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第 150 回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会 プレスリリース論文のご案内 
 
 

地球電磁気・地球惑星圏学会では、太陽フレアやオーロラに代表されるような太陽や地球周辺の宇宙空間の現象

から、オゾン層に代表される中層大気、地震や火山、ダイナモ作用など地球内部の地磁気現象などを主な研究対象

としています。近年、研究対象領域は月や惑星にまで拡大し、世界的にも特色ある研究活動を行っています。 
本年度は、10 月 31 日（日）～11 月 4 日（木）、オンラインにて、標記講演会を開催致します。4 日間を通して計 323

件の講演が登録されており、最先端の研究発表や討論が行われる予定です。その中から顕著な研究成果や高い

ニュース性の認められた論文 2 件を「プレスリリース論文」としてご紹介いたします。詳細は別紙の「プレスリリース論

文一覧」及びそれぞれの論文概要資料をご参照ください。個々の発表論文の詳細については、論文概要資料にある

問い合わせ先にご連絡いただきたく、どうぞよろしくお願い致します。 
 
 
お問合せ先 

地球電磁気・地球惑星圏学会運営委員（プレスリリース担当） 
臼井 洋一 
Tel: 046-867-9752, Fax: 046-867-9625 

電子メール press2021 sgepss.org 



 

第 148 回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会 プレスリリース論文一覧 

 
(1) ひまわり 8 号で夜光雲を観測する手法を開発 

～静止軌道からの高感度リアルタイムモニタリング、地球温暖化研究への貢献に期待 

津田 卓雄(電気通信大学)、他 

（関連発表：11 月 2 日（火）16:15-16:30  Zoom meeting C） 
 

電気通信大学、情報通信研究機構、明治大学、国立極地研究所、九州大学らの研究グループは、

静止気象衛星ひまわり 8号による全球画像の地球周辺部に着目することで、高度 80-85 km 付近に発

生する夜光雲を高感度で観測する手法を考案、同手法をリアルタイムのひまわりデータに適用する

システムを構築しました。今回の研究成果は、「気候変動のカナリア」とも呼ばれる夜光雲を、高感

度、且つリアルタイムで連続的にモニタリングする新手法として、地球温暖化など気候変動に関す

る研究への貢献が期待されています。 

 

(2) 西之島山体の内部構造を解明 

～世界で初めてドローンを使った空中磁気探査を火山島で実施～ 

多田訓子(海洋研究開発機構)、他 
（関連発表：11 月 2 日（火）16:05-16:25  Zoom meeting A） 

 
国立研究開発法人海洋研究開発機構と国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学と国立大学法人

東京大学地震研究所などによる研究グループは、2019 年 9 月に西之島上空でドローンを使った空中

磁気探査を実施し、西之島上空の地磁気の強さ（全磁力）の分布を解明しました。その結果、西之

島周囲に顕著な磁気異常を発見しました。この磁気異常は磁化が強い 2 つの領域（火口を取り囲む

ドーナツ状の領域と島の北東に位置する帯状の領域）によって形成され、これらは 1973―1974 年の

噴火に関連していると考えられます。 
ドローンを船舶から海洋の火山島に飛ばして空中磁気探査を実施したのは、世界で初めての例で

す。今後、ドローンを使った全磁力測定を繰り返すことによって西之島内部の磁化構造の変化を検

出することにより、将来の火山活動の予測への応用が期待されます。 
 



 
 
 
 
 
 
 

ひまわり 8 号で夜光雲を観測する手法を開発 
～静止軌道からの高感度リアルタイムモニタリング、地球温暖化研究への貢献に期待～ 

【概要】 

電気通信大学、情報通信研究機構、明治大学、国立極地研究所、九州大学らの研究グループは、静止気象

衛星ひまわり 8 号による全球画像の地球周辺部に着目することで、高度 80-85 km 付近に発生する夜光雲を高

感度で観測する手法を考案、同手法をリアルタイムのひまわりデータに適用するシステムを構築しました。今回

の研究成果は、「気候変動のカナリア」とも呼ばれる夜光雲を、高感度、且つリアルタイムで連続的にモニタリン

グする新手法として、地球温暖化など気候変動に関する研究への貢献が期待されています。 

 

