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MUSES −C計画の科学目標

藤原　顯

1．はじめに

　MUSES −C は工学試験探査機で は あるが ， 地球

以外の 天体か らの サ ン プ ル リタ
ー

ン を行 うとい う

こ とで ，ア ポ ロ 計画以来の画期的 な ミ ッ シ ョ ン で

あ り，その 科学的意義は きわ め て大 きく，内外か

ら大 きな関心が寄せ られ て い る．無事に サ ン プル

が持ち還 られれ ば 日本 の 惑星科学研究者の み な ら

ず，世界中の研究者に と っ て大 きなイ ン パ ク トを

あた える こ と は 間違 い な い ．

　 しか し，わが 国の研究者に とっ て は
， そ もそ も

惑星探査の経験がほ とんどな い 状況 か らい きな り

こ の よ うな大 ミッ シ ョ ン を行 うわけで ，それ だけ

にきわめ て 大きな飛躍が要求 され，工 学につ い て

は川口氏に よ っ て述べ られ たが，理学に つ い て も

数 々 の 困難な技術的課題を解決 しなければな らな

い ，また従来の わが国の ミ ッ シ ョ ン とは違 っ て こ

の計画で はサ ン プ ル の分析が十分に行 われ て 科学

的に完結する．したが っ て わが国 に お け る サ ン プ

ル の 分析体制 を最高レ ベ ル の もの へ と レベ ル ァ ッ

プして い く必 要が ある ．い わ ば こ の ミ ッ シ ョ ン は

日本の惑星科学の 実験的研究 の レ ベ ル を
一

気 に世

界の ト ッ プ レ ベ ル に ひきあげ る こ とを要求されて

い る計画で ある とい える．それ だけ に多くの研究

者の総力を結集 して取 り組 まなければ成功は難 し

い ．

　以下で はわれわれ惑星科学研究者がこ の 計画に

どの よ うに取組み つ つ あるか を中心 に述べ て
， 今

後多くの研究者が積極的に こ の計画に参加 してい

くための 一助 となる こ とを期待 して い る．内容の

詳細まで こ こ で 触れ られない が ， それ らに関 して

はすで に 出され て い る rMUSES−C 計画概要S　 ［1亅

を参照 して い ただ きたい ．また多 くの 部分をこ の

冊子に よ っ て い る こ とを付け加えて お く．

2．この ミッ シ ョ ンの め ざすもの

　小惑星の探査 の 目的はな ん とい っ て も大 きな惑

星 の 探査で は得 られ ない 始原的物質の 研 究であ る．

こ れまで に太陽系の初期の 進化，とくに物質的進

化 を探 るため に 隕石が も っ ぱ ら使われ て きた．隕

石の データ は太陽系進化につ い て の描像を作り上

げるの に基本的に重要な境界条件を提供 して きた．

とこ ろ が隕石は，実は多くの もの が小惑星 か ら供

給 され て い る こ とがわか っ て い る た め
， 始源的物

質の 研究に小惑星の研究が彗星 の 研究 とともに欠

か せ な い もの と な っ て い る．

　小惑星の研究の 中で
， 今 日もっ とも重 要な観測

分野 の 一つ は 表面 反射ス ペ ク トル 観測で ある．分

光学的観測 は 1980年代 よ り盛ん に なり，今で は

tOOOを超す小惑星の ス ペ ク トル が調べ られ，それ

らの ス ペ ク トル の 分類が進んで い る．そして ス ペ

ク トル で表現 される小惑星の 表面物質が何か
，

ま

たそれ らが どの ような タ イプ の 隕石 に 対応す る も

の か とい っ た議論が さか ん に な され て い る．しか

し，隕 石か ら得られ る小惑星の知識 と望遠鏡 に よ
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る 地上観測か ら得 られる小惑星 の 知 識 の 間 に は依

