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生物情報科学学部教育特別プログラ 理学部新 1号館 2期 (理学系総合研

ムの紹介
究棟)工事について

松本  良 (企画委員会建物小委員会 委員長 )

離

互いに遠く分散した状態にある理学部 。理学系研究科の建

物を集中化し、同時に狭除化の解消を目指す「理学部中央

化計画Jは 1980年代末から検詞されていましたが、93年、

その第一段階として理学部 1号館を建て替える事が認めら

れました。本部―理学部で検討され提案された新 1号館は、

11階、10階、8階の 3つの棟が東西に配置され、棟と棟は

アトリウムと連絡通路が繋げるという複合構造です。1994

年に旧 1号館の西半分が取り壊され、1994年に 1期 11階

棟の本体工事力政台まり 1997年に竣工しました。残りの 2棟

の建設が待望されていましたが、平成 13年度末に概算要求

が認められ、平成 13年、14年の予算で中央部分の 10階棟

が建設されることになりました。ロータリーに面した 8階

棟は今回は含まれません。

2期工事棟

3月 以降、建物小委員会で精力的に部屋割り、仕様などの

検討作業を進め、10月 までに基本設計を終え、現在、建物、

設備設計の最終確認をしております。詳細については各専攻、

施設、センターの建物委員にお聞き下さい。2期棟は 1期棟

とほぼ同じプランを持ちますが、 1期棟のピロティから続く

1階部分はガラス扉等で仕切られ、新 1号館全体へのエン

トランスホールと位置付けられます。理学部事務は一階に入

る予定です。2階の中央部分には 230席の大会議室およびホ

ワイエが設けられ、教育、研究交流のコア、一般への情報発

信の基地となります。2期棟には、物理学専攻 (2～ 4階 )、

地球惑星科学専攻 (3階、 5階～8階)、 天文学専攻 (9階、

10階 )、 素粒子物理国際研究センター (9階、10階)が入

ることになっています。地下 1階、 2階は実験室と機械室、

屋上には望遠鏡のドームが設置され、理学部 。理学系研究科

らしい外観となります。

尊 中咄

旧1号館は東翼を残して他は全て取り壊されます。取り壊

される部分に入っている研究室等の一時避難先が大きな問題

でしたが、本部施設部やキャンパス委員会、理学部事務等の

御努力により本部庁合の一部や工学部前に新たに建てられた

プレハブが確保されました。大所帯の新領域も医学音刷日1号

館に移転することができました。

解体工事工程

10月 23日 (水曜日)に旧1号館の西半分の取り壊し工事

に関する説明会がありました。本部の説明によると、

11月 1日        工事開始 (仮囲と外部足場)

南 康文 (生物情報科学学部教育特別 プログラム)

