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「の ぞみ」火星へ の旅を始める

佐々 木晶1

1．打ち上げ

　7月 3 日早朝 3時 ．カ ウ ン トダ ウ ン が 始 ま る ．

PLANET −B を載せたM −V3 号機は3km先 の ミ ュ
ー台

地 の 発射 台で ， 海の 方に少しだけ傾けられ て打ち

上げ を待 っ て い る ，

　 1分前 ， 59，58，だ ん だ ん とまわ りは静か にな

る．

　 15 ， 14．双眼鏡 で の ぞ くと
， 右側 に ガ ス が 噴 出

され て い るの が見 える．もう後戻 りはで きな い ．5，

4，3，2，1．突然，視野が オ レ ン ジ色 の 光 で 占領

され る ．打ち上げだ （図 D．左手の カ メ ラ の シ ャ

ッ タ
ー

を切 る．双眼鏡を離 し て 眺 める と，KSC 付

近は閃光の た め明る い ．轟音が 聞こ えて きた．ロ

図 1 「の ぞみ」 を載せ たM −V3 号槻 の 打 ち上 げ

ケ ッ トは ぐん ぐん加速 して 上昇 して い く．ダ ダ ダ

ダ ダ とい う不 連続 な音が 響 く．噴煙 は 茶色 の 筋 と

なっ て ， うね うね して い る ．そ の 先端 の オ レ ン ジ

色 の 光はどん どん高 くなっ て い く．50， 51．75秒

後の 第1段切 り離 しを待つ ．75秒，ロ ケ ッ トが分離

した の が は っ きりと見え る．もう40km の 高 さの は

ずだ．まだか なり明るい ．光 はだん だ ん と東方へ

遠 くな っ て い く．双眼鏡 で 追 っ て い たが 明か りが

小さ くな り見失 う．と，歓声．220秒．第3段 ロ ケ

ッ トの 点火 で 再 び輝 く．そ こ か らだ ん だ ん 小 さ く

な っ て い く光 を 追 う．もう高 度 は 200km を越 えて

い る と ， 誰かが言 っ て い る．こ ん なに長時間見 え

る とは思 わなか っ た．やが て ，つ い に 闇の 中に ロ

ケ ッ トは見えなくなっ た．

　 カ ウ ン トが 10秒 お きになる．さすが に衛星分離

は確認 で きな い ．1400秒 を過ぎる．ア ナウ ン ス に

よ る と衛星 の 分離 も無事行わ れ た よ うだ．空 を眺

め て 余韻 を味 わ う．そ の 後，サ ン チ ャ ゴ 局 で 衛星

が捕捉 された と い うア ナ ウ ン ス が流 れ る 。打 ち上

げ は 成功だ ，つ い 数時間前 まで 試験 を して い た

我 々 の 観測機器 も，もう宇宙を進ん で い る の だ．

2． PLANET −B

　PLANET −B は ， 火星上層大気 と太陽風の相互作

用 を調 べ る とい う主 目的 の もと ， 日本初の 惑星探

査機 として計画された．実質的 に計画が動 き出 し

た の は 1991−1992年で ある．

1東京大 学大学院理学 系研 究科
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　地球か ら火星 へ 探査機 を飛 ばす場合 の 打 ち上 げ

