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1． シ ン ポジウム 開催に至っ た経緯

　将来計画専門委員会で は
， 会長の諮問 を受けて

，

惑 星科学 の 将 来計画 策定の た め の 中間報告書

（1995年 IO月付）を 会員各位 に 配布 し，ご意見 ・ご

批判 を求めて い る．それ と相前後して，学会主催

の 1995年秋期 講演会 で 月惑星探査 シ ン ポジ ウ ム が

行 われた．秋期講演会の シ ン ポ ジウ ム で は，充分

な議論の 時間が とれなか っ たため，秋期 講演会北

大L   の香内，荒川か ら，将来計画専門委員会の

公開ヒ ア リ ン グを兼ねて ，月惑星探査の 将来像に

つ い て 充分 な議論をする場をつ くる こ とが提案 さ

れた．こ れを受けて ，北大L   が引き続 き活動 し，

1996 年 1月 19日か ら21日 に わ た っ て 定山渓の ホ テ

ル で の 泊 ま り込 み の シ ン ポ ジ ウ ム の 開催に 至 っ た．

　将来計画専 門委員会で は
，

こ の シ ン ポ ジ ウ ム を

拡大将来計画専門委員会 として位置づ け，将来計

画専門委員会委員に加えて ， 北大L  を通 じて多

数の方に講演をお願い した．また本学会の電子 メ

ー
ル ・ネ ッ トワークoml やWWW 等で 会員に参加を

呼びかけた．その結果，計25名の参加が得られた．

わが国の惑星科学に お い て ア ク テ ィ ブ に研究を進

め られ て い る研究者が多数参加 され た．講演 とと

もに，自由なデ ィ ス カ ッ シ ョ ン が重 要と考え，議

論の 時間を充分 と る よ うに 配慮 した ．予定時間を

大幅 に超過す る長時間に 及ん だ に もかか わ らず，

自由闊達な議論が展開された．こ の場 をお借 りし

て参加者の皆様にお礼申し上げた い ，議論は月惑

星探査に直接関係する事柄か らそ の背景 に至 る広

範囲に わた っ た．シ ン ポジ ウ ム の雰囲気まで 含め，

そ の 報告をまとめ る こ とは，実際に は不可能に 近

い ．しか し，シ ン ポ ジ ウ ム で 述 べ られた貴重なご

意見や議論 をよ り多くの 会員 の 方 々 に ご 報告す る

責務があると考え，以 下 にその 報告を行 う．当然

なが ら，内容に つ い て の 不正確な記述が ある場合

の 責任は ，参加者にで は な く，著者にあ る こ とを

お断りして お く．

　プ ロ グラ ム を表1に示す，講演は ほ ぼ こ の順 に行

われた （以 下，文 中敬称敬語略）．

2． 月惑星探査計画の現状

　初 日 の 夕方に は
， 田中 （宇宙研）と中村 （宇宙

研 ） が そ れ ぞ れ ，現 在進 行 中 の 月探 査 計 画

LUNAR −A お よび小惑星探査計画MUSES −C の進め

方や ，
どの よ うに機器開発が行われて きたか につ

い て説明 し，今後の 月惑星探査の機器開発体制に

つ い て の 意見 を述べ た．

　田中は，1）LUNAR −A の現状，2）搭載機器 と新規

技術，3）ペ ネ トレーター
の 開発組織 と基盤，お よ

び4）機器 開発 の 心得に つ い て 述 べ た．と くに，人

的 ・資金的サポ
ー

トが必 要な こ と
，

メ ーカーとの

つ きあい 方 ， 時間制限 や ス ケ ジ ュ
ー

ル 管理 につ い

て コ メ ン トした．開発体制の基盤につ い て は
， 今

後 ， 嘱託やCOE 研究員等の 活用 が検討 され るべ き

で ある こ と ；メ ーカーとの関係に つ い て は，相互

協力が必要なこ と，何をメ ーカ ー
に求める の か に
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将来計画専門委員会中間報告に対する公 開 ヒ ア リン グ