然と して 大 きなギ ャ ッ プが ある ．探査機に よ る小

惑星探査，と くに サ ン プ ル リ ターン に よ っ て 小惑

星物質を隕石 と同様な手法で 分析する こ とに よっ

て得 られるデ
ータ は，過去に 蓄積 され て い る隕石

の大量の デ
ー

タ と比較，検討する こ とが で きる．一

方で サ ン プ ル の デ ータや 小惑星 の 表面 状態の デ
ー

タ は従来か らの 天文的手法に よる地上観測 デ
ータ

と比較するこ とがで きる．すなわち隕石 の知識と

天文的知識の 問に大 きな リ ン ク が で きる こ とに な

る．小惑星サ ン プ ル リ ター
ン の 科学 的意義は まさ

に こ の 点にある．今回探査する 天体はた っ た
一

つ

で あっ て もス ペ ク トル型 と物質知識の間に つ なが

りが で きる こ と は大 きな進歩で あ り，単に小惑星

とい うもの を理 解す る た め に 重要なベ ース となる

だけ で な く，従来 の 隕石 の 研 究に頼 っ た太陽系の

進化の シ ナ リオをあらため て 見直す契機 となるで

あろ う．

　 もちろ ん 1 つ の小惑星を探査するだけで 十分 と

は い えな い ．今 後各 ス ペ ク トル タ イプの 中か ら代

表的な小惑星 を選 ん で 探査や サ ン プル リ ター
ン が

今後進め られ る こ とが望 ま しい ．代表的な ス ペ ク

トル の 種類 は そ ん な に多 くは ない ．こ の 探査 が 今

回限 りの単発的な研究として終わるの で は な く，今

後も長期的な展望をもっ て小天体の探査 に よ る研

究 を推進 して い くこ とが必要で ある．今回の探査

はその シリ
ーズの第一歩として位置付ける べ きで

あろ う．

3．小惑星ネレウス

　今回探査する小惑星は残念なが ら科学的な観点

か ら選択 され もの で はな く，宇宙研 の M −V 型 ロ ケ

ッ トで 工学的に ア クセ ス しやすい もの
，

か つ サ ン

プ ル リタ
ー

ン が可能な もの とい う観点か ら選 ばれ

たもの で ある．しか しなが らこ れまで NASA が探

且13

査 し た小惑星 とは ス ペ ク トル タ イプ も異なり，そ

の サ ン プ ル が地 球 に 持 ち還 ら れ る と い うこ と を考

えれば
， 十分 に探査の価値がある天体で ある．

　さて探査対象とな っ てい るネレウ ス （4660Ne τeus）

は近地球型小惑星 の一
つ で ，1982年に Helinに よ っ

て 発見 され，1990年に軌道が確定 した．軌道長半

径 1．4895032AU ，離心率O．3603283 ，軌道傾斜 角

L42520
°

，
公 転周期 L82 年で あ る．近 日点 は

0．953AU と地球軌道 の す ぐ内側にあ り，遠日点は

2．026AU と火星軌道よ り外にある（本号川口氏の 稿

の 図参照），

　軌道以外の デ
ー

タは乏 しく，ハ ワ イ大学の Tholen

によ っ て観測 された 6色の ス ペ ク トル デ
ー

タが発表

されて い るの み で ある
t
一図 1に 示す ように 全体 に 平

坦なス ペ ク トル を持ち，い わゆ る ス ペ ク トル タ イ

プの分類で は E，M ，　P，　C タ イプの 可能性が ある．今

の と こ ろ ア ル ベ ドが わ か らない こ と，短波長で の

ス ペ ク トル形状が不明瞭で ある こ と，近赤外領域

の ス ペ ク トル デ
ー

タが ない こ とな どのため，こ れ

ら の うちの どの ス ペ ク トル タ イプで ある か の 決め

手を欠 い て い る．大きさは，ス ペ ク トル が こ れ ら

の 内の どの タ イプで あるか に よ るが，約 1km 前後

で あ ろ う．自転周期 ， 自転軸の 方向 もわ か っ て い

な い ．

　 興味ある こ ととして ネレ ウ ス の軌道に近 い 軌道

をもつ 流 星が い くつ か発見 された との 報告がある．

　　　　　　． ，1
垂 ・

°

0 ．2　　　　0 ．4　　　　　0 ．6　　　　 0．8　　　　　1．0　　　　 1．2

　　　　　　　　波長，μm

図1，波長 O．57pm で 規格化 され た Nere 凵s の ス ペ ク トル ．縦

軸の 目盛 は 0．2 等級間隔 （【21を改変）．
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一般 には 流星 を伴 っ て い る もの は
，