生物
′
1計眸 1学学部教育特別プログラムは、佐藤勝彦理学系

研究科長・理学部長を代表として、文書降1学省科学技術振興

調整費 (新興分野人材養成)により設置されたものです。い

わば、国による寄付講座のような格好です。その設置は、こ

の 2、 3年、各方面から強く阻‖ぎれるようになったバイオイ

ンフォマティクスの人材養成を求める声に応えるものです。

昨年 10月 に誕生しましたので早 1年になりますが、プログ

ラムのメンバーが揃ったのは今年の春です。5月 22日 に弥

生講堂において開催された設立記念式典 。シンポジウムがそ

の本格的始動を宣言したものでした。序でながら、8月 6日

には本プログラムの看板が理学部 1号館別館に_L掲されまし

た。

我々は、上記科学技術振興調整費により雇用された専任の

教官及び研究員、約 20名 と、理学系研究科生物化学専攻、

情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻、そして医利学研

究所ヒトゲノム解析センターに所属する本学教官、約 10名

から成る、バイオインフオマティクスの学部教育と研究を主

眼とする組織です。正規の授業を圧迫しないように、夏季休

業の 8週間を授業に当てることにしました。これに先立ち

夏学期の木曜日1限 目に「生物情報科学概論」を開講しま

した。果たしてどれほどの学生が来てくれるだろうかという

我々の,こ酒己と裏腹に、教室から溢れるほどの学生が参加しま

した。

講義科目は、生命科学、悴 断斗学、そしてバイオインフォ

マティクスの 3本立てです。今年度は 3年相当科目である

9牟1目の講義と2科目の実験 (来年度から開講の4年相当牟|

日は講義 8科目)が、本プログラム教官に加え学内外の第

一線でご活躍の講師をお迎えして開かれました。他学部生

や大学院生からの出願もあり、履修頼者数は各科目とも軒並

み 100名を超えました。実験科目については、受け入れ可

能なノヘ、数に押さえるために所属学科の科目により代替して貰

いました。実際の参加者数は、夏休み当初には 7、 80名程

でしたが、流石に終わりの頃には疲れたのか約 40名 になり

ました。とは言え、連日、朝 8時半から午後 2時半まで (実

験は更に夕方あるいは夜遅くまで)夏休みを潰してまで講

義や実験に参加した学生たちの姿勢は、我々教官には大い

に励みになりましたし、本プログラムの存在理由を実証して

くれたものと喜んでいます。これも理学部の各学科並びに各

部署の方々にお力添え頂いた結果であり、誌面をお借りして

お礼を申し上げます。尚、本プログラムのホームページは、

http:〃 www.bi.s.u― tokyo.ac.jpですのでご覧下さい。
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掲示板

11月初旬～ 12月初旬

11月中旬頃

11月末～ 12月 始め

12月初旬～ 1月初旬

2月初旬～中旬

アスベスト含有建材の除去

lγ 2日間胸 く道とガスを

一時停止の予定

1日間程度 停電の予定

外壁、内壁の取り壊しで騒音と

振動大

解体工黎 了

*解体工事とそれに続く本体工事により、本郷キャンパス内

に工事車両が増え、交通規制がしかれますので御注意下さい。

特に今後 2～ 3年間は、本郷キャンパス内の 10箇所で大き

な建設工事が同時平行で進みます。交通安全には十分御注意

下さい。

本解

本体工事の工程はまだ不明確ですが、取り壊し工事説明会

での本部施設部の話しによると、来年 2月 の解体工事終了

後速やかに本体工事に入り、2期工事竣工は平成‐16年 12

月末と見込んでいます。 2期工事に関する情報は旧時、広報

誌とホームページによりお知らせしますので、御覧下さい。

2期工事全般についての質問や要望は各専攻の建物委員また

は理甲割聯暮雅卜までお願いいたします。

完成予想図3伏会議∋

全学科での学生による授業評価アン
ケー ト始まる

大塚 孝治 (教務委員長)

授業に対する学生による評価アンケー トは幾つかの学科

でこれまで実施され、特に物理学科では既に数年間に渡り継

続的に行われてきた。アンケートによって授業内容や教育環

境に対して様々な改善が行わオ、 その有効性が明らかになっ

たので、この度、理学部全学科において、理学部教務委員会

が中心になり、講義、演習、実験など全ての授業を対象に学

生によるアンケートを開始した。

アンケートの基幹部分については、各学科共通の質問項目

を設けているが、個々の学科による独自の質問もあり、きめ

の細かい聞き方も可能である。これにより、今後、個々の授

業の問題点を明らかにして改善をはかるとともに、理学部全

体としても教育プログラムや教育環境の充実に役立てたし、

現在k平成 14年度夏学期分のアンケートの結果を回収し、

その結果を集計 。解析中である。数ヵ月中に理学部ホーム

ページなどでその概要を発表する予定である。完成予想図 1(南東より)

完成予想図 2(北東より)
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あとがきに代えて

あとがきに代えて

「超新星からのニュートリノJに関連して、それにまつわ

る基礎的な物理の話を、学生③ と教授 CPlのつもりになっ

て自問白答してみました。

【ベータ崩壊】

Siニュー トリノと言えば、そもそも中性子nが陽子 pに

崩壊する「ベータ崩壊」で考案されたんですよオ島

P: うんЭそれじゃ、ベータ崩壊の式を書いてごらスの

S: はい、

n→ p+e(電子)+ν。(電子ニュートリノ) (1)
でしょう。

P:むむ、ちょっと違うぞ。両辺で、どんな量が保存する

必要があるんだっけ?