　　　「日本の月惑星探査を考える」

表1．プ ロ グラム

一 探査 を可能にする基盤整備 とシ ス テ ム作 りに関する提案 一

1996年 1月19日 〜 21 日，定山渓観光ホテ ル 山渓苑

1月 19日

経過説明と本 シ ン ポジ ウ ム の 目的

　 　 　 　 　 セ ッ シ ョ ン 1

宇宙研LUNAR −A の例 か ら

宇宙研MUSES −C の例か ら

　　　　　　　 1月20日 （土）

　 　 　 　 　 　 セ ッ シ ョ ン 2

　　　探査の ため の 人的資源

探査に必要な技術的サ ポー ト

　　　 　　 　 セ ッ シ ョ ン 3

　　　　相互協力 と競争原理

　　　　 実験家 と観測機器

　　　　 分析家の 関わ り方1

　　　　 分析家 の 関わ り方 2

　　　　　理論家 の 関わ り方

　　　若手研究者か らの提言

（金〉

　山本哲生 （北大）

日本の惑星 探査

　　 田中智 （宇宙研）

　　 中村昭子 （宇宙研）

午前9 ：00

探査を支える基盤

林祥介 （東大）

加藤工 （東北大）

探査の ため の 組織

　　　　　　　　　　　 1月21日 （日）

　 　　 　　　 　　 　 セ ッ シ ョ ン4

　　　　　 ア メ リ カ の 探査 シ ス テ ム

　 　　 　 デ ィス カ バ リ
ーミ ッ シ ョ ン

　 　 　 　 　 　 　 　 セ ッ シ ョ ン 5

理想的探査の形態・−10年後 を目指 して

　　　 学会の惑星探査に対する支援

　　　　　　　　　　　　総合討論

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 ：30

渡邊誠
一

郎 （名大）

交久瀬五雄 （阪大）

中村栄三 （岡山大）

圦 本尚義 （東工 大）

佐 々 木晶 （東大）

矢野創 （宇宙研）

午前9 二〇〇

探査先進国ア メ リカ

並木則行 （九州大）

海老原充 （都立大）

探査へ の ア ク シ ョ ン プ ラ ン

　香内晃 （北大）

　山本哲生 （北大）

　司会　山本哲生 （北大）

閉会

つ い て論 じた．また，開発の 日程が設定 され て い

る こ とは，通常の研究 とは異な りス ケ ジュ
ール が

タイ トで ，デ ッ ドラ イン を シ ビ ア
ー

に守らなけれ

ばな らない こ となどの 理 由か ら，オ
ー

バ
ー

ワ
ー

ク

に な っ て い る こ とを述 べ た，しか し現状で問題は

い ろ い ろある もの の
， 現状の 問題に の み に気を取

られ る こ とな く，自分自身 の 大 きな 目標を大切 に

する こ とが重要で ある こ とを述べ た，また今後予

定 され て い る月惑星探査は，マ ン パ ワ
ー

の面か ら

見て無理 がある と言うもの の ，惑星科学発展の た

めに又とない チ ャ ン ス で あ り，積極的な参加 を望

む こ とを強調 した．

　中村 は宇宙研で の 経験が まだ浅 い こ とを断 っ た

うえで ，MUSES −C計画の体制や検討中の搭載機器

の紹介を行い
，
MUSES −C 計画 へ の 会員を は じめ と

す る広い 範囲の 人々 の参加を求め た．そ の中で
， 従

来からの 実験 ， 観測，分析，理論等の手法と比較

して ，探査とい う新 しい 手法の特徴 に つ い て も触
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れ た ．探査 にお い て は，D 一発勝負的な要 素があ

