ア の 連携 をい か に反映す る か も ポ

イ ン トで あ ろ う．サ イエ ン ス と し て は，未 だ混 とん と

し た 北極温暖化 の 振 る ま い が 明 らか に な っ た と は 言 え

な い が ，ず い ぶ ん整理 さ れ、今後，研究 を進 め る べ き

焦点が絞 られ て きた感 を受 けた．　 　 　 （山内 恭 ）

　海外か ら の 参加者 の 中に は，こ ち ら か ら声を か け る

以前 に First　Circularを見 て 参加を希望 して くだ さ っ

た 著名な研究者の 方が 複数お られ 1 北極域研 究へ の 関

　 10．お わ りに

　本国際 シ ン ポジ ウ ム の 開催 に 当た っ て は ， 国立極地

研究所 （NIPR ），海洋研究 開発機構 （JAMSTEC ），

宇
’
1．E了航空研究開発機構 （JAXA ），ア ラ ス カ 大 学国際

北極圏研究 セ ン タ ー （IARC ），名古屋 大学太 陽地 球

環 境 研 究 所 （STEL ），筑 波 大 学 計 算 科 学 研 究 セ ン

ター （CCS ）か ら ご支援 を頂 い た ，ま た ， （社） 日本

気象 学会 に は協賛 に加 わ っ て 頂 い た ．さ らに，本国際

シ ン ポ ジ ウ ム の 事務作業 を
一

手 に 引 き受 け て い た だ い

た海洋研究開発機構 の 小 澤和 江 さ ん，前田 さ ゆ り さ ん

に は 心 よ り感謝す る．また ， 筑波大学の学生 と国立極

地研 究所 の 研 究員 の 方々 に は ア ル バ イ ト と して シ ン ポ

ジ ウ ム の運営に大き く貢献 して い た だ き，お か げで極

め て 円滑 に 開催 さ れ た と感 じ た ．感謝 す る と と も に，

国立 極地研 究所 が 担当予定 の 次 回国際 シ ン ポ ジ ウ ム の

さ らに完成度 の高 い 開催へ と繋げ て い き た い ．本国際

シ ン ポ ジ ウ ム の ホーム ペ ージ は 以下の URL に あ り，

ス テー ト メ ン トの 英文は そ こ か ら参照 可能 で あ る．

　htしp：／／www ．jamstec．go ．jp／iergc／sympo ／isarl〆
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