si ええと、まず電荷。左辺は中性子だから電荷は0、 右

辺は陽子が 1で電子が-1だから、足して0で保存してい

る。次に物質の質量の大部分を担う「重粒子 (バリオン)」

の数も、左辺ではnが 1を もち、右辺ではpが 1で他が

0だから、ちゃんと保存している。良いじゃないですか。

ついでに、バリオン数つていうのは、陽子や中性子は 1、

重水素なら2、 反陽子は-1、 電子やニュートリノなら0。

P:それは良いが、(1)式でもう1つ保存量を忘れているよ。

S: ああ、そうか、「強し琳目互作用」をしない電子やニュー

トリノなどの粒子、つまり「軽粒子 (レプトン)Jの数が

保存する必要がありました。電子はレプトン数が 1、 その

反粒子である陽電子なら-1、 そして ,¨ ああ、νeも レプト

ン数 1をもつから、このままじゃレプトン数が左辺では 0、

右辺では2となって、保存しなくなっちゃう。

P

S

気がついたね。じゃあ、どう修正すれば良いかな?

(1)式で電子ニュートリノではなくて、その反粒子であ

る反電子ニュー トリノ伍)をもってきて、

n→ p tt e~ +π

とすれば良いわけでした。

【太陽からのニュー トリノ】

P: じゃあ次に、どうして太陽からニュートリノが放射さ

れるか知っているかい?

S:太陽の中では水素が核肩虫合でヘリウム4になるのだか

ら、それには4つの陽子 llDlの うち 2つが中性子 ω に変

わらなくちゃならない。それはベータ崩壊の逆過程だから、

p+e~→ n+νo          ③

となってニュートリノが出るんでしょう。これは② 式で

まず左辺と右辺を入れ替えたあと、反電子ニュートリノを

移項して電子ニュートリノに変えれば良いわけです。数式

と同じで、移行したら粒子と反粒子が入れ替わるんですよ

ね。

P:う ん、移項の話はその通り。③ 式も大筋はそうだね。

ただこの反応は、さまざまな分岐を通して進み、そのう

30

ちKamiokandeで検出できるのは、途中でできたホウ素

8が崩壊するという、わりに比率のガヽさい過程だけなん

だЭこれはホウ素 8に含まれる1個の陽子が③ 式によっ

て中性子になるプロセスであって、結果としてベリリウム

8ができ、そのさいエネルギー 12N%Vぐらいまでの電子

ニュートリノが放射される。それ以外の分岐から出て来る

ニュートリノは、エネルギーが低すぎて Kamiokandeで

は検出できないんだ。

【ニュー トリノの検出方法】

S:なるほど。じゃあ、そのホウ素8からの電子ニュートリ

ノが来ると、Kamiokandeの 中で何が起きるんですか?

P:きわめてJヽさい確率ではあるが、ニュートリノは神岡の

巨大な水槽の中で F弱い相互作用」によって、おもに

ν?+e~→ ν〔+e~                (41

という弾性散乱を通して電子をはじき飛ばすのさ。

S:]単 生散乱っていうのは、運動エネルギーが初めと終わり

で保存される反応のことですオ説

P: うム′。古典的な質点どうしの衝突だったら、跳ね返り

係数が 1の場合と思ってもよろしい。

S: で、はじき飛ばされた電子が検出されるんですか?

Pi まあ待て待て。電子は水槽の水の中をすごい速さで走

るけど、数センチメー トルで止まってしまう。その間に

「チェレンコフ光」という青白い光をだすんだ。それを、

Kamiokandeご 自慢の、巨大な光電子増倍管で受ける。

どの位置のいくつの光電子増倍管に光が飛び込むかによっ

て、電子の位置や運動方向が決められるのさ。

S:なるほど、電子はもとのニュートリノが来た方向に飛ば

されるから、チェレンコフ光もその方向に放射され、3ペー

ジの図にあるように、太陽ニュートリノの到来方向が演1定

できるわけですオ亀

P: その通り。塩素を用いたデービスの実験では、ニュー

トリノの到来方向が半J別できなかったから、それにくらべ

Kamiokandeの結果はひじょうに確実性が高いわけだ。

【チェレンコフ光】

S:そのチェレンコフ光って、どういうものなんですか?