【背景】 
  夜光雲は、高度 80-85 km付近に発生する天然の雲で、その実態は氷粒子です。地球温暖化に伴う超高層領域の

寒冷化に敏感に反応して、氷粒子である夜光雲の発生が促進されると考えられており、「気候変動のカナリア」とも呼

ばれています。このように、超高層寒冷化や地球温暖化の指標となる夜光雲の変動を捉えるために、夜光雲を高感

度で連続的にモニタリングするシステムが重要であると考えられています。 
 

【今回の成果】 
  ひまわり 8 号による全球画像の地球周辺部に着目することで、高度 80-85 km 付近に発生する夜光雲を検出する

手法を考案、同手法をリアルタイムのひまわりデータに適用するシステムを構築しました。同手法による夜光雲観測

は、超遠距離の静止軌道（軌道高度~36,000 km）からの観測でありながら、米国 NASA の夜光雲専用観測衛星（軌

道高度~600 km）と同等の感度を達成しており、夜光雲の変動を十分な感度で捉えられることも実証しました。 

 

 

【今後の展望】 
  ひまわり 8 号による夜光雲の高感度リアルタイムモニタリングシステムは、電気通信大学のウェブサイト

（http://ttt01.cei.uec.ac.jp/himawari/）を通じて、一般公開されています。世界の研究者らによる地球温暖化研究へ

の貢献だけでなく、一般の方にもご利用いただけます。例えば、全球的な夜光雲の現況情報を提供しておりますので、

地上から夜光雲を見つける際にもお役に立てるかもしれません。なお、本研究結果の詳細については、2021年11月

2 日にオンラインで行われる「第 150 回地球電磁気・地球惑星圏学会 総会および講演会」で発表される予定です。 

プ レ ス リ リ ー ス 
2021 年 10 月 25 日 

地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 圏 学 会 
国 立 大 学 法 人  電 気 通 信 大 学 



 
 
 

 
 

＜ SGEPSS プレスリリース担当 ＞ 
運営委員 臼井洋一 
Tel: 046-867-9752 
Fax: 046-867-9625 
E-mail: press2021@sgepss.org 

 

＜ 本件に関する問い合わせ先 ＞ 
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 
情報・ネットワーク工学専攻 
津田 卓雄 
Tel: 042-443-5214 
E-mail: takuo.tsuda@uec.ac.jp 



 
 
 

 
 
 

 

西之島山体の内部構造を解明 
～ドローンを使った空中磁気探査を世界で初めて火山島で実施～ 

【概要】 

国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学、国立大学法人東京大

学地震研究所などによる研究グループは、2019 年 9 月に西之島上空でドローンを使った空中磁気探査を実施し、西

之島上空の地磁気の強さ（全磁力）の分布を解明しました。その結果、西之島周囲に顕著な磁気異常を発見しまし

た。この磁気異常は磁化が強い 2 つの領域（火口を取り囲むドーナツ状の領域と島の北東に位置する帯状の領域）に

よって形成され、これらは 1973―1974 年の噴火に関連していると考えられます。 
ドローンを船舶から海洋の火山島に飛ばして空中磁気探査を実施したのは、世界で初めての例です。今後、ドローン

を使った全磁力測定を繰り返すことによって西之島内部の磁化構造の変化を検出することにより、将来の火山活動の

予測への応用が期待されます。 

 

【背景】 
 西之島は本州から約 1,000km 南、小笠原諸島の父島からは約 130km 西に位置する無人島です。2013 年に約 40 年

ぶりに起きた噴火を皮切りに火山島の成長をリアルタイムで目撃することができる西之島は、地球科学的に貴重かつ重要な研

究対象であるとともに、国民の関心も高く寄せられています。この西之島の火山噴火の仕組みを理解し将来の活動を予測す

るためには、表面から見えることだけではなく、火山体の内部構造がどのようになっているのかを知る必要があります。一方で、

西之島は現在も激しい噴火を繰り返す非常に活発な火山であるため、人が近づいて観測することは大変な危険を伴い

ます。さらに、西之島固有の生態系を保全するため、島に上陸することは容易ではありません。 
 

【今回の成果】 
 本研究では上述の問題を解決するために、全磁力計を搭載したドローンを

使用して西之島上空の地磁気(*1)の強さ（全磁力）を測定しました。観測は

2019 年 6 月に気象庁「啓風丸」の航海で行い、船の甲板からドローンを離着

陸させました。この測定によって、西之島の上空で全磁力の分布を面的に得る

ことができました。得られた全磁力から周囲の平均的な地磁気の影響を取り

除くことで内部の磁化(*2)構造の不均質による磁気異常(*3)だけを抽出し、西之島火山内部の磁化強度の分布を推

定しました。その結果、火口を取り囲むドーナツ状の領域と島の北東に位置する帯状の領域に周囲よりも磁化の強い場

所があることを発見しました。これらは、1973-1974 年の噴火の際にマグマが通った跡と関連していると考えています。 

 