の 機会 「窓」は，お よ そ 2 年に
一

度で あ る ．当初

PLANET −B は96年 の 「窓」 を利用 して 打ち上 げる

計画 で あ っ た が ，ロ ケ ッ トM −V や 衛星 の 開発状況

の 変 更 の た め ， 98 年 の 打 ち 上 げ と な っ た ．

PLANET −B計 画の 全貌 に つ い て は，遊星 人 の 第1巻

2号に鶴田氏が説明され て い る 川．

　バ イ キ ン グ や マ ース パ ス フ ァ イ ン ダ の 観測 に よ

り火星 の 探査はかな り進ん で い る よ うに思わ れ る

が ， 上層大気 の 組成や構造そ の 時間変化 に 関する

情報は地球や 金星 と比 較する とかな り乏 しい ．磁

場の 弱い 火星では t 太陽か らの プ ラズ マ 流で ある

太陽風は直接に火星 の 上層大気 に吹 き付 ける．こ

れ に よ り， プ ラ ズ マ の 加熱 ， 大 気運動の励起 ， さ

らに は 大気 の 散逸 と い っ た現 象が 発 生 す る はずで

あるが ， 今まで長期 間の 定量的 なデ
ータ は得 られ

て い ない ．PLANET −B の 主要な科学 目的は，火星

の 上層大気お よ び そ の 太陽風 と の 相互作用 を解明

す る こ とに あ る．そ の ため に，様々 な プ ラ ズマ 観

測器 や 大 気組成の 観測器，さ ら に は 火星 周 囲 の ダ

ス ト環境 の 計測器や，地表 を撮 像す る カ メ ラ も搭

載する．

　は じめ の うちは，日本の火星探査 の 計画 は ， ほ

とん どニ ュ
ー

ス として は流れ て い なか っ たと思う．

月に ベ ネ トレーターを打 ち込むLUNAR −A 計画 はマ

ス コ ミ に も何度か取 り上げ られ た．PLANET −B計

画が知 られ る よ うに な っ た の は，火星に あ な た の

名前を，とい う ， キ ャ ン ペ
ー

ン に依 る とこ ろが大

きい ．当初の 予想 を大幅に 越 える ， 26万 人 の 人が

名前を送 っ て きた ．そ の 整理 の た め に宇宙研の事

務機構 の
一

部が滞 っ た くらい で ある．大勢 の 人 々

の 名前は ア ル ミ の プ レ ー ト に 焼 き付 け られ て ，

PLANET −B の バ ラ ン ス 重 りの 部分 に 入 れ られた，

名前と一緒に，PLANET −Bの 中心 的な役 割を果 た

し て 来た 宇宙科学研究所 の 山本達人 さ ん の 遺影も

入れ られた．彼は 打 ち上 げを見る こ となく98年2月

日本惑星科学会誌Vol．7，No．3，1998

に病 の た め帰 らぬ 人とな っ た の で あ る．

3 ． MDC の計画

　PLANET −Bに はダス ト計測器 MDC が搭載され た．

こ れ は ， 私 が PLANET −Bの 機器 と して 1992年に提

案 して 選定さ れ た もの である．PLANET −B は ， 衛

星 フ ォ ボ ス
，

ダ イ モ ス の 軌道を横切 る長楕円軌道

を とっ て 火星 の 周囲 を周回す る た め，衛星 か ら放

出され る ダ ス ト微粒子 を検出可能 で あ る．そ の 後

の 研究 に よ る と，フ ォ ボ ス か らの ダス トは軌道傾

斜角の 小 さい リ ン グ状 に ， ダイモ ス か らの ダス ト

は軌道傾斜角の大きい トーラ ス状に 分布す るこ と

が予想 されて い る．また，ダ ス トの 衛星へ の衝突

が 新た な ダ ス トを放 出す る機構 （自己保持機構）

が有効に働けば，ダ ス トの 存在度は高くな る．こ

れ まで 火星周囲 で はダス ト計測は行わ れ て い ない ．

PLANET −B に ダ ス ト計測器を搭載する こ と に よ り，

未開拓で あっ た火星 で の 衛星起源 の ダス トにつ い

て ， 理論と比較 で きる よ うなデ
ータ を取得する こ

と が 可能に な る ．さ らに ， 惑星 間塵，星間起源塵

な ど の 測定も行い ，以 前の観測 と比較する こ とも

可能 で ある．

　宇宙研で は ， 過去に工 学試験衛星 「ひ て ん」（90

年1月24日
「
打ち上 げ）に ， Igenbergsらに よる ミ ュ ン

ヘ ン 工科大学製の ダス ト計測機 （Munich　Dust

Counter：略称MDC ） を搭 載 した実績があ る，こ れ

は そ もそ も，実験室で の プ ラ ズ マ ガ ン な どで 加速

された高速粒子 の 検出器と して 開発され た もの で

ある．「ひ て ん」の MDC は2年以上に わ た り地球一

月環境で の ダ ス ト粒子の 数 ， 質量 ， 速度 の 計測 を

順調 に遂行 した．「の ぞみ」に搭載さ れ た もの は，

こ の 改良型 で ある．同 じMDC だが今回は Mars　Dust

Counterの 略称で あ る．

　 「の ぞみ」 MDC の 大 きさは 136x127 × 181mm ’で

検出器の 有効開口 部面積 は 124 × llsmm ：で ある．
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重量は 730g で 消費電力は3．78W であ る．検出器 の