り，シ ス テ ム として な りたた ない 時は没 に なる リ

ス クを伴 うこ と，2）ス ケジ ュ
ール管理が きつ い こ

と，3）こ れ まで の 慣れ親 しん だ学問とは違 う，縦

社会的な大組織の
一

員 と して 「作業」を分担する

こ と等，従来 の 個人 ベ
ー

ス の 研究 とは異なる性格

につ い て 述べ た．2）につ い て は，こ れ まで の学問に

付随 して い た い わ ゆ る 「遊 び心」を発揮 して い ら

れ る余裕が と りに くい こ と，また3）， 1）に関連 し

て
， 従来 の 論文だけで の 業績で は評価 され に くい

こ と述べ た．こ れ に つ い て は何 らか の かたちで学

会のサ ポ
ー

トが必要で ある こ とを求めた，現状の

まとめ として，「心 に錦を ！」の精神で 第一級 の デ

ー
タが とれ る ことをめ ざして が ん ば っ て い る こ と

を述べ た，

　こ れ らの 講演 に関連 し て
， D探査計画の 策定か

ら搭載機器の 決定， 実行 まで の 種々 の段階で
， 宇

宙研が どこ まで開かれた組織なの か ？， 2）大学や

宇宙研以外で の 研究機関で の 機器開発に お い て 資

金が不足 して い る こ とが議論 された．2）に つ い て

は，現状で は宇宙研 の 基礎 開発費 などに限 られ て

い る．基礎 開発費の 使 い 方に対 して は，現状 よ り

厳 しい セ レ クシ ョ ン を行 うべ きと言 う意見と，ま

ず裾野を拡げる こ とが大事であ る との 意見が戦わ

された．一
方，1）につ い ては，惑星科学の コ ミュ テ

ィ
ー

で独 自の ミ ッ シ ョ ン 計画 をもつ べ きとい う意

見が 出された．しか し，手段 まで含め て それをど

う具体化す る か に つ い て の 案は 出 されなか っ た，1）

に関連 して
， 宇宙研 と大学や他の機関 との 人事交

流が大切 で ある こ とが指摘 された．中長期的な問

題 と して ，なぜ 探査 をや りた い とい う人が多 く育

っ て い ない の か，育て るため に はどうすべ きか と

い う問題提起がなされた．また，現状では宇宙研

の 定員 と予算が少なす ぎる こ とが指摘 された．

3， 月惑星探査を支える基盤

日本惑星科学会誌Vol．5　No．1，1996

　 翌 20日午前か ら月惑星探査の 基盤につ い て の講

演 と議論が行われ た．

　 まず人的資源の育成 に つ い て
， 林 （東大）は 「自

力更生 ・国産科学は 可能か ？」 の テ ーマ で ，独特

の ターミ ノ ロ ジ ー
を駆使 して ，探査の イ ン フ ラ ・

ス トラ ク チ ャ
ー

に つ い て独自の論理 を展 開 した．明

治時代か らの 日本の科学の展開，科学投資 ・科学

産業政策の歴史のなか で現在の惑星探査 を位置づ

け，こ の 中で の大学の役割と今後，研究者組織 に

つ い て論 じた．探査に 関 して は
，

1）
一
極集中

・
巨

大事業で あ りつ づ ける こ とは時代 に あ っ て お らず ，

分散独立 自立 した た くさん の 「頭」（ベ ン チ ャ
ー〉

が必要な こ と
，
2）個 人 レベ ル の ネ ッ トワ ーク が基

本で あ る こ と，3）こ の ためには文科 ・
理 科系間の

壁 まで含め
， 既 存分野 間の壁 を壊 し，自由人 を増

やすこ と， 4）楽しくなければやめ る くらい の気で進

め るべ きで ある こ と等 を述 べ た 。 当面 の探査計画

に つ い て は，無理 の ない 目標を立 て る こ と，行 く

だけで楽しむ こ と，積極的に 2 番煎 じを行 うこ と，

厂科学的」成果 の あるふ りを しない こ となどを述べ

た．また現状 で多数を占め る，What
’