【今後の展望】 
 今後も繰り返し空中磁気探査を行うことで、西之島の火山活動の変化に伴う磁気異常の変化と内部の磁化構造の変化

を検出し、将来の火山活動の予測へ応用したいと思っています。また、他の岩石学などの分野と協力することで、今回発見し

た高磁化領域の成因についても理解を深め、西之島火山の成長過程について明らかにしていく予定です。 
 なお、本研究結果の詳細については、2021 年 11 月 2 日にオンラインで行われる「第 150 回地球電磁気・地球惑星

圏学会 総会および講演会」（2021 年 SGEPSS 秋学会）で発表される予定です。 

プ レ ス リ リ ー ス 
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地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 圏 学 会 
国 立 研 究 開 発 法 人  海 洋 研 究 開 発 機 構 
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 
東 京 大 学 地 震 研 究 所 
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＜用語解説＞ 
 
*1 地磁気：地球がもつ固有の磁場のことで、地磁気の 9 割以上は地球の外核によって生じています。この磁場は、地球の中

心に N 極を南に S 極を北に向けて置いた棒磁石で表すことができます。残りの 1 割未満は、地表よりも高い電離層や磁気

圏を流れる電流と地殻の岩石の磁化に起因しています。私たちが注目しているのは、残りの 1 割未満の地殻の岩石の磁化に

起因した地磁気です。地磁気には大きさと方向があり、西之島付近では約 42,000nT くらいの大きさで、地理的北（地軸の

指す方向）から西に約 4 度、水平から下向きに約 37 度の方角を示します。 
 
*2 磁化：岩石が磁場中で高温から冷却すると磁石のように振る舞うことがあります。磁化の大きさは、岩石中の鉱物の種類や

温度によって変化することが知られています。 
 
*3 磁気異常：地磁気の空間的分布のなかで、周囲の平均的な地磁気からの差のことです。磁気異常は地下の磁化分布の

不均質によって生じます。 
 
 
 
補足資料 
 

図 1：北半球中緯度の平らな地面の上で地磁気を測定した場合の模式図。黒破線の矢印はある地域の平均的な地球磁

場を表し、赤い矢印は不均質物体によって生じる磁場を表します。地球磁場と不均質物体によって生じる磁場の向きが同じ

場合は足し合わせの効果で観測される磁場は大きくなります。一方、地球磁場と不均質物体によって生じる磁場の向きが逆

な場合は引き算の効果で観測される磁場は小さくなります。（左図）地中が均質な場合は、観測される地磁気の値がほぼ一

定になるため、磁気異常はありません。（右図）地中に周囲の磁化と異なる物体がある場合（この図では周囲より磁化が強い

物体）、その物体によって発生する磁場が磁気異常として検出されます。 



 

図 2：2019 年 6 月に西之島上空で測定した全磁力の分布（左図）と磁気異常の分布（右図）（Tada et al., 2021 を一部

修正）。等高線は 20m 間隔です。左図の全磁力の分布から西之島がある場所の地磁気の平均値（約 42,000nT）と西之

島の地形が作る地磁気を引くと、右図の磁気異常の分布を求めることができます。赤〜ピンク色の部分は磁気異常が大きく

正の値をとる場所を示しており、西之島の火口の南側と西之島の北東の海岸線沿いの 2 箇所にあります。青色の部分は磁

気異常が大きく負の値をとる場所を示しており、火口の北側にあります。磁気異常は、西之島内部の磁化分布が不均質であ

ることによって生じていると考えられます。 

 

図 3: 磁気異常から推定した西之島内部の磁化強度の分布（Tada et al., 2021 を一部修正）。上の 3 つの図は水平

断面図で、左が一番浅く（水深 100m）、真ん中は水深 300m、右は水深 600m と深い場所を示しています。下の 2 つ

の図は鉛直断面図で、左は東西断面図で右は南北断面図を示しています。水平断面図の 2 本の赤線は鉛直断面

図の位置を示しており、鉛直断面図の 3 本の赤線は水平断面図の位置を示しています。断面図の色は磁化の強さを

表しており、西之島の内部のほとんどは紫色の値を示し、磁化が非常に小さいことを意味しています。その中で H1 と H2
と示した赤色〜白色の磁化が強い部分が 2 箇所あります。H1 は西之島の火口を取り囲むように存在し、H2 は島の東

側から北側へと深くなるように伸びています。私たちは、これらの構造が 1973―1974 年に西之島が噴火した時にマグマ

が通った痕跡に関連していると考えています。
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＜ SGEPSS プレスリリース担当 ＞ 
運営委員 臼井洋一 
Tel: 046-867-9752 
Fax: 046-867-9625 
E-mail: press2021@sgepss.org 

 

＜ 本件に関する問い合わせ先 ＞ 
国立研究開発法人海洋研究開発機構 
海域地震火山部門 火山・地球内部研究センター 
多田訓子 
Tel: 046-867-9341 
E-mail: norikot@jamstec.go.jp 