内面 に 貼ら れ た金 フ ィ ル ム に衝 突 して 発 生 した プ

ラ ズ マ は ± 220V の 高圧 に よ りイ オ ン と，電子に別

れ て 集 め ら れ る．イ オ ン 電極，電子電極 ，電極 以

外の 設置 して ある内部表面 に 集め ら れ た 電荷 （3チ

ャ ン ネル ）は荷電有感型前置増 幅器 （CPA ） に よ

り電圧 に変換 され る ．それぞれ，イオ ン チ ャ ン ネ

ル ，電子チ ャ ンネル ，ニ ュ
ー トラ ル チ ャ ン ネ ル と

呼ぶ ．こ の 電圧はデ ジ タ ル 変換 され，メ モ リに蓄

積され る．衝突粒子 の 速度 ・質量 と コ レ ク タ に 集

め ら れ る 全 電荷 とパ ル ス の 立上が り時 間 との 間 に

は ， ダ ス ト加速器を用 い たキ ャ リブ レーシ ョ ン 実

験 に よ りイ オ ン ・電子 の 各チ ャ ン ネ ル に 付 い て そ

れぞれ実験 式が求め られて い る．一個 の ダス ト粒

子が衝突する こ とに よ りイオ ン ・電子 の それぞれ

か ら衝 突粒 子 の 速 度
・
質量 に 関す る 情 報 が 得 られ

る．さらには接地 してあるニ ュ
ー トラ ル チ ャ ン ネ

ル の デ
ー

タ か ら，信 号が ノ イズ か衝 突 か に つ い て

判別す る材料 を得る こ とがで きる．

　 「の ぞ み」MDC の 製作は ドイッ 側 で 行 われたが ，

今回は lgenbergs氏 と と もに 私 （佐 々 木）が Co −PI

（共同主席研究者）と して責任を持 つ こ と に な っ た．

設計段 階か ら我 々 の 意見を採 り入 れ て もらうよ う

に し て ，特に サ イエ ン ス の 要求が仕 様 に 生か され

るように した． ドイ ツ 側 で製作 の 中心 として働 い

た の は，MUnzenmayer とい う大学 院生 の ちにボ ス

ドク で ある．日 本側 は ，私 の 他に，東京水産大の

大橋氏 が 主力 メ ン バ ーと して 製作 ・試験 に 従事 し

た．他 に は ， 獨協医科大 の 野 上 氏 ， 神戸大 の 向井

氏，宇宙線研 の 山越氏が共同研究者 とな っ た．山

越氏 は残念なが ら計画 の 遂行 を見 る こ と な く亡 く

な っ た ．また ，向井氏の学生 で あ っ た ， 石元 君は

火星 の ダス トリ ン グ の 研 究 で博士 論文 をと り，日

本側 で の サ イ エ ン ス を高め る とい う点 で 大 きな貢

献 をした ［2】．機器 の オ ペ レーシ ョ ン の ソ フ トウ エ

ア 開発 に は ド イ ツ 側 の Fischerとともに，東大 の 宮
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本君が 大 き く貢献 し て い る ．また ， Iglseder，

Svedhem ，　Naumann とい っ た メ ン バ ー
もMDC の 開発

やキ ャ リプ レ
ーシ ョ ン 試験 を行 うと と もに，度々

日本 を訪れ て ，宇宙研 で の 試 験 に参加 して きた．

こ の よ うに，わずか700g強と い う軽 く小さな機器

に も関 わ らず ， 多くの 人 々 の 協力 で 計画 は 進 め ら

れ て きた の で あ る．

4 ．相模原から

　衛星搭載機器の 開発は，衛星本体 の 開発 と密接

に 連携 を と っ て 進 め られ る ．特 に PLANET −B の 場

含，当初 か ら搭載機 器 の 重 量 制 限 ，消費電力制限

が厳 しく， 過去 の 科学衛星 で は 経 験 しなか っ た よ

うな機器 の 軽量化が求め ら れ た ．情報伝達の ため

の 全体会合 は 数 ヶ 月 ご とに 相模 原市 の 宇宙研 で 開

かれて進捗状況が報告された．搭載機器の 開発は ，

PM （Preliminary　or 　primary　model ，試験 モ デ ル ），

FM （Right　 mode ］，搭載モ デ ル）の 順で行わ れ る．

PM の 段階で は，宇宙研に お い て の電気的な噛み合

わせ の 試験 が重視 され る．各搭載機器が衛星本体

か らの コ マ ン ドに よ っ て 正 常 に 動作 す る か どうか

の 試験は ， 何回 も行わ れた．

　 搭 載機器 の FM を衛星 に 取 り付け た の は 昨年

（1997年）の 11月で ある．衛星が最終的 には宇宙に

行 くに も関わ らず ， 海外機器の 最終的 な搬入 には

税 関の 手続 きが必 要で，機器 によ っ て は膨大な量

の 書類 を揃える 必 要が あっ た．1998年2月か らは ，

最終試験 が 始 まっ た．実際 に 衛星 で 運用 される コ

マ ン ド を使 っ た 試験，衛星全体の 振動試験 ， 熱試

験 ， 実際の 宇宙空間の シ ミ ュ レ
ーシ ョ ン で あ る 熱

真空試験 な どが継続 して 行 わ れ る．私自身も宇宙

研で過ごす時間が 大学で過 ごす時間にか な り近 く

な っ た時期がある．

　 5月1旧 は ，相模原で は最後に なる、機器電源を

入れた性 能試験 で ある．MDC の デ
ータ をと る と、
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い つ に な く衝突 シ グ ナ ル が多 い ．た ま に ノ イ ズが

