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惑星探査 と惑星考古学

岡田　達明 1

　新し く始まる シ リーズ 用 に原稿依頼が来 るか も

しれな い と早川雅彦氏か ら耳打ちされた の は今か

らず い ぶん前の こ と に なるが，エ デ ィ ターの 高木

靖彦氏か ら正式に依頼を受ける にあた り，戸惑っ

た．な ん せ，惑星科学会の創設時か らの 会員で あ

り，毎回の よ うに 発表 して きた．小惑星探査や月

探査の 会合 で お エ ラ 〜い 先生方もず らり並 ぶ 場で

話をす る機会が何度 もあ っ た，惑星科学夏の学校

や フ ロ ン テ ィ ア セ ミナ
ー

で も最近よ く講師をや っ

て い る（L夏C関係が多い ）．とい うわけで ，ル
ーキー

からベ テラ ン に至る まで 「顔を見たこ とがある」 レ

ベ ル で は学会 員中で も トッ プ ク ラ ス に ラ ン キ ン

グ され る恐れ が あ る の だ か ら
， 本シ リーズへ の 寄

稿は他の 人の 方がよい の ではない かと思 っ てい る．

しか し， 「なにとぞ」お願 い されたの で ，こ の機会

に 自己紹介 とジ ャ ン ル と して マ イナ
ーな惑星探査

につ い て 日頃考えて い る こ とを書 くこ とにする．

　どうで もい い こ とで はあるが ， 天然パ ー
マ に野

球帽，耳にペ ン，足に はテ ニ ス シュ
ーズとい うス

タイ ル は こ こ 4 年ぐらい 継続 して い る．研究所内

で サ ン ダル に履き変えない が，これは廊下や階段

を駆ける ために便利だか ら積極的に選択 した の も

だ とい うこ とを知る人は意外 と少ない ，独特なの

は研究内容で ，宇宙研 の特徴を最大限に利用 し，

また可能性を開拓 して きたもの と考えて よい だ ろ

う．最近は小惑星探査 ミュ
ーゼス Cや月探査セ レ

ーネ用の搭載機器と し て蛍光 X 線分光計の 開発や

そ の他の観測の検討，月探査 ル ナ
ーA の地形カ メ

ラ（LIC）や火星探査プ ラ ネ ッ トB の電波表層探査な

どの 観測の検討などを行っ て い る，大昔の こ とを

知る由もない が，搭載機器の 開発な どとい うテ
ー

マ で博士号 まで 取得 して しまっ たの は 近年 で は 大

先輩の 東博美氏 しかい ない はずで ある（東氏の場合，

生 きる時代が早す ぎて既に惑星科学の業界 を去 っ

て しまっ た．私は強運である）．

　惑星探査に参加して味わ う刹那的な喜びの一
つ

は，知入が 口 を揃える よ うに 「お お」と言 うこ と

である．こ れは，学部学生時代に頻繁に遭遇 した

「地球物理 っ て何それ ？」とい う苦い リ ア ク シ ョ ン

と あま りに も対照的で な か な か 感激す る．知人の

惑星探査 に 対 して 持つ イ メ ージと現場の 仕事 とは

大きな隔たりがあるこ とは言 うまで もない が ， 「夢亅

だけは共有 して欲 しい と常 々 思 っ て い る．

　惑星探査が資金的 ・技術的に簡単で ない とい う

性格上 ， 惑星科学が理論先行 型 に な りが ちなの は

当然か も しれ ない ．惑星の形成や進化過程につ い

て様々 なモ デ ル が提唱 され て お り，それ は それで

面 白い し格好 い い か ら大変結 構であ り，大 い に 歓

迎するもの である．直接見るこ との で きない 過去

の 歴 史を遡 る こ とは至難

の 業であ り，入手可能な

情報を最大限に活用 して

い る訳だが，少ない 根拠

に基づ く議論で ある こ と

もまた確かで ある．

　歴史を遡 る とい うこ と

1字宙科学研究所 ・惑星研究系
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で，日本の古代史研究を引き合い に 出 して み よ う．