か つ て彗星 で

あっ た もの が不活発 に な っ て しまっ た と考えられ

が ちで ある が，小惑星で あっ て も表面 に隕石 など

が衝突 して出 た破片を伴っ て い る もの もあ る．こ

の ため ， 流 星が あるか らとい っ て
一

概 に は彗星起

源 とは い えない ．ただ上に述べ たス ペ ク トル タ イ

プも含めて考えれば，か つ て彗星で あっ た可能性

も残 され て い る ．

4 ． 搭載科学機器

　今回の 探査で は サ ン プ ル リ ターン とい う言葉で

代表される よ うに小惑星からサ ン プル を採取し， 小

惑星の 物質に 関する情報を得る こ とを中心的テ ー

マ とする．またサ ン プル か ら得られるであろ う物

質デ ータ を より深 く理解するた め に必要とな る小

惑星の物理 的情報をで きるだけ多く得る こ とが試

み られ る．サ ン プ ル採取は小惑星 上 の異 なる三点

で行 われ る．探査機に搭載 されるサ ン プラ
ー
（試料

採取装置）以外の 科学機器は サ ン プ リ ン グ場所の選

定 ， サ ン プ リ ン グ場所 の 記載 ， お よび三 箇所か ら

の サ ン プ リ ン グで は得 られ ない 広 い 地域 に わたる

物質情報の 取得に役立て られ る．こ の ような科学

的基本路線 とい ろ い ろ な現実的制約に したが っ て

搭載機器が選定された．

　搭載され る科学用機器 と して最初か ら予定 され

て い た もの はサ ン プラ
ー，カ メ ラ ， およびライダ

ーで ある．こ の うちカ メ ラ とライ ダーは もともと

探査機が ネ レウ ス へ 向けて航行，接近す るため に

必須 な工 学機器で あるが，科学の 目的の ため に も

重要な機器で あり，カ メ ラ に は科学 目的 の ため に

多色 フ ィ ル ターを付け て 用 い られ る．カ メ ラ に よ

っ て表面 の 地形情報 ， 小惑星 の 形状，自転，衛星

の有無，な ど に関する情報が得 られ る ．ラ イダー

で は表面 の 高度や表面状態に関する情 報を得るほ

か，ネ レ ウ ス へ の 降下，または ネ レ ウ ス か らの 上

日本惑星科学会誌Vo1．6　No ．2，1997

昇時に重力計測をす る の に用 い られる．こ れに よ

っ て小惑星の 質量が ， また形状 デ ータ と併せ て小

惑星 の密度が得 られ る．

　カ メ ラ，ラ イダ
ー

以外の科学観測用機器 として

当初多くの提案が な されたが，結局，上 に述べ た

観点から近赤外線分光器，蛍光X 線検出器が選択

された．前者は波長域約 1〜2μm で 分光 し，可視で

得 ら れ る ス ペ ク トル とと もに鉱物組成の 推定に利

用 され る．後者は CCD 検出器を用い て表面か らの

蛍光X 線を 0．7・・tOkeVth で測定 し，　Mg
，
　Al

，
　S孟他の

主要元 素の 分布を調べ る．こ れ らの 観測機器か ら

の デ ータ は総合 して サ ン プ リ ン グ地点決定の た め

の 材料となる．各機器の重量はサ ン プラ
ー5kg，そ

れ以外は カ メ ラの 本体以外の サ イエ ン ス 目的の た

め の フ ィ ル タ
ー

と，ラ イダ
ー

の サ イエ ン ス 利用オ

プ シ ョ ン部分 ， 赤外分光器 ， 蛍光X 線スペ ク トロ メ

ー
タ
ー

を合わせて約6kgである．

　こ れ らの探査機からの観測機器に加えて ，JPL が

担当する SSV （Small　Science　Vechicle）に可視，近

赤外 カ メ ラ を搭載 した もの を小惑星表面 に投下す

る こ とが予定 され て い る．こ れ は，もと もと探査

機がネレ ウ ス 表面に接近する の に，人工的な目標

物体をネレ ウ ス 表面 に投下す る こ とが予定 され て

い たが，こ の 中に，カ メ ラ（可視，近赤外波長域）を

搭載 したマ イク ロ ロ
ーバ ーを搭載しよ うとする も

の で ある．小惑星 に到達後，ロ
ー

バ
ー

は表面上 を

移動 して表面の マ イクロ ス ケ
ール で の観察を行う．

マ イ ク ロ ロ
ーバ ーは サ ン プ ル 採取 の ため に あけら

れた穴の 中に入 り込んで フ レ ッ シ ュ な（ス ペ ース ウ

エ ザリ ン グ され て い ない ）面の 観察を行 うこ とも検

討 され て い る．機器 は 全体 で 1kg とい う超軽量な

もの が予定 され て い る ，探査機本体に積 まれた機

器に よる小惑星 の 広領域 に わ た る可視，近赤域で

の ス ペ ク トル観測や 地形観測や元 素組成 デ
ータ

，

実際に地球 に持 っ て還られ るサ ン プ ル か ら得 られ

る データ，そして SSVか ら得られ る ミ ク ロ ス ケ
ール

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society for Planetary Sciences