snew を追求

す る い わ ゆ る 「サイエ ン ス な人」＝ 「研究労働者」

は，探査 に伴 うロ ジ ス テ ィ ッ ク ス を行 う 「研 究企

業家」と して の 仕事を好 まな い 習癖があ る こ とを

指摘 した．「研究企業家」の 少な さや ロ ジテ ィ ッ ク

ス 部門（例 えば 「情報屋」」や 「実務屋」）が欠けて

い る こ とは
， 草野球状態を招い て い るこ とを日米

の計算機 ネ ッ トワ
ー

ク を例 に とっ て 説 明 した．大

学 に関 して は，評価の多様化，サ ポ
ー

トの 多様化

が図られ るべ きで ある こ と，お よび技術蓄積で生

きてゆける雰囲気をつ くっ て ゆ く必要がある こ と

を述べ た，

　こ れ に対 して
， 教官に大幅な 自由度を与えると

と もに
， 競争や評価が必 要で ある こ と，お よ び受

託 ・産学共同研究 とこれを行 う上での現状の障害，

納税者に対する 還元 の 必 要性 などが指摘 された．
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　引 き続 き，大学に おける搭載機器開発 と企業か

らの技術的サポー トに つ い て加藤 （東北大）が講

演 した，まず大学にお い て 月惑星探査 を支援す る

うえで の 障害に つ い て 論 じた ．大学 の 教室で は，探

査の ため の機器開発は現状で はオー
ソ ラ イズされ

て おらず ， 機器開発に伴 う技官の支援等，旧来の

教室運営形態 で は教室内で の 理 解を得 に くい こ と

を述 べ た．また技官が研究室所属の場合 ， 所属講

座の 教授の考え方に も依存する．大学院生 に つ い

て も意欲 しだい で あるが，同様な問題 が存在する．

技官の 待遇改善，研修制度，評価等を含め，現在

の技官体制 の 改 革が必 要で あ る．・一
方 ，企業 との

協力に つ い て は ，景気に左右さ れ る た め
， 企業の

規模に応 じて 企業側 にも宣伝等を含め た広い 意味

で の 利益を還元 する方法を考える べ きで ある こ と

を述べ た．さらに，現在，探査 支援の 可 能性 を持

つ 組織は現在の大学と企業には存在せず、探査を

目的 と して設立 された研 究所 ，また は 教 室が探査

を目的と して 設立 した分野が将来必要で ある こ と

を述べ た，

　 こ れ に 対する議論に お い て ，D 付置研 や 工 学部

との協力を うま くで きな い か，2）探査 の ため の 技

術は 特殊技術な の か
，
3）パ ーマ ネ ン ト ・ス タ ッ フ

で 冒険が で きな い か等の 意見が 出 された．3）に つ

い て は
， 教授 と助手とで は大 きな差がある こ と，教

授 は雑用が 多く，研究企業家と して の 役割が期待

で きない 等が述 べ られた．一．一
方，技官が とれ ない

こ とに関 して，ある種の技術 につ い て法人 の 設立

や技術者 の 外注 の 可能性 などが指摘 された．

4． 探査の ため の組織

　午後 に は探査計画 の進め 方に つ い て の 理念 ， 実

験家 ・分析家 ・理論家の 関わ り方につ い て議論が

行われた．

　渡邊 （名大） は現状 の い くつ か の探査計画 を空

か ら降 っ て くる巨大隕石 に例 え，巨大隕石 は 個 人

13

レベ ル か らの積み ヒげ と競争に よ っ て生 まれ るべ

き本来の探査の芽を破壊する と主張 した，目先の

探査に振 り回されず，5年に 1度程度の 率で 連鎖的

に探査 を進め られ る体制づ くりが今最も重要で あ

る．実現 ミ ッ シ ョ ン は，広範な研究者が まず個人

として 育て る 「種」か ら出発 し，個人 ・小グ ル
ー

プ 規模 の プ ロ ジ ェ ク ト を経て
，

こ れ ら を 総合 し実

現 可能性まで評価で きる レベ ル の 複数の ミ ッ シ ョ

ン案となり，それら の競争によ っ て決まる ものだ

とした．そ して ，探査を身近なもの にする方策 （仮

想探査等〉，宇宙研外に もミ ッ シ ョ ン 案育成の 中核

と な る機器開発拠点 を複数築 くこ と，次世代を担

う学生 の探査教育の や り方 に つ い て論 じた．