記録され る こ と は こ れ まで もあ っ たが ，
こ れは異

常で あ る．調 べ て み る と6分半 か ら5分半の 非常に

周期性 の よい シ グ ナ ル が イオ ン チ ャ ン ネル とニ ュ

ートラ ル チ ャ ン ネル に 現れ る．よ く見 られ る ノ イ

ズ とは異 な り， 立ち上が りが は っ きりして い る。

もし宇宙空 間で も同 じシ グ ナ ル が 出る と ， 衝 突 と

して記録 されて しまう．そ の ため ， 急遽，ドイ ツ

に あるFM （Fligh巳model ）の ス ペ ア との 交換も考え

て対策 を練 っ た．MDC の セ ン サ ー
部 をはず して 検

査 して も異常は見 あた らな い ．翌 々 日 に セ ン サ ー

部 を取 り付け て 電源を入れた と こ ろ ，周期性 ノ イ

ズは見られ な くな り， 結局，交換は行わ ない こ と

に し た．そ の 間 の 3日間 ， 深夜まで 宇宙研で の 作業

とな り， 最後に部屋 の 明か りを消 した の は私 で あ

っ た．もちろ ん ，宇宙研や NEC の 関係 者に も遅 く

まで つ きあ っ て い ただ き， 対策に協力 して い ただ

い たため ， 非常に 感謝して い る．

　5月末，PLANET −B は，陸送 で鹿児島県は内之浦

町 の 宇宙空間観測所 に 運ば れ た．そ して ， 最終 チ

ェ ッ ク ， M −V ロ ケ ッ ト との 接合の 後，打 ち 上 げ と

な る．

5 ．内之浦 ， 打ち上げまで

　夏の 日差 しが頭上か ら照りつ け る ， 太平洋に面

し た南の 小 さな町，内之浦．宇宙科学研究所の ロ

ケ ッ トは ， こ の 町 の海岸の崖の 上 か ら 打 ち上 げ ら

れ る．6月か ら7月に か けて，打 ち上げ とそ の 準備

の た め ，私は3回内之浦 を訪れた．

　は じめは，6月7日．鹿児島空港か らバ ス ，タ ク

シ ーを乗 り継 い で 3時間かか り到着．コ ス モ ピ ア内

之浦 とい うピ カ ピ カ の 新 しい 温 泉付 きの 国民宿舎．

すで に到着して仕事をして い る宇宙研の，早川氏 ，

吉川 君ら に い ろ い ろ と 状況 を聞 く．夜 は吉 川君の

案内で町内を散歩．宿を出た と こ ろ に パ チ ン コ 屋 ．

日本惑星科学会 aXVol．7．No ．3．，1998

不気 味 なネ オ サ イ ン が 音 を立 て て い る．あ と は ，

非常に静か な町中．現在国道が崩落止め の 工事で

夜間通行止 め の た め ， 通過する車 もあまりない ．

新しい 町役場 の 建物．そ の 裏に山へ と続 く照明灯 ，

555段 の 階段があ り， 字宙研関係者の 運動不足解消

に 役立 っ て い る とか ．

　翌 日，宇宙研の バ ス で KSC （鹿児 島宇宙空 間観

測所） へ ．途 中 ， 何カ 所 か に 止 まり，他 の 宿に泊

ま っ て い る人 をピ ッ ク ア ッ プする．町外れか ら坂

を ぐん ぐん登 り，上が りきっ た標高 300mに 近 い 峠

が観測所 の 入 り口 で ある ．事務棟で 手続 きをして
，

科学機器担 当者 の 待機場所 で あるPIセ ン ターへ 向

か い
， 坂道を山の 上に登 る．機器チ ェ ッ クの 場所

はPIセ ン タ
ー

の そば の 衛星 コ ン トロ ール セ ン ター．

