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ESO シ ュ
ー メ ー カ ー レビー 第 9彗星

ワ ー クシ ョ ップ報告

渡部 潤一 1

1． 不安を胸に

　ソ ウ ル を飛び立 っ た大韓航空 KE905 便は，シベ

リアの 凍て つ い た森林の 上を，一路 フ ラ ン ク フ ル

トへ 向か っ てい た．ドイッ は訪問は，これで 3回目

で ある．前々 回は ハ レー
彗 星 の 国際会議 ， 前回 も

や は り彗星の 会議で あ っ た．今回は，同 じ彗星 は

彗星だ っ たが，シ ュ
ーメーカー・レ ビー第9 彗星と

い う木星に衝突 して無くな っ た彗星に関する ワ
ー

ク シ ョ ッ プ に 出席する た め で あ っ た．

　機上，私は幾ば くか の不安を抱 い て い た．ひ と

つ は 自分の発表に つ い て の 不安であ る。い ままで

国際会議で発表した きたのは ， どれ も彗星その も

の に つ い て の もの だ っ たの で
， それな りに自信 も

あっ た。しかし，今回は まっ た く新 しい 現象に つ

い てである，どうも理解不足や知識の 欠落が，特

に木星 に関 してあるよ うに思えて 不安だ っ た．確

か に
，

われわれが 国立天文台岡山天体物理観測所

で 観測 した近赤外線 の デ ータ に つ い て は絶対の 自

信が あ っ た もの の ，そ の 解釈となる と， まだ とて

も脆弱なもの だ っ た．さらに悪 い こ とに，ア メ リ

カ の観測チ ーム とわれわ れの 解釈が異なる こ とが

渡独直前に判明 した の だ．困っ た こ とに ，われわ

れ チ ー
ム の 解釈を打ち立て た 理論屋 で ある長谷川

均氏は参加 しない ．

　 「渡部さんにまかせ ましたよ．」

とい っ て，私が成 田へ 向か う直前にポス ターを持

た されただけで あっ た．

　もうひ とつ の 不安，それは風邪であ っ た．私 は

過去 2回とも ドイ ツ滞在中 に風 邪をひ い て寝込ん

だ．2度ある こ とは 3度ありそうな＿ ．

2．　 ワ
ー クシ ョ ップ

　こ の ワ ーク シ ョ ッ プは ， ESO （European

So腿them 　Observatory） が主催する ヨーロ ッ パ の

研究者中心の会議である．ESO とい うの は
， 英国

をの ぞくヨ
ーロ ッ パ 主要国が共同で建設 した南米

チ リの 高山の一大観測基地で ある．ハ ワ イの マ ウ

ナケ ア
，

ス ペ イ ン領カナ リー諸島とならん で世界

三大天文観測適地 とい われ て い る．そ の運営 をす

る のが ミ ュ ン ヘ ン 郊外にある ESO 本部である．ワ

ーク シ ョ ッ プは，こ こ で 2 月 13 日か ら 3 日間 に わ

た っ て開催され た．ア メ リカ
， 旧 ソ 連か らの 参加

を含め ， 且00名を越える参加者があり， 口頭 ・ボ ス

ターを含め，88件の発表が あ っ た．すでに集録は

印刷中で
，
5 月の 国際天文連合の SL9 関連コ ロ キ

ウム の 前には出版 され る予定で ある．

　私は，当初この会議には参加する気がなかっ た

が ， 発起人で ある彗星屋の ボーエ ン ハ ル トが ，10

月にすばる望遠鏡の 国際会議で 日本に来た際に参

加 を要請された．旅費もない の で ，私費で の参加

とな っ たが，ワークシ ョ ッ プ自体は非常に エ キサ

イ テ ィ ン グ で有益だ っ た．

3．　 解決しつつ ある点と未解決の問題

あの現象から半年経 っ て，い くつ か の 点が解決

正
国 立天 文台

N 工工
一Eleotronio 　Mbrhry 　



The Japanese Society for Planetary Sciences

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Planetary 　Soienoes

しつ つ あ り，また今後究明す べ き問題点 もは っ き

りして きた よ うな印象を持 っ た．それ らを並べ て

紹介した い ．

普通 の 彗星か ？

　シ ュ
ー

メ
ーカー ・レ ビー

第 9 彗 星 本体 が ，特異

な彗星 〔かつ て小惑星 ？とい う意見 もあ っ た）か

どうか に関して は，ジュ
ーイ ッ トやセカニ ナが，ご

く普通の彗星であるとい う結論で一致して い た，た

だ ，
セ カ ニ ナが主張 して い た 「分裂 は近木点通過2

時間30分後に お きた」こと，「最初は 10〜12個に

分裂し，残りの 破片 （ラ イ ン に乗 っ て い ない 破片）

は，その後に破片からはがれ て きたもの で ある」と

い っ た分裂モ デ ル の詳細は今後の課題 で あ ろ う．

どこ で爆発 したの か ？

　彗星が木星大気 に 突 入して，衝突
・爆発 （エ ネ

ル ギ
ー
解放最大の 場所） したの は，ア ン モ ニ ア雲

の 上 か 下か，とい う点 もまだ不明確で ある．同 じ

探査機の チ
ー

ム で ありながら，ガリ レ オチ
ーム は

装i置毎に意見が異なっ て い た，

近赤外線の光度曲線は何 を表 して い る の か ？

　地上 の 赤外線観測 で は
， 衝突の最初 の 信号を捉

えるの は
一
般に ガ リ レ オ探査機よ りも10秒から 1