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Planetary 　Soienoes

特集
・MUSES −C 計画の 科学 目標／藤原 ll5

で の 表面物質の観測デ
ー

タ，重力計測に よる密度

の デ
ー

タ，さらに は地球か らの望遠鏡に よ る表面

ス ペ ク トル観測 データ を相互 に 比較 ，検討する こ

とに よ っ て 表面物質の 空間的 に異なっ た ス ケ
ー

ル

で の物質同定と物質分布が得られ，こ の ような分

布を生 む に 至 っ た 小惑星 の 物質的進化 の シ ナ リオ

が現実味をもっ て考えられるように なるだ ろ う．サ

ンプラ
ーを除 くこ れらの 各機器 につ い て は本号で

それぞれ詳しく述べ られて い るの で そちらにゆず

り，次節で はサ ン プ ラーに つ い て や や詳 しく紹介

して お こ う．

5．サ ンプラー（試料採取装置）

　採取は，小惑星表面 に接地 の瞬間に小弾丸を発

射 し，小惑星表面 か ら跳ね上 がる破片を捕集する

とい う方式で行われる （図2）．射出装置（プ ロ ジ ェ ク

ター
）は 5g の 物体を約300m！s で打ち出す能力を持

つ もの で，全長 10cm 以下，重量 100g程度の 小

型，軽量の もの が 開発され て い る．破片の 捕集 の

方法はい ろ い ろ な方式が考えられたが結局 ，破片

の上から筒状の もの （ホ
ーン）で覆い 捕獲する．筒の

広い 方の 開口部を小惑星表面 に向け，こ の 口 か ら

入 っ た破片 は ホ
ー

ン の 内部 を上昇 し，ホ ー
ン の 細

い 方の 口 へ と向か う．こ の 口 の先に は小 さなサ ン

プ ル キ ャ ッ チ ャ
ー

があ りサ ン プル は こ の 中に 入 る．

サ ン プル キ ャ ッ チ ャ
ーは リエ ン トリーカ プ セ ル 内

　サ ン プ ラ
ーは こ の ミ ッ シ ョ ン に お い て 中心的な

科学 機器 で あ る．まず小惑星表面か らの 試料採取

方法を考え る にあた っ て 重要な こ とは
， 小惑星表

面の物質や存在状態 として どの ような もの が期待

され る か である．しか し，現在の 段階で は物質種，

レ ゴ リ ス の 有無 ，物質強度などに関 して 不明の 部

分が多い ．前述の ように ネレ ウ ス の表面 ス ペ ク ト

ル の 観測か らは物質種が特定で きるほ ど に 至 っ て

い ない 、また こ の 天体表面か らの 脱出速度は約 6

0cm ／s程度 で あ り，こ の ような低脱出速度の もと

で レ ゴ リス が十分な厚さで存在で きる とは考えに

くい が，まっ た くない とも言い 切れない だろう．

また部分的に は表面 に岩盤が露出 して い る可能性

もある ，しか し，岩盤も度重なる外部か らの 衝撃

に よ っ て ，内部に多くの ク ラ ッ クを持 っ た もの で

ある可能性 もある，こ の よ うな こ とを考えると現

在で はい ろ い ろ な可能性を考えて対応せ ざる をえ

な い ．一
方で は探査機 の 重量 な どの 制約 か ら きわ

め て軽量かつ 単純なもの に す る必要が ある ．こ の

よ うな状況 の 中で ，各大学の 理学系 ，
工 学系 の 研

究者が
一
緒に な っ て サ ン プ ラー

の 開発を進め て い

る ．

一
±

　　　
REENT

　　　
　　　

　

E

コ

　

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society for Planetary Sciences