P:超音速ジェット機が飛ぶと、大気中に衝撃波ができるだ

ろ。それと同じく、荷電粒子が媒質中をそこでの光速度よ

り速く走ると、電磁場の衝撃波として、かすかな光が出る。

それがチェレンコフ光なんだよ。

S:ええっ、光速度より速く走ったら、相対畦原理に反して

しまうじゃないですか。

P:いや、相対陛原理で言うのは、「質量のある物体の速度は、

真空中での光速度を超えられないJということだ。物質中

の光速度は、屈折率で割った分だけ遅くなるから、エネル

ギーがひじょうに高い粒子は、物質中の光速度より速く走

ることは可能なんだよ。

S: なるほど、水の屈折率は約 13だから、真空中の光速度

θに対し、水中での光速度は″1.3になるわけか。
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鰤 星ニュートリノ】

S:超新星 SN1987Aから受けたという 11個のニュートリ

ノも、大マゼラン雲の方向から検出されたんですね?

P:いや、H個のうち数個は確かに大マゼラン雲の方向か

ら来たと確認できるけど、残りの方向はバラバラだよ。

ええっ、どうして太陽と超新星で違いが出るんですか?

超新星の場合は、反電子ニュートリノ妬もやって来て、

それは水の中で、同じ喝弓しヽ 日互作用」でも、141式よりずっ

と確率の高い反応を起こすんだ。それは水QOl分子を構

成する水素原子核 (陽子)を相手に起こす、

■+p→ n+e・ 暢電子)         151
という反応なんだよ。この場合は、陽電子が水中を走って

チェレンコフ光を出し、それが光電子増倍管で検出される

ことになる。

s:ぁぁ、cFolも また③ 式でニュー トリノや電子を移項し

て反粒子にした反応ですよオ%でもこの反応だと、なぜπ

の入射方向がわからないんですか?

P i 141で は電子は軽いけど、C51ではnや pが重たいだろ。

だから 10 MⅣ 程度の 17eだと、そいつが運んできた運動

量はほとんどnに喰われちゃって、⑤ 式の1陽電子は、だ

いたい等方的に放射されることになる。141だと全力疾走

してきた幼稚園児が小学 1年生にぶつかったぐらいだけれ

ど、⑤ だと横綱にぶつかったみたいなものだからね。

あとがきに代えて

鰤 星からのニュートリノと反ニュートリノ】

S:な るほ ど、そ うですか。 で も待 って下 さいよ、

SN1987Aは 大質量の星が潰れて発生する超新星ですよオ島

そうした星の中心部分では、電子ガスの圧力が重力を支え

ていたのが、電子が陽子に取り込まれて中性子に変わる、

つまり③ の反応が急激に進むことで、支えを失うわけだ。

とすれιよ 出るのは,では無くてνeでしょう?

P:鋭いねえ。確かに最初はνeが放出されるんだが、星の

中心部が潰れてすさまじい高温になると、ほんの一瞬だ

け遅れて、さまざまな素粒子反応があれもこれも生じるよ

うになる。それに伴って、νeと 1/tが対生成されるんだよ。

佐藤先生の 眸1学的意義Jの図3を見てごられ

S:対生成って、エネルギーさえ注入すれば、何も無いと

ころから、粒子 1つと反粒子 1つが生まれることですね?

P:その通り。電子ニュー トリノと反電子ニュー トリノだ

けでなく、電子と陽電子も対生成されるし、レプトンの一

種で「重たい電子」と呼ばれるミューオン (ミ ュー粒子)

も対生成される。μ
~と

μ
+と

が対になってね。P.4の囲み

記事にあるように、このミューオンにも影武者のように付

き従う月1掛重のニュー トリノがあって、ミューオン型ニュー

トリノと呼ばれるんだが、それらも対生成される。その他

の素粒子たちも、たくさん出たり消えたり ,.。

S:ふうん、でも最後に、なぜたくさんの素粒子の中で、「やっ

ぱり超新星はニュートリノに限るJんですかねえ。

P:そ りゃ何といったって、そんな修羅場からまともに脱

出できるのは、ニュートリノだけだからだよ。

はあ、お後がよろしいようで … (牧島一夫)。
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「等身大」の小柴先生