　こ れ に議論に お い て
， 大型月探査計画 に お ける

STP研究者の 参加状況が報告 され，国際協力 の や

り方 （極端に表現する と， 保護主義 vs 促成栽培），

探査に関わる宇宙研の 院生の重要性，宇宙研 と大

学との 人事交流等に つ い て種々 の意見が 出され た．

また，プ ロ ジ ェ ク トか ら ミ ッ シ ョ ン案に い たる段

階 で の 開発資金 の 少なさが指摘された．現状 で は，

すで に走 っ て い る ミ ッ シ ョ ン に 予算が流れすぎ，芽

を育て る研究費が少なす ぎる こ と に 問題がある．予

算の適切な配分 と結果 の厳正 な評価 を行 う機構が

必要となる こ とが指摘 された．

　 実験における機器開発の 例 として，交久瀬 （阪

大〉は ご 自身の研究室で行っ て い る質量分析計の

開発に つ い て 紹介 した．予算の 額に 応 じて ，種 々

の メ ニ ュ
ーを用意 してある こ とや，自前の装置を

組み立 て る こ とに よ っ て 多くの ノ ウハ ウを蓄積 で

きる こ とを紹介 した．性能10割を狙わず8割を目指

す こ とが実現 を可能にする秘訣 で ある こ とを述べ

た ，順次ス テ ッ プを踏む こ とに よ っ て 性能を向上

させ て行 く．人的な面で は
， 小 グル ープで あるこ

とか ら ，
ア イデ ア を重視 したゲ リラ戦方式で や っ

て い る，また企業 との 関わ り方で は，意 欲の あ る

町工場 の 経営者な ど と の 個 人的 なつ なが りが開発
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を進め るうえで大きな助け にな っ て い る こ とを述

べ た．議論 に お い て ，実験家 を育て る うえで 腕 の

良い 学生 は 自主的に育つ こ と，継 ぎ目なしで 継続

的に 指導をす る こ と が重要 で あ る こ と を，ご 自身

の経験か ら述べ た．

　中村 （岡山大）は 岡山大学固体地球研 究 セ ン タ

ー
で 開発 しつ つ あ る分析シ ス テ ム に つ い て紹介 し

た．共同利用研 と して発足 した 同 セ ン ターで は，各

種の分析計だけで なくク リ
ーン ルーム まで含め た

地球お よび惑星物質の総合解析シ ス テ ム として の

体制が整備 されつ つ ある こ と，Muses・C を初め とす

る世界中で 持ち帰 られたサ ン プ ル の 分析で は積極

的に関与 した い 旨を述べ た．またセ ン タ
ーの 運用

体制 として ，ネ ッ トワーク 型 COE や流動的客員部

門等主体性をもっ た共同利用研 をめ ざして い る こ

とを述 べ た．最高水準の施設 が短期間に整備 ・完

成 しつ つ ある状況とと もに．そ の アクテ ィ ビ テ ィ

ー
に対 して

，

一同大 きな感銘を受けた．

　圦本 （東工大）は惑星形成論は実験的な実証過

程に入 っ た と し
， 地球外物質の サ ン プル リタ

ー
ン

は こ れ を遂行す る うえで キ ーに なる こ とを強調 し

た．こ の ため，少な くとも現在の 能力をもつ 質量

分析計を小型化 し，2015年まで に探査機に搭載で

きる 「パ ーム トッ プ質量分析計」を開発 した い こ

とを述 べ た．そ の た め に は サ ン プル リ タ
ー

ン に よ

る太陽系の起源 と進化の研究体制を早急に整備す

る必要がある こ と，AI分析装置 の 開発 や従来 の実

験室実験や理学分野に とどまらない 新しい タイプ

の分析研究者の養成 と，研究者の 意識改革の必要

性を指摘 した。

　議論に お い て，パ ー
ム トッ プ質量分析計の 開発

は もっ と早 くで きない か，新 しい 分析装置 の 開発

に おい て ，実験家と分析家 との 壁は取 り払う必要

が ある
，

サ ン プ ル リ ターン は
，

そ こ か ら得られ る

科学的な成果 は お い て も世界初 で あ る ため ，や る

だけで も意義がある，等の 意見が 出 さ れ た．また
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一般に今後の 月惑星探査を進め る うえで ，コ ミュ