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Planetary 　Soienoes

ll6

に 引 き込 まれ，しっ か りとシ ール された上収納 さ

れる．地球へ の帰還時 に は リエ ン トリ
ーカ プセ ル

は探査機本体か ら分離 され て大気中に投 入 され地

上 に 回収される．採取が予想 され る試料は 1g か ら

5g 程度 と考えて い る．ホ
ー

ン 式サ ン プラー
の 利点

は
， （1）広い 開口 部を小惑星表面に向け る こ とが で

き，小惑星 の 広 い 範囲 か ら 出 た破片を逃 さず ホ ー

ン 内に捕捉す る こ とが で きる．（2）そ れ に もか か わ

らず最終的には破片をホ
ー ン の 細い 方の 開口 部に

導き，きわめて容積の 小 さい キ ャ ッ チ ャ
ー

に収納

する こ とが で きる．（3）ホーン の 少 々 の 変形な どは

サ ン プリ ン グに決定的な打撃にはならない し，ホ

ー
ン が小惑星表面に （平行，垂直）相対速度を持っ て

接触して も，また小惑星表面の凹凸に対 して も比

較的簡単 な方法で （例えば ホ
ー

ン の 下 部を多少 フ レ

キ シ ブ ル にす るなど して ）適応で きる形に で きる な

ど，い わば フ ァ ジ ィな シ ス テ ム で ある こ と，で あ

る．

　 こ の ア イデ ア を試 すため に，ホ
ー

ン を横置 きに

して ， 広 い 側の 開口 に小惑星表面に見立 て た岩石

ターゲ ッ トを置 き，弾 丸を水平方向か ら打ち込ん

で テ ス トを行 っ た結果では，破片の総量の約 40％

以上が キ ャ ッ チ ャ
ー部に 入る こ とがわか っ た．こ

れは地球の IG の重力下で行 っ た もの で ある が，ネ

レ ウ ス の ように ほ とんど無重力に近い 状態 （10
・4G

の オ
ーダ ー

）で は さらに収率が増すこ とが期待 され

る．ホ ーンは薄 くて軽量で なくて はな らない が，跳

ね返 っ た弾丸が ホ
ー

ン を突 き破 っ て探査機本体に

損傷を与えない だけ の 強度が要求 され る ．

　 さて採取する試料が汚染を受けな い よ うに細心

の注意を払う必要がある，汚 染を受ける機会 は
， 打

ち上 げ前の 地上物質 の 付着 と混 入，サ ン プ ラ ー構

成材料か らの混入，サ ン プリ ン グ時に発射装置か

らの 火薬ガス の 混入，小惑星近傍で の エ ン ジ ン ス

ラ ス ターの ガ ス
，

リエ ン トリーカプセ ル の地球大

気へ の突 入以降 に地球物質の 混入，などの 可能性

日本惑星科学会誌 Vo1．6　No．2，1997

があ り，それぞれ に つ い て検討を進 め て い る．こ

れに関 して 少し例を述べ て お く．

　弾 丸発 射は 火薬 を用 い る の で 火薬燃焼 ガス が銃

口 か ら漏れ出 て試料 を汚 染す る こ とがない よ うに，

工夫が な され て い る．す なわち，サボ（銃 身の 口径

と同径 の 円柱飛 しょ う体）は銃口 で停止 し，サ ボ に

乗せ て あ っ た弾 丸の み が射出され る方式（サボ方式）

と
，

サ ボがあ らか じめ銃 口 に 置かれ て あ っ た弾丸

をは じき出 し，
サ ボ 自身は銃口で 停止す る方式（打

ち出 し方式）が検討 され て い る．い ず れ の場合 もサ

ボ は外 には 出ない ため
， 火薬 ガス は銃身内に閉 じ

込め られ たままとなる．現実にはサボ と銃身の 内

壁の 問から少量の ガ ス が リークする の で ，こ の量

と元素組成が どの ようなもの か を調べ て い る．

　地球 の 大気突入以 降は地球大気な どに よる汚染

が ない ように サ ン プル ケ
ー

ス の 厳重なシール が必

要で ある．現在シ
ー

ル 方法と して はバ イ トン0 一リ

ン グ に よる シー
ル が検討され て い る．

　また リエ ン トリーカプセ ル が大気 に突入 して 以

降は大 気との 摩擦に よ り温度が上昇 し，温度の ピ

ーク は地球着陸後にあると考えられ る．い まの と

こ ろ最高温度はセ ッ氏 100度 くらい に抑えた い と考

えて い る．

6 ， 地上観測計画

　探査対象 となっ て る小惑星 ネレウス は こ れ まで

に軌道デ ータ以外の地上 観測デ
ー

タが少な く，今

後表面 反射ス ペ ク トル ，ア ル ベ ド，自転に関する

デ ータ を とる こ とが必要 で ある ．天体の大 きさや

自転に 関す る デ ータ は科学の 立場 か らだけ で な く，

探査機が 安全 に探査 を遂行す る上 で も重要 で あ る．

ネレウ ス の地上観測の好機は 2年毎にや っ て くる．

表 1に観測好期と観測条件を示 して あ る．こ れ か ら

わかるように 200重年には明る さが 16等程度に なる

が ，それ以外は い ずれ も20等ぐらい と大変暗い ．
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しか し観測結果 を探査機 や観測機器 の 設計に 反映