分程度早か っ た，こ れは，彗星突入時の かな り上

空で赤外線発光がある こ とに よっ て説明 で きそ う

である，HST の写真で も，きの こ雲があがる前に

突入時 の 発光が撮影され て い る，い わゆる フ ァ
ー

ス トフ ラ ッ シ ュ は こ れで説明で きる．さら に，こ

れよりも1分ほ ど遅れて セ カ ン ドフ ラ ッ シ ュ が観測

され て い るが，こ れ は沸き上が っ た高温の きの こ

雲が 木星 の 自転に よ り表側 に見 えだ したもの で あ

る．雲 の 冷却に より熱輻射が急激に 減少 して ，フ

ラ ッ シ ュ の よ うに見える こ とを，われわれ や フ ラ

ン ス の 観測 チ ーム も定量的に モ デ ル 化して い た．
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　と こ ろ で ，問題は近赤外線 で 最 も明 る くなっ た

メ イ ン ピーク は何か，とい うこ とで あ っ た．カ ラ

ア ル ト天文台で観測 した ドイツ の チー
ム は，ア メ

リカチ ー
ム と同様に 「きの こ雲の落下 に よる衝突 ・

再加熱 （ス プ ラ ッ シ ュ 説）」を考えて い た，われ わ

れ は 「きの こ 雲内部 で の 塵生成に よ る急激な輻射

E昇 （ダ ス ト説）」を提唱 した．どちらも定量的な

モ デル を構築 して い ない の で ，こ の段階で は判断

が で きなか っ た．その後メ イ ン ピ
ー

ク の最初は連

続光，後半は
一
酸化炭素の 輝線 が卓越 して い る

，

とい うデ ータが発表 された．検討は こ れか らで あ

る．

衛星 へ の 反射 はあっ た か ？

　い くつ かそれら しい 信号を受けたとい う発表も

あっ たが，どれ も単独観測 で，しか もS／ N ぎり

ぎりの もの ば か りで，基本的に は否定的 な雰囲気

で あっ た．ア ハ
ー

ン の レ ビ ュ
ー

で は，す べ て の 信

号をノ イズと結論 した．

痕跡の黒 い 塵 は なに か ？

　ウエ ス トが提唱して い るように炭素系の塵とい

う方向が多か っ た．なお，こ の 塵 の 放射冷却によ

っ て ，衝突緯度帯で は温度が通常よ りも低 くな っ

て い る こ とが報告された．

電波の変化はあっ たの か ？

　電波観測レ ビュ
ーで は 波長 6− 90cm の シ ン ク ロ

トロ ン 成分が 10− 45 ％ ほ ど の緩やかな上昇があ

り，衝突後は下降 してい るとい う報告があっ た，し

か し，デ カ メ
ー

タを含めたそれ以外の波長で は確

実な変化の 証拠はない ，とい う．各種 の 分子 の 観

測 も示 されたが，22GHz の 水メーザーが検出きれ

た と い う発表が イタ リ ア の チーム か らあ っ たが，本

当かどうか不明で あ る．
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きの こ雲の成分は ？

　どの 程度が彗星 で 、どの程度の大気が巻き上 げ

られた の か，あ るい は初期 に輝線で見 えて い る物

質は どちら起源なの か，な ど今後複雑 なモ デ ル に

よ る検討が必要で あろう．また ， 水や硫黄は検出

されて い る．初期の ス ペ ク トル には彗星 の 塵 の起

源と思われる金属輝線 （Na，　Ca，　Mg ，　Fe，　Mn な ど）

が観測 され て い る．フ ラ ン ス チ ーム の 観測で は一

酸化炭素は 1014gあ り，彗星起源と述べ て い る．

は確か で ある．

　と こ ろ で ，ワーク シ ョ ッ プ後，寒い 中を ミ ュ ン

ヘ ン郊外の湖 に遊びに い っ たの だが，こ れが悪か

っ たのか，翌 日風邪をひい て寝込んで しまっ た．ど

うも私にとっ て ドイ ツ は鬼門らしい ．

きの こ雲の温度 は ？

　温度に 関 して は
， 観測方法の 差 とそ の タ イ ミ ン

グ に よ っ て たい へ ん大きく結果が異な っ て い る．

木星の波動 ・振動は ？

　振動の信号は まだ解析が試み られ て い るが，い

まの とこ ろ未検出で ある ．表面重力波 は存在 した．

HST で観測 されたリ ン グ状の もの は，どうもそれ

らしい が ，ど うして黒 くなるの か不 明 で ある．

電磁 気現象

　電磁気の レ ビュ
ー，HST やイギリス の赤外線望

遠鏡に よ るオ
ー

ロ ラ の 観 測 の 発表があ っ た．特 に

K 核衝突時の北半球に 出現 し たオ
ー

ロ ラ と X 線放

射 ， 南極付近の 点滅オーロ ラ の 発見 な どに話題 が

集中 した．

4．　 おわりに

　ワ ーク シ ョ ッ プを通 して
，

い ろ い ろ な研究者と

デ
ータや ， プレプリ ン トを交換す る こ とがで き，5

月 の ア メ リカ の 会議に向 け，われわれが何をすべ

きかが は っ きりした，とい う点で は非常 に有益だ

っ た．こ ん な現象は
， どの研究チ ーム も初めて の

事な の で，どこ も解析が それほど進ん で い な い こ

とに もある意味で安心 した．が，依然 と して われ

われの 解釈 と他の チ ーム の 解釈が異な っ て い る の

h
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