◇」ヽ柴先生の等身大の姿を求めて、理学系研究科。理学部

のいろいろな空間や、過去から現在までの時間の中を駆け回

り、小柴先生に関する感想やコメントを集めました。以下、

寄稿は敬称略で掲載し―ます。

◇小柴先生は長らく物理学科で、学生実験 Iの「放射線Jや

学生実験Ⅱの「パルス技術」を担当しておられ、実験レポー

トは直接、小柴先生に提出して厳しい口頭試間を受けるのが

伝統でした。「先にレポートを出した同級生は、酷評されて

泣いて帰って来ることさえあったようです。そこで私はタラ

イン・仁科の公式を勉強したり、検出器の分解能を考慮して

実験データを定量的に理解しようと努力しました。おそるお

そる試間を受けた後、小柴先生に Fよ く勉強したオ測 とはめ

られたときは本当にうれしく、その後の大きな励みになりま

した。私自身も 励期齢勉 を担当する立場になりましました

が、口頭試間の伝統はちゃんと受け継いでいますも」(物理学

専攻、石川隆)

◇続いて、当時の小柴先生や小柴研の雰囲気を伝えるコメン

トを2件ほど紹介します。

陥 は当時、物理学科に所属し、4号館6階の秘書室で働

いていました。小柴先生は離れた旧1号館の居室から、ほ

ぼ毎日遊びに来られましれ 6階近辺の物性理論の先生方

は、なぜか小柴先生が大好きで、小柴先生が現れると集まっ

てlo‐茶を飲みながら、仕事の話や世間話をなさっていまし

た。1977年、久保亮五先生がボルツマン賞を受賞された内

輪の祝賀パーティーがt久保・和田 (靖 )・ 鈴木 (増 )3研究

室を中′らに開かれ、1ヽ難 _ご夫妻も出席されました。なご

やかなパーティーの終盤、やおら小柴先生が『これから女声

コーラスをやってもらおう。私力甘罰軍する』とおっしゃって、

10名ほどの1合Π昌団が急ぎ結成され、何曲か歌わされました。

曲目は忘れましたが、聞いている男性陣も歌っている私たち

も笑いをこらえている中で、小柴先生お一人まじめな顔で指

揮をされていて、余計おかしかったことを覚えていますc」 (化

学専攻、山崎由子)

「学部4年生だつた頃 特別実験で小柴研に配属されまし

た。そのころ小柴研は研究費が乏しく、先生が講義中にも言

われた『宇宙線は貧乏人の加速器』というかけ声で、宇宙線

の飛跡の写真を、数人のアルバイトの方が顕微鏡でのぞいて

いました。我々学生は、直接的な指導と言うことはなく、ま

た余り実験的なことをしなかったように思います。しかし先

輩方は研究室の野球などにも誘つてくれて、大変楽しい思い

を致しました。そのころから比べると、その後の小柴研究室

の実験設備の整備のすばらしさは、先生の実行力によるもの

で、本当に尊敬と驚1嘆に値します。誠におめでとう.ございま

した。J(物理学専攻、小林孝嘉)

◇ Jヽ柴先生は退官されて 15年を経た今も、理学部 1号館

10階にある素粒子センターの「参与室」に通って来られます。

そうした先生の姿は、大きな存在感をもっているようです。

「酷暑の夏も、極寒の冬も、只ひたすら研究者として真摯

にa舌躍なされています小柴先生のく崇高なお姿を拝してお

りました。御受賞の報と共に『うれしい」とのお言葉に、感,

涙が頬を濡らしました。誠におめでとうごれ まヽす。J(理学

者1専務、多賀志子)

「ノーベル賞の報道をテレビで見て、学バスで時折り乗り

合わせるご老人が小柴先生だと初めて知りました。J「そうい

えば去年のニュートン祭 (物理学科の忘年会)に来て下さつ

たよね。」「俺もがんばってノーベル賞を取るぞ IJ(いずれ

も物理学科の学部学生)

みんな嬉しい、理学部の祝賀会。10月 9日、山上会館にて。
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