で きる観測チ ャ ン ス としては今年の観測が最後と

な る ．そ の 意味で今年の 夏 の 観測は大 変重要で あ

り、い くつ か の 観測 の 計 画が立 て られ て い る．現

在，観測予定が確定 して い る の は，わ れ わ れ 日本

の グ ル
ー

プが ESO の 2．2m の 望遠鏡 に よ る 自転周期

の 観測 を，MIT の B 玉nzel が Keck 　lOm 望遠鏡 を使 っ

て分光観測を，またTholen，　DiMartinoらが Hawaii，

Argentineなどの有力な望遠鏡を用い て の観測を予

定あるい は応募 して い る，2001年 に は観測条件が

良くなる が，こ の時点で の観測の 結果は機器の設

計 に は も は や役立たな い ．しか し探査機 お よび搭

載科学機器の運用に は い ろい ろ と役立てる ことが

で きるだろう，また小惑星 に到着 して得 られ る デ

ー
タと比較，検討で きるデ

ータ をとるとい う意味

で科学的に 重要なデ
ー

タ とな る こ とはもち ろ ん で

ある，こ の ときに は レーダーに よる観測に よっ て

形状 に 関する情報 も得られる可能性がある ．

7．タイムスケジュ
ー ル

計画は 1996年度よ り正式に発足 しプ ロ トモ デ ル

製作期間 （FM ）3年，フ ライ トモ デ ル製作期間 （PM ）

2年よりなり，2002年 1月に打ち上げられる予定と

な っ て い る，1997年度は PM の 2年目 に あ た る．プ

ロ ジ ェ ク ト全体の 進捗状況は隔月 に行われる設計

会議 で 報告 され，互 い の 間 の 情報交換が な さ れ る

が，こ の 会議 の もと に各パ
ー

トの サ ブ シ ス テ ム 会

議があ り，実質的 な議論は こ の 場 で な され る．サ

イエ ン ス に 関する もの としてはサイエ ン ス サブ シ

ス テ ム 会議，サ ン プ ラーサ ブ シ ス テ ム 会議が 主要

な もの で あるが，必要に 応 じて ，リエ ン トリ
ーカ

プセ ル，航法，デ ータ処理 などの サ ブ シ ス テ ム 会

議 に 関与 して い る．こ の うち理学研究者 にと っ て

最 も重要なもの はサ イエ ン ス サブシ ス テ ム会議で

あり，各観測機器 の進行状況，地上観測 ，サ ン プ

ル の 分析等に関する科学に関するすべ て の 情報や

意見の交換，意見の とりまとめ をお こ なっ て い る，

今後 も関心ある研究者の積極的な参加が望まれて

い る ．特に ミ ッ シ ョ ン 遂行 ，サ ン プ ル の 帰還，サ

ン プ ル の 分析準備 と遂行 まで 入れる と計画 はきわ

め て 長期に わ た るの で
， 若い 研究者が参加 して

， 将

来に繋げて い くこ とが必要であ る．

表 1．Nereusの 観測 好機

観測時期 条件 明る さ 地心距離　　 日心距離