い ずれ も， 平屋建て で建物 とい うよ りバ ラ ッ クか

兵舎と い う感 じである．まあ ， 立派な物を建て て

も，南国 の 潮風に曝 され るとす ぐにぼ ろ ぼ ろ に な

っ て しまうか もしれな い が ．こ こ か らは ， 発射台

の あ る ミ ュ
ー台地 を眼 下 に 望 む こ と が で きる．そ

の背景 に は 太平洋．ただ し ， 霧がかか る と周囲の

雰囲気は標高2000m の 山岳地帯 の ようだ．

　衛星 コ ン トロ
ール セ ン ターの 中は ， 「あすか」，

「は る か」， 「よ うこ う」， とい っ た 宇宙研 の 天文観

測衛星 の 定常運用も行わ れ て い るの で ， 多くの 人

で ご っ た返 して い る．天文衛星は，伝統的に学生

が 2 週間交代で内之浦に来 て衛星 の 運用を行 っ て

い るそ うである．忍耐力の テ ス トと誰か は言 っ て

い たが．PLANET −B の 運用 は 相模原 だ か ら （忍耐

力が無 くて も？）大丈夫だそ うだ．何 が 大丈夫 な

の か は （過去 に 衛 星 に 携 わ っ た経験の ない ）私に

は わ か ら な い が．

　PLANET −B の 衛星試験は，相模原 と同 じ手順 で

始まる ．PLANET −B は今，ミ ュ
ー

台地 にある．午

後2時にMDC の 試験開始．順調に コ マ ン ドをこ な

して お く．あらか じめ書 き込む フ ォ
ーマ ッ トをつ

くっ て お い て 正解で あ っ た ．2時26分，MDC の テ
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ス ト終了．そ の あ と，他 の 機器 の テ ス トの 間 も

MDC の 高圧 電源は引 き続 き入れ て もらう．5月に

宇宙研 の テ ス トで 確認 された周期 ノ イズ は無か っ

た．ひ とまず安心 した．

　翌 日は，東芝の 渡辺 さん ，極地研 の 田口氏 と ミ

ュ
ー

台地 に PLANET −B を見 に行 く．昔の PLANET −B

は表面が金色 の フ ィ ル ム で 覆わ れ て い たが，最終

的 に 黒色 の フ ィ ル ム に 変 更 された （図2）．熱制御

な どが本当の 理 由だ が，火星 人 に 見つ か ら な い た

め ， とい っ た冗談が交わ され る．そ の 後 ， MIC

（Mars　lmaging　Camcra） の テ ス トに立ち会 う．こ ち

らも無事に撮像が で きる こ とを確認 した．

　テ ス トが
一
段落する と ， 周囲 を散歩す る余裕 も

生 まれ る．ス ウ エ ーデ ン の 山内氏に 連れ られ て ，

観測所 か ら内之浦 まで 裏道 を歩 い て 降 りた．車が

ほ と ん ど通 ら な い の に，立 派な舗装道路 で あ る．

道路 を蟹が 横切 っ て い る，宮崎出身の 山 内さ ん の

話 だ と ， 海 と行 き来 して い る蟹 だそ うで ， 海岸か

ら lkm 以 内の と こ ろ に見 ら れる と か、関東 地方に

比べ る と植物 の 生 え方も濃密 で あ る．1時間かけ て

内之浦の 町 に降 りて，吉川君に教えられた マ ツ ワ

図2 打 ち上 げ前の 「の ぞみ 」
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キ とい うラーメ ン 屋 に は い る ．三 枚肉の チ ャ
ーシ