ニ テ ィ
ー意識は障害 に なる，良い 腕前 をもっ た 工

学，企業，文科系 の人材まで個人 レベ ル で巻き込

む必要が ある ，等が の意見が出 された．

　夕食後，「理論家の 関わ り方」に つ い て佐 々 木

（東大）が話題を提供 した．氏は惑星科学の定義か

らなぜ探査 を行うか に話を進め
， 理論研究を行 っ

て きた氏が，現在の 火星探査eSPIenet　B搭載の ダス

トカ ウ ン タ
ー

に関 わ る よ うに な っ た経緯を説明 し

た．こ れを もとに，「理論家にと っ て探査 とは ？」

につ い て論 じた，また自分の研究に とっ て必要な

デ
ー

タが ない ときの 関 わ り方を議論 した．こ れ を

受けて
， 探査に対 して理論家は どう対処すべ きか

に つ い て議論が戦わ され，い ろ い ろ な意見が 出 さ

れた ：理論家 は身軽さが身上な の で探査 に は関わ

りた くない ，あ るい は深 く関 わ る こ とがむつ か し

い ；探査の題目が 「起源 と進化」では乗 りにくい ；

単発の探査で は こ の題 目で はうそになる ；実験家

が理論家 の ス ノ ッ ブに負けず緊張関係を保つ こ と

が必要．関わ り方に はい ろい ろなや り方がある （立

案へ の参加，計画に対する批判 ・チ ェ ッ ク，結果

の 予測，feasibility　study ， デ
ータ の解析手法の 開発

と利用）等．

　予 定の 時間 が大 きく超過 したた め ，矢野 の 「若

手研究者か らの 提言」は 21 日午前に持ち越 された．

ボ ス ドク の 立場か ら，矢野 は 大学 院 を 過 ご した カ

ン タ ベ リ
ーに お けるLDEF （Long−Duration　Exposure

Facility）ミ ッ シ ョ ン の経験 をもとに，将来の 月惑星

探査の あ り方に つ い て論じた．まず ， 稀少 な探査

機会，限 られたマ ン パ ワ
ー

， 多額の 税金支出， 長

期に わ た る コ ミ ッ トメ ン トが必 要な月惑星探査で

は ， 国 際 性 ， 学 際 性 ， 公 共性 ， 世代 際 性

（intergenerational　cooperation ）が重要 で あ る こ とを

述 べ た．特 に世代際性で は，世代間 の バ ラ ン ス の

とれた タ ス ク チ ー
ム を組む こ と，次 の 研究者で あ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society for Planetary Sciences