（天文単位）　 （天文単位）

視赤緯

1995初 夏

1997夏

1999夏

2000春

2001秋

2001冬

　衝

　衝

　衝

近 日点

　衝

近日点

〜20

〜20

〜20

〜20

’− 16

〜
【6

、1

〜1

〜09

〜1

〜0．2

〜O．1

〜2

− 2

〜1．3

〜1

〜L2

〜1

一25q

−20
°

−10
°

＋20
°

＋ 15
°

＋ 10
°
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8．おわりに 一 サ ンプル処理体制

　 こ の ミ ッ シ ョ ン で 持 っ て 還 っ て 来 られ る小惑星

の サ ン プ ル の 処理 の 体制 と施設 の 確立 が
， 惑星科

学者に と っ て 重要な問題 で ある．国内の 分析研究

者 は大学や研究所な ど に広 く分布 して い る が ， 十

分に分析で きる能力と設備を備えた とこ ろ は，ま

だそれ ほ ど多 くない ようにみ うけられ る．しか し，

将来有力な分析の拠点とな りそ うな研究室 もい く

つ かあるの も事実で で ある．今後十分分析がで き

るように技術を向上 させ，人材 を育成 し，い ろ い

ろ の分野に分散 して い る研究者を組織 し，体制を

整えて い く必要がある．地球に帰還 したサ ン プ ル

を受け入れ，保管，記載 ， 分配，基本分析を行 う

い わ ゆ る一次処理施設 と，そ れ に必要な技術の 開

発 と人材の 確保は是非とも必要な もの であり，今

後緊急に取 り組まなければならない 重要 な課題 で

ある．こ れ らに つ い ては こ れ まで数回，分析研究

者を含む有志で勉強会を もっ たが
， さらに本格的

に サ ン プ ル分析研究者自らが中心 となっ て青写真

を作 っ て い かね ば ならない だ ろ う．

　サ ン プ ル 処理，分析に 関 して は ，こ の ミ ッ シ ョ

ン だけで は な く，月 や 火星からの サ ン プル の 話 も

出 つ つ あ り，今後の い ろ い ろ な惑星探査に お い て

重要なもの とな っ て くる の は間違 い ない ．広 い 分

野 の 研究者が参加 して ，長期的な見通 しの 中 で 日

本の 宇宙サ ン プル 分 析体制をどうするか を真剣 に

議論 して い く時期に きて い る．とくに，人材育成

はもっ とも重要で ある と考えられるが，
一

朝
一

夕

で で きる もの で は ない ，こ の こ とを考える と，緊

急に そ れ の 可能な諸環境を整え て い か なけれ ばな

らない ，現在，惑星科学会で 「宇宙惑星物質分析

セ ン ター
」の構想が練 られて い るが ， さらに

一層

議論を深めぜひとも実現 したい もの で ある．
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