ュ
ーの の る ， とん こ つ ラ ーメ ン ．は じめ に大根の

漬け物 を出 して くれる．気 に入 っ た の で ， 夜は何

時まで ？ と尋ねた ら ， 昼だけ の 営業だ とか．こ こ

は夜に店が 開 い て い る とい う常 識が通用 しない と

こ ろ なの だ，と納得した．

　現地 で の 「足 」の 必要性 を痛感して ，2回 目の 鹿

児 島行 きは 自分 の 車 で 行 くこ と に し た．四 国 経 由

で 21日に 到着．日本 も広 い と感じた．今回 の 宿は，

KSC の 西側にある岸良の 宿．定置網観光セ ン ター

とい う名前 だが ， 民宿 に近 い ．宿 の 名前にあ るよ

うに，毎晩，新鮮な海産物 の 並ぶ 食事に は とて も

満足 した．東大 の中村氏 ら，MIC −XUV の グル ープ

に こ こ で合流した．

　22 日 の 全体打ち合 わせ で は ，関係者全 員が 勢揃

い ．こ れ まで は ロ ケ ッ ト，衛星 と も作業 は非常 に

順 調 に 進行 し て い る ．打 ち 上 げ まで の 短 い 期 間，

気を引 き締め て 作 業 を行な うよ うに ， と通達が あ

る．KSC の 人数 も前回 よりもかな り増 えた ようだ．

KSC の会議室を取 り囲む壁 の 一ヒ方に は ，こ れ まで

成功 した衛星毎に，参加者の 名前 の 寄せ 書 きが並

ん で い る ．一
番新 しい の は 昨年打 ち上 げ られ た

「は る か 」 で あ る．PLANET −B も無事 こ の 仲間入 り

をする こ とを願 う．果 た して ど ん な名前に なる の

だ ろ うか ．

　翌 日は2回 目の 衛星動作 チ ェ ッ ク．MDC の電源

を入 れ て しば ら くす る と，周期 的な衝 突 シ グ ナ ル

の 増加が再発 した．今度は 12分周期で ある．波形

を確認 した と こ ろ，前回 と同 じ形状で ， イオ ン チ

ャ ンネル とニ ュ
ートラ ル チ ャ ン ネル の みに現れ る．

すで に ， 対策 と し て ， 宇宙空間 で こ の よ うな ノ イ

ズが 出た場合 は
， 電子 チ ャ ン ネル で シ グナ ル の 無

い もの は衝突シ グナ ル としない
， とい う判定をオ

ン ボ
ー

ドで行 うこ とにして い たため，報告す る．

　 ドイ ッ 側 と連絡 をと っ た とこ ろ，セ ン サ ー部の

絶縁不良 の 可 能性 があ る ため最終外観チ ェ ッ ク の
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と きに MDC セ ン サ ー内部絶縁 部に付着 した汚れを

とっ て ほ しい ，との メ
ー

ル が来た．しか し ， 宇宙

研 の 人 々 と話 し合っ た結果は ， すで に衛星 は ロ ケ

ッ トの 再上段 に 取 り付 け られ て い るた め，グ リ ッ

ドを取 る ような作業は無理 で あ るとの こ と．MDC

の 内部 を外か ら確認 した と こ ろ ， 内部に 塵 や グ リ

ッ ドの 破片 は無 い ．しか し，一
部 が 汚 れ て い る た

め ， 電気的絶縁が悪 くな っ て い る 可能性 は全 くは

否定で きな い ．複雑な気持ちで MDC に別れ を告げ

る （図3）．

　PIセ ン ターに戻 り， 出発 の 準備 を して い る と，

早川氏か ら突然の連絡．MDC の グ リ ッ ドの ネジが

1つ 無い との こ と．再び ， 衛星 まで 行 っ て 確認．過

去 の 写真 と も照 ら し合わ せ る．結局，以前の段階

か ら外に出 て い る ようなネジは無 い こ とが わ か っ

た．こ の 日の 午後，衛星は フ ェ ア リ ン グ部に 包 ま

れ て ， 姿を直接見る こ とは で きな くなっ た．

　そ の 日 に は また ，KSC の 技術官 の 人 に 案内 して

もらい ロ ケ ッ トの 射 場を見学 し た ．M ・V 全体 が 収

まる高い 建物 の 上 に登る．衛星 は現在2段 目まで が

組上が っ て い て ，
こ の あ と で衛星 と一体に な っ た

最上段をク レーンで持ち上げて組み付けるそ うだ．

衝撃波 で 方向を制御す る技術な どを紹介 して もら

っ た．ロ ケ ッ ト関係者は ， すでに K号機が成功して

い る こ ともあ り，自信が あ る ようだ．

　3回 目の 内之浦は7月2B ．火星関係の 番組の 収録

図3 「の ぞみ 」に 取 り付 け られ たダ ス ト計測器MDC の外観
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の た め ， 大 阪 に 寄 っ た足 で そ の まま関西空港へ 着