ほん の 数年前に は，それ まで に発見 された遺跡や

遺物，中国の 古文書 など数多くの情報を基に して ，

日本 の 古代史の ス ト
ー

リ
ー

は描か れ て い た，当時

はそれが最大限度の 理解 で あ っ た は ずだが，時代

は変わ る もの，モ デ ル は変更 されるため にある，90

年代 に 入 っ て 行わ れたわずか数カ所の発掘調査に

よ っ て
， 日本の 古代史の イ メージは文字通 り一新

され た．例えば，吉野 ヶ 里遺跡の発掘調査によっ

て 弥生 時代に対す る理解が
一気 に深 まっ たのは記

憶 に 新しい ．更に 三 内円山遺跡 の 発掘調査 に よっ

て，今度は縄文時代に対す る知識 ・常識が もの の

み ご とに塗 り替えられた．まさ に革命的な進歩で

ある．惑星科学，特 に 固体の惑星科学 は表面 や 内

部 に 地形や 構造 ・化学組成 ・重力場 ・磁場 ・同位

体等として 残された痕跡か ら過去を推定す るとい

う意味で 考古学と似 た と こ ろ が あ る．真実を確か

め
， 新 しい 視点を形成 し，次 なる創造性 に方向を

与 えるため に，惑星探査は大 きな役割を果 たすこ

とが で きる と思う．

　惑星探査 とい うの は考えて も解明 しな い事項を

直接測 りに行 くと い うもの で あるか ら，そ の現場

は当然，泥臭 い もの で ある．時に は文字 どお り汗

まみれ泥 まみ れ になる こ ともある訳で，ロ マ ン チ

ッ ク に は見えな い か もしれない ．で も結構，やっ

てみれば魅せ られる もの だ し，こ れ か ら惑星探査

にはまっ て夢中に なる人が多数現れ る こ とを期待

して い る．時代 も最高潮に達 しつ つ ある こ とだ し．

岡本　創

　筆者は，昨年（1996年）3月に神戸大学大学院自然

科学研究科の向井正教授の元で学位を取得 しまし

た．博士論文の タ イ トル は ，
“
Light　Scaltering　by

Non −Spherical　Particles　in　the　Solar　System
”

（太陽

系に おける非球形粒子の光散乱）で す．こ の タ イ ト

ル からあ る程度想像で きる か と思 い ますが．光 と

個体微粒子の電磁相互作用を研究 の 大きな柱 とし，

従来から行 なわれ て きた
， 粒子 の 形が球形 で あ る

との 仮定が変わる こ とに よ っ て こ れ まで に得 られ

た自然に対する理解が どの ように変化 して い くの

か と い っ た こ とを主 に調べ て きま した ．テ ーマ の

題材は，惑星科学の 問題か ら や ， 地球大気の 問題

か ら選び ま した，具体的に は，前者の 分野の仕事

と し て は
， 例えば彗星 から放出 された塵の赤外波

長10 ミク ロ ン付近で の 熱放射特性を フ ラ ッ フ ィ
ー

な形状 を した塵 の モ デ ル で 解析 しました．後者 の

分野 で は，博士課程 1年の途中か ら 15カ 月 ドイ ツ
，

ハ ン ブ ル グの 近くにあるGKSS 研究所 の ラ シ ュ ケ教

授 ，O 所 に留学 して い た時の仕事 なの で すが ， 最近

注目を浴びつ つ ある ミ リ波の レーダーを使 っ た，上

層の 雲 の リモ ートセ ン シ ン グ の た め の 理論計算を

しました．また研究の 過程 で 問題 となっ て きた
， 波

長 より大きな非球形物質の散乱特性を計算で ぎる

理論の 開発 も努力 して きま した ．

　さて昨年4月か ら は
， 日本学術振興会の 特別研究

員 とい う資格で ，東京大学気候シ ス テ ム 研究セ ン

1東京大学気候 シ ス テ ム 研究セ ン タ
ー
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タ
ー