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Planetary 　Soienoes

将来計画専門委員会定山渓 シ ン ポ ジ ウ ム 報告

る学生 の 絶え ざる育成 の 必要性 を説 い た．また 公

共性 にお い て は，子供達の 夢を育む こ と，小中高

の 教育現場 と連携した裾野 の 拡大，情報公開な ど

に よ っ て納税者の 理解を得 る こ と
，

そ して こ れ ら

を通 じて資金 とマ ン パ ワ
ー

（省庁間協力 ， 企 業か

らの イ ン プ ッ ト）を新た に獲得 して ゆ く必要があ

る こ とを述べ た．一
方，研究の 効率を上げるため

に は ， 3C （Centralisation，　 Comrnunication ，

Collaboration）が有効で ある こ と を論 じた ．特に ，

惑星 科学 の 各分野 で 中核 とな る セ ン タ
ー

の 確立 ，

研究者，施設 ，デ
ー

タベ ース の ネ ッ トワ ーク化 と

頻繁な コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ，相補的 な相互協力の

必要性を説い た．

5． ア メ リカの 探査 シス テム

　こ れ まで の 月惑星探査に おい て 中心的な役割 を

果た して きた ア メ リ カ の 探査計画 の 実行に至る過

程 とデ
ータ の公開方法 ， 次世代 の研究者の 育成，

実験的研究や搭載機器開発に携 わ る研究者の 評価

に つ い て ，並 木 （九大）が紹 介 した．研究者の 科

学的な要求をNASA は どの よ うに 汲み 上げる の か，

探査計画の 中心的役割を担 う研究者（PI）は どの よう

に して 選ば れ る の か
，

お よ び デ
ー

タ公 開の 原則に

つ い て 紹介 した．基本的に は 日本 の シ ス テ ム と類

似 して い るが，個 々 の PI が NASA と契約を結び

研究費の 配分を受けて い る こ と， 従 っ て各 PI に

応分の責任負担がある こ とに大 きな差がある ． ま

た携わ る研 究者の層の厚 さ，理学系研究者へ の技術

的サ ポ
ー

トや や広報等まで 含め た 支援 ス タ ッ フ の

数な ど，彼我に大 きな差がある．次世代研究者 と

な る 院生 の教育で は，NASA 　Graduate　Fellowship

ProgramやLPI　Summer 　Intern　Programがあ る こ とが

紹介 された．しか し日本 と同様に ，多くの 院生 は

大学にお い て忙 しい 合間 を縫 っ て PI の指導を受け

て い る に 過 ぎな い ，また搭載機開発 に携わ る研究

者 の 評価で は ，ア メ リ カ で も同様の 問題 が ある．

15

しか し実際 に は NASA が搭載機器開発 の 研究費サ

ポー トを行な う点で 両国間で問題が質的に異なっ

て い る こ とが述 べ られた．

　海老原はご自身が参加 して い るDiscoveryミ ッ シ

ョ ン に つ い て ，計画 の 各段階における予算や プ ロ

ポーザ ル の審査の方法に つ い て紹介 した．分析装

置 として ご 自身が 関わ っ て い る 中性子放射化分析

（NAA ）の 国内に おける 開発に つ い て の 問題点を述

べ た．

　香内はD大型 ミ ッ シ ョ ン へ の 関わ り方 ， 2）機器 開

発拠点をどこ に整備すべ きか等の 疑問を投げかけ，

それ を ク リ ア した後に ，早急に次の ミ ッ シ ョ ン案

の議論を議論 を始め るべ きで あるこ と等を提案 し

た．議論に お い て ，1）に つ い て は ，大型 ミ ッ シ ョ ン

の方が小型よ りむしろ楽で ある こと，2）につ い て

は 工 作室の機能の 充実や 人事交流 の 重要性が あら

ためて 指摘 され た ．

6． 討論

　21 日午後の セ ッ シ ョ ン で は 予定 を変更 して ，山

本が将 来計画専 門委員会中間報告 に対する宇宙

研 ・鶴田教授 の コ メ ン トを紹介 した後，それ に つ

い て の 議論が行 われた．氏の コ メ ン トは次の よう

に要約で きる．

　 1）宇宙研（ISAS ）の 科学衛星計画 は研究者 グ ル
ー

プに よ る 自発的な発案に 出発点がある．宇宙研は

共同利用研 と して ， 研究者の総意を代表する形で

計画 を実行する責任 を負 っ て い る．こ こ で 「研 究

者 グル
ー

プ」 とは計画 の 実行に責任 をもつ 研究者

グル ープの こ とで あ り，学会の ような研究者組織

ではな い ．

　 2）中間報告に お い て ，H −IIを用 い た大型 月探査

に関する項で提案 され て い る 3者協議機関 ＝ ISAS

＋ NASDA ＋ 研究者組織代表に つ い て は，実行 を

伴 い 高度に技術的な課題 に つ い て
， 責任を伴わな

い かた ちで の 協議は有益で はない ．学会あるい は
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特定の 研 究者組織が ， 計画 の 実施 に関与する考え