くと，ドイッ 側2 人と合流，鹿児島空港 に は野 田君

に迎えに きて もらう．鹿屋で ドイ ツ 人を降ろ して

我 々 は内之浦へ ．打ち上げ場所 に近 い 宿が取れな

か っ た こ とに は ，か なり不満を言われたが ， なに

せ 侮百人 とい う人が来 て い る の だか ら，打ち上げ

だけ見に来る 人 々 が ， 近 くに 宿泊 で きない の は仕

方な い ．鹿屋 で は 明 日 に来賓を交 えた打ち上 げ前

夜の パ ーテ ィ
ーが 開かれるそ うだ．

　7月3日．い よい よ打ち上げ前 日．予定通 りに 打

ち上が る こ とは 無い ，と さん ざん 聞か され て い た

が ， こ こ まで 順調 ， また鹿児島地 方は梅雨 明け で

夏の 太陽が熱 い ．もう打ち上げを阻むもの はない ．

　夕方，KSC に向か う．衛星 コ ン トロ
ール室で最

後 の機器 チ ェ ッ ク．打ち上げまで IO時間を切 っ て

い る段階 で あ る．こ の ときに，複数 の搭載機器に

異常が ある ときは，打ち上げが延 期 される こ とも

あ る そ うだ．と い うこ と は，個 々 の 機器の 責任 は

重大 な の で あ る ．大橋氏 とMDC の 最終チ ェ ッ ク．

コ マ ン ドを送 っ た の ち ， 他の 機器の 試験 の 間 に ノ

イズ を調べ る ．MDC に 異常 な し．周期 ノ イ ズ は 出

な い ．あ とは打 ち上 げを待つ だけだ．だ ん だ んと

気持 ちが高揚 して くる．12時半 に集合 して ， 打ち

上げを眺める宮原 レーダーサイ トにバ ス で向か う．

6．打ち上げの後　PLANET −B
　　か ら 「のぞみ」へ

　打 ち上げ の 興奮 も睡魔 に は 勝 て な い ．宿に 帰 っ

て 寝 て い たと こ ろ，突然 KSC か らの 使者に 起 こ さ

れ る．7時か ら KSC で打ち上げ成功 の 会が開かれ る

との こ と．夢現 の まま車 で KSC へ ．大会議室 は パ

ーテ ィ
ーの準備の 真 っ 最中で あ る．どん ど ん 人 が

集まっ て くる．地元 の サ ポートス タ ッ フ を含め て
，

ほ とん どの 人が KSC で 眠 らず に朝を迎 えた よ うだ ．

KSC の車の 運転手の方で は2日間寝 て い ない 人もい

た らしい ．

；
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　眩しい 朝 日 の 下 ， 衛星 の 名前が 「の ぞ み 」 とな

っ た こ と が ア ナ ウ ン ス さ れ る．私 の 周囲 で は こ の

名前を予想 して い た 人は い なか っ た．賛 否両論あ

っ た が ，私 自身は 「か せ い 」 とい う陳腐な名前 に

な ら な か っ た こ と に ほ っ と して い た ，こ れ で ，

PLANET −B （通称プ ラ ビー ：最近 は Black　Biscuitsの

略 称ブ ラ ビ と混同 さ れ る の で 不 評 で あ っ た） と い

う長 く使 われ て きた名前 と別れる こ とになる の は，

少 し残念だ．

　打ち上 げ成功 の パ ーテ ィ
ー，多 くの 人が 笑顔，

笑顔 ，共 同 で 大 きな仕事を成 し遂げた とい う満足

感な の だ ろ う．MDC の ドイツ 側 メ ン バ ー
も喜ん で

い る．帰 りの 運転は他 の 人 に に お願 い して
， 焼 酎

の お湯割 りに 手 を出す ．鹿 児島では何 とい っ て も

こ れ だ ．宇宙研や NEC の 人 々 に は こ れか らもよ ろ

し く， と挨拶す る．打 ち 上 げ後 の ロ ケ ッ トか ら電

送され た映像が流される．M −VI 号機 の ビ デ オで

予習 して い た とは い え，ロ ケ ッ トが 分離さ れ る と

こ ろ な どは な か なか の 迫力だ．寄せ書 きに 自分 の

名前を書 き入れ る ．

　 ロ ケ ッ トの 打ち上げ は成功 したが ，衛星 の 機能

は確認され て い ない ．まだ手放 しで は喜 べ な い 段

階で ある．一
度宿で休み ， 午後再 びKSC へ ．い よ

い よ 衛星 に と っ て 重要 な第
一

可視で あ る．こ れ ま

で の 追跡 に よると，衛星 は無 事切 り離された が，

モ
ーター

の 噴射が強 く，遠地点が予定よ り遠 くな

っ た らし い ．1時半，衛星 か らの 信号 が 弱 くも出 て

きた ．海面反射 ら しい ．だ ん だ ん とは っ きり し て

くる ．NEC の 安達氏が ， 成功 の サ イ ン を出す．衛

星 の 可視成功．次に衛星 の ス テータ ス の チ ェ ッ ク．

まず，心配 し て い た太陽電池 パ ドル は問題 な し．

そ の 他 ， 温 度が少 し高 い こ と 以外は 正 常で ある．

皆 の 笑顔 と拍手．プ ラ ズマ サ ウ ン ダーだ け で はな

く衛星 の 電気 系統
・ノ イズ対策に 関 して 重要な働

きを し て きた ，東北大 の 小 野氏 が 目頭 を押 さえ て

い る．
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　大橋 氏 と，KSC の 下 に あ る小さな社に行 く．発