に移 りま した，こ こ で は，従来 か らの惑星科

学 との つ な が りを保ちつ つ ，地球大気，気候 の 問

題 も扱 っ て い ます．昨年 8月に地球観測衛星 「み

ど り」が無事上 が り，筆者はそれ に搭載され て い

る 8 つ の セ ンサ ーの うちの 1 つ ，ILAS セ ンサ ーの

成層圏エ ア ロ ゾ ル の リ トリ
ーバ ル ア ル ゴ リズ ム を

担当して い ます．タ ーゲ ッ トはオゾ ン ホ
ール の発

生 に深 く関与 し て い る と考え ら れ て い る 極成層 圏

雲（PSCs と呼ば れ る）で す．また大気の 大循環モ デ

ル をもちい て ，
エ ア ロ ゾ ル の 地球の 温暖化に対す

る影響 を調 べ る とい う研究 もして い ます．今後は

地球 ，惑星科学両方 の 分野に またが っ た仕事が続

けられれ ば と思 っ て い ます．

中村 　良介 1

　1996年春に神戸大学自然科学研究科で学位を取得

しました中村で す．D 論執筆 にあまりに根をつ めす

ぎ， 提出 の 翌 日に腰痛で入院するとい うハ プニ ン グ

に み まわれ ましたが，なん とか無事修了する こ とが

で きました．現在は，理学部のすぐ隣にある総合隋

報処理セ ン ター
に勤務 してい ます．

　今年度神戸大学で は，ATM ネッ トワ
ー

クの 導入 ・

計算機シ ス テ ム の大幅な リ プ レー
ス が同時 に行 な わ

れ ました．長年に わた っ て，計算機室の中央に鎮座

して い た メ イ ン フ レームがよ うや く撤去 され ，
い ま

まで大規模な計算は外部に頼らざる を得なか っ たヘ

ビーユ ーザーの方に も胸をは っ て使 っ て い ただける

シス テム が，少な くともハ
ー

ド的に は，整備 された

わけで す．しか し，御存知の ように問題は これを如

何に運用する かで す．元 々 それ ほ どコ ン ピュ
ー

タや

ネ ッ トワ
ー

ク に詳しい わけで もな く，い ままで は泥

縄の対応で なん とか切 り抜けて きましたが ， 本運用

が 始 まる こ れ か らは ， そ うもい かな い で し ょ う

し，，，，，，．今現在は，、優秀な同僚の 先生の おか げで

なん とか無事に稼働 して い ますが，気掛か りなの は，

全て の 学生さんにIDが与 えられる4月からの こ とで

す．い っ た い どんな トラ ブ ル が起こ る やら＿．

　さて 肝心 の 研究で すが ，
D 論の テ

ー
マ は 「原始惑

星系円盤 に おける フ ラ ク タ ル ダス トの成長」とい う

こ とで
， 主に理論計算 ・数値シ ミュ レ

ー
シ ョ ン を行

ない ました．しか し，修了後もコ ン ピュ
ータの 面倒

ばか り見てい るためか，だんだんシ ミュ レ
ー

シ ョ ン

の みには飽きた りなくなっ て きて，最近は実験や観

測に つ い て の勉強をして い ます．まずひとっ は，ダ

ス トの凝集実験を宇宙でやろ．うという計画に参加 し

こ の デ ータの解析をする こ と．もケひ とつ は，ダ ス

トやデ ィス クの 進化に つ い て の 理論的な予測を実証

する た め の観測をする こ とで す，出身研究室に近い

とい う地 の 利 もあっ て 理学部地球惑星科学の学生 さ

ん たちと一緒 に活動する こ とが多い の で すが，現在

は魚眼 レ ン ズをつ けたCCD カ メ ラ に よっ て，黄道光

の定期的な観測をしよ うとい う計画を一緒に すすめ

てい ます．ゆ くゆ くは，「すばる」で小惑星や彗星や

他 の 惑星系 の 観測 をす る ぞ ！！，と野 望（妄想 ？）をふ

くらませ て い ます．

　 と まあ，近況 は こ ん な感 じで す．今後 ともどうぞ

よろ しくお願い 致します．

1神戸 大学総 合 情報 処 理 セ ン タ
ー
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