は とっ て い な い ．学会等の 意見は計画に参加 して

い る研究者ある い は評価委員会の メ ン バ ーを通 し

て 反 映され る と考える．

　3）中間報告は技術的な問題 を軽 く扱 っ て い る．探

査機の 製作 ・運用に お い て技術的な裏付けは きわ

め て重要で ある．

　4）「月惑星探査連絡協議会」で ，技術問題を抜

きに
， 探査計画 の調整 や 関係機関 へ の提言 を行 う

こ とに は無理があ る ．

　著者か らの 補足 として，実行 に至る過程 を以下

に記す ：a）研究者 グル ープは
， 字宙研 の 理学 （ま

たは工学）委員会に ワ
ー

キ ン ググル ープの認定を

申請する．理学 （または工学）委員会は宇宙研内

外から半数ずつ の研究者か ら構成され て い る ．理

学 （または工学）委員会の外部委員は各分野 の研

究班員名簿か ら，2年ご とに選挙 （互選）に よっ て

決め られ る ．宇宙科学研究者は宇宙研の 関係教官

に申し出 る こ とに よ っ て，名簿改訂時に班員に加

わ る こ とが で きる ．実際に は，宇宙研の 関係教官

の ボラ ン テ ィ ア 作業に よ っ て か な りの 人が本人の

知らない うちに 入 っ て お り，改選 時に投票用紙が

送られ て きて い る と思われ る ，b）こ こ で 認め られ

る と
， 実施計画作成の ため の活動の必要経費が つ

く。実施計画は，理学 （または 工 学）委員会の 下

に つ くられる評価委員会に かけられる．c）こ こ で

計画が認め られる と
， 総理府に設 置された宇宙開

発委員会に諮られる，d）宇宙開発委で了承が得ら

れ予算化が実現する と
，

ワ ーキ ン ググル
ー

プは解

散 し，
＊ ＊研究班が結成 され，実行に移され る．こ

こ で ＊＊ は 例 えばLUNAR −A ，　PLANET −B等で ある．

研究班の メ ン バ
ー

は，ほぼ ワ
ー

キ ン ググル
ー

プの

メ ン バ
ー

と
一

致 して い る．

　上記 の コ メ ン トに つ い て，種 々 の 意見が出 され

た ：2）につ い て ISAS ＋ NASDA だけ で ，「研究者グ

ル
ー

プ に よ る 自発的な発案」が 保持で きる の か ？ ；
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ISAS の 風通 しを良くする こ とが必 要で ，もの ご と

の 決定機構 を外に 向か っ て ク リ アーにすべ きで あ

る ；ISASは ネガ テ ィ ブな意見 に も耳を傾 けるべ き

で ある ；将来 には研究者 は ISAS，　NASDA の 両方 に

関係 して ゆ く可能性がある ；複数の 選択があ りう

る こ とは，
一

般の研究者に とっ て は望 ま しい ；宇

宙研 の 研究者 に つ い て も，一般 の 大学 の 研究者と

同程度の 自由度を保証すべ きで ある，等 々 ．

　議論 に お い て
， 大学の

一
般研究者 と宇宙研 との

相互理解が まだ まだ不十分で あ り，今後さらに こ

れ を深め て行 く必要がある との 印象をもっ た．特

に ， 惑星科学研究者の 多くが宇宙研の プロ ジ ェ ク

トとの関係をもつ ようになっ てか らの歴史が浅い

ため，従来の 宇宙研の や り方を十分理解 して い な

い 点がある．一方 ， 大型月探査に典型的に見 られ

るように，従来とは異なる状況が生 まれ つ つ ある

こ とか ら，宇宙研の方 も従来の方法の 良い 点 を保

持 しつ つ も，
一方で はそれ に こ だわ らない柔軟な

対応 を模索する積極的努力 ように要望 した い ．
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研），中村昭子 （宇宙研）， 中村栄三 （岡山大固体

地球セ ン ター），並木則行 （九大理），橋元明彦 （北

大理），林祥介 （東大数理〉， 比嘉道也 （北大低温

研）， 前野紀一 （北大低温研），矢野創 （宇宙研），

山本哲生 （北大理），圦 本尚義 （東工大理），渡邊

誠
一

郎 〔名大理）．

　シ ン ポジウ ム の 運営に御協力い ただ い た北 大低

温研お よ び理学研究科の大学院生諸氏に感謝する．
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