射台か らlkm も離れ て い ない と こ ろ に 入が住 んで

い て ，そ の 部落 の 守 護神 らしい ．道端 の 注意しな

けれ ば通 り過 ぎて しまうくらい 小 さな社 で ある．

そこ に は 関係者が奉納 した
一升瓶が 並んで い る。

どん な に科学 の 時代に なっ て も，神様を味方に付

けなけ れ ば計画 は 成功 し な い の で あ る．

7 ．初めてのデー タ ， そして火星へ

　7月 10日 ， 今日は ダ ス ト計測器 MDC に最初に 電

源 が 入 る 日 で あ る．教室の 大学院の 発表会が 3時過

ぎ に，よ うや く終わ る ．宇宙研 （相模原）に電話

をする と ， そろ そ ろ電源 を入 れ る コ マ ン ドを 送 る

との こ と．結局，湯島駅か らPHS で HV −ON （高電圧

が 入 る こ と）を確 認 して
一安心 する．

　 2時間後に字宙研の 運用室 に到着 して 状況 を聞

く．現在 は ， 太陽光が セ ン サ ー内部に は い る ため

に，太陽光の ノ イズがか な り衝突シ グナ ル として

出 て い る らしい 。紫外線が セ ン サ ーに 当た る と光

電子 が 発生 して ，こ れが電子チ ャ ン ネ ル に シ グナ

ル と して 記録され る ．そ の 後 に解析す ると，デ
ー

タ は ほ とん ど全 て ， 電子チ ャ ン ネ ル の ノ イ ズ で あ

っ た．

　7月 塾2日 ， 再び宇宙研。こ れまで の ノイズ を解析

する と， 太陽方向との 角度120度付近で発生するイ

ン パ ク トカ ウ ン トが あ り，太 陽方 向をセ ン サ ー
が

向 い て い る と き よ りも強 い ．の ぞ み の 模型 を作 っ

た り，以前に撮 っ た写真を見て 照 合する．MDC の

とな りに あ るNMS （中性質量 分析器）の表面 の カ

バ ー
による太陽光の 反射と考え る と， 方向が

一
致

する．しか し ， 反射光 の 方が強 い と い うの は原因

が よ くわか らな い ．紫外線の反射率は弱 い はずで

あ る．

　 朗 報 もあ っ た ．ll日の デ ータ の 中 に ，衝突 シ グ

ナ ル らしい もの も得 られ た．シグナ ル を見た が，
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ノ イズ の 可能性 も否定で きな い ．MUenzenmayer ら

と議論 して い るとだんだん と懐疑 的になる．結局，

13日の デ ータ に ，疑 い なくダ ス トの衝突 に よ る シ

グ ナ ル と見 られるデ
ータ が 得 られ た．こ れ は ，間

違 い な く， 「の ぞみ」が得た初 め て の サ イエ ン ス デ

ータ で ある．（
一

般 には 且8 日 にMIC が撮像 した地

球
一

月の 同時写真が知られ て い る）．そ れ に して も ，

つ い 10日前まで 地上 で 試験 を して い た機器が，今

まさに 宇宙で 働い て い る の は夢 の ようで ある．

　その 後も，MDC は 他 の機器の 試験 や ス ラ ス ター

エ ン ジ ン を吹 くと きを除 き，ダ ス トの 観測 を行い

なが ら，機器の 性能をチ ェ ッ ク し て い る．現在 の

とこ ろ，1−2日 に 1つ 程度の ペ ース で明瞭なダ ス ト

の衝突が あ る よ うだ．こ れ は ，過去 の ダ ス ト計測

の結果とも合っ て い る．

　 「の ぞ み 」が地球か ら火星に離脱する時期 は 12

月 で あ る．PLANET −Bは，7月打 ち上げの 後，2度

月に 接近 して 重力 ス イ ン グバ イによ り速度 をえて，

最終的 に 12月に地球重力を離脱する．そ し て ，約

10ヶ 月 の 遷移軌道を経て ，1999年 10月よ り2年間，

火星周囲 を観測す る計画で あ る ．ダ ス ト計測 器 は

地球
一

火星 間 も観測を続け る計画 で ある．プ ラ ズ

マ 観測機器な ど， 多 くの 機器 は
， 基本的 に は 火星

周回時よ り観測を開始する計画 で あ る．「の ぞ み」

の 成果が ， 21世紀 の 日本 の 惑星科学 の 発展 に 大 き

な役割を果たす こ とを期待 した い ．
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