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　　　　　　　　 〈 学生 が贈 く，日本の 惑里 探責の 過 去
・
現在 ・未来 〉 　第 6回

　　　　　 The　planetary　explorations 　of　Japan．　interviewed　by　students ．

　　　　　　　　　　　　　　 将来 計画 委員 会 ：
’
SK星探 蚕 検討グル

ーブ企画

　　　見ろ よビ ー ナス

ー ベ ー ル を脱 ぐ女神一

　 Planet−C：Unveiling　Secrets　of　Venus

　　　　　　インタ ビュ
ー ワー ：伊藤　有沙 （東北大 Ml ）

　本 企画 も過去 に実施 され た 探査計画，打 ち上げ

られ，現 在進行中の 探 査計画 ， 探査機 の 実機が組

上げ られ打ち上 げ を目前に 控えた 探査計 画 と ， イ

ン タ ビ ュ
ーを進 め て 参 りま した ．今 回か ら は研究

者の 方 々 が計画 を提案 し ， プ ロ ジ ェ ク トと して 認

め られ たばか りの 探査計画 をテ ーマ とし て 予定 し

て い ます．今回 は ，昨年宇宙科学研究所 の 理学委

員会に て 計画が承認 されて 進め られ て い る 金星探

査計画 を取 り上 げ ， プ ロ ジ ェ ク トマ ネ・一’ジ ャ
ーを

勤め る 宇宙科学研究所 の 中村正 人先生に お話 を伺

い ま した．イ ン タ ビ ュ
ー

ワ
ーは東北大の 伊藤 さん

に お願 い い た しました．

図 1 ：中村正 人先 生 と 筆 者

子 が垣間見る こ とが 出来る と思 い ます．本 稿が こ

れ か ら惑星探 査 の 門 に進まれ る すべ て の 方の参考

になれば幸 い です．

　金星探査計画は ，地球 よ りも濃密 な大 気を持 つ

唯
一

の 固体惑星 ・金星 の 大気循環に焦点 を当て て

立案 さ れ た 計 画 で す ．固体 惑 星 とし て 地 球 よ りは

希薄で は ある けれ ども，や は り濃密な大気 を持 つ

火 星 は ，第2 回 の イ ン タ ビ ュ
ーで も取 り上 げた

一
の ぞ み

”
に よ っ て 調 査 が 期 待 さ れ て い ます ．

SELENE ，　 MUSES −C ，　 LUNAR ・A と い っ た岩石 学

的な 固体惑星 を探 る 探 査計画に対 し て ，日 本 で は

“
の ぞみ

”
や金 星探査計画の よ うに ，惑星大気 に 関

して も詳細 な研 究が 行 われ て い ます．こ れ ら探査

機の もた らす情報 は ， 地 球の 大気運 動に 関 して ，

様 々 な知見 を与えて くれ る と期待され ます．

今 回 の イ ン タ ビ ュ
ー

で は金星探査計画の 内容 も

さ る こ となが ら，探査計 画 が ま さに立 ち上 が る様

1． 金星探萱計画 につ いて

　金 星の 地表は 470℃ ， 90気圧 の 高 温 高圧 の 世界

で ある ．こ の 濃密な大気は高 速 で 回転 す る こ とで

も知 られ て い るが ，こ れ まで厚 い 硫酸 の 雲 によ っ

て 覆 い 隠さ れ ，そ の メ カ ニ ズ ム や 構造 に関す る探

査 を阻 ん で い た ．こ の 地球 と ほ ぼ 同 じ大 きさ ・質

量 を持 ちなが ら，地 球と は 大 き く環境の 異な る 金

星 を探 査する計画が ， 2001年 5月 10 日に理学委員

会 か ら宇宙科学研 究所の 計画 と して 所長 に進言 さ

れた．重量約 650kg（うち燃 料 320kg）の 探査機が

2008 年 2月に打 ち上 げられ ， 2009年 9 月に金 星 へ

到着 し ， 観測 を開始 す る こ と にな っ て い る ．こ の

日本初 の 金星探査 機は ， 赤外線 カ メ ラで金星の 雲

よ り下 の 部分の 連続写真 を撮 る と い う世界 初 の 試
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　 み
’
（雲の 卞の 写真 は NASA の 木星探査機 Gall】eo が

  990年に金星にス イン グバ イ時 ， 2枚撮影 して い

，・る）に挑戦 しようと し て い る 1 今 回の ミ ッ シ ョ ン

　 で一番注 目すべ き点は ，複数の 波長 の 赤外線 を用

1丁 い て観測する点で ある．具体的に は ， 1
，
‘〕μ m は地

　表付近，L7 μ m は 高度20km ，2．3 μ m で は 高度
’

　3（）km 付近か らの 赤外光をと ら．え る ．波 長 LO　＃ m

　や紫外線 で ， もっ と高 々 度の 雲か らの 光 も と ら え

　る ・一こ れ に よ り， 従来は解明で きなか っ た金星の

　大 気運動 の 謎 に迫 る こ とが 出来 る ミ ッ シ ョ ン で あ

　る．金星の 大気運動の 謎タは ？また ， それ を明ら

　か に する探査計画 とは い かなる もの な の か ？まと

　め役である宇宙研 の 中村正人先生 にお話 を伺 っ た．

2 ． インタビ ュ
ー

　日本が 進め て い る 金星探 査計画に関 して ，宇宙

研 の 中村正人先生にお話 を伺 い ま した．聞き手は

東北大の伊藤さんです ．

Q ：先生が関 わ っ て い る金星探査 ミッ シ ョ ン の 概

　　要は どの ようなものですか ？

A ：宇宙研の ホ
ー

ム ペ ージで公開され て いるス ケ

　　ジ ュ
ー

ル に 変 更 が 加 え られ ，打 ち上 げ は

　　2008 年 2 月を予定 して い ます ．それにあわ

　　せ て ス ケ ジ ュ
ール を組みなお して いる とこ ろ

　　です．ミ ッ シ ョ ン 系 は ，今年 （2002 年）は 、

　 概念設計の 年で す 、来 年はミ ッ シ ョ ン機器の

　　プロ トモ デル （PM ）を作 り ，その 後フ ライ

　　トモデル （FM ）作成に着手 します ．それ に 対

　　してバス （シス テム系 ）は ，宇 宙研展示室に

　 あるよ うな実機 モ デ ル を，まず振動試験機 に

　 かけ ，その 後真空 で熱試験な ど，い くつ か試

　 験行い ，結果を FM に反映します．

　　 この ミ ッ シ ョ ン は今の所，全体と して順調

　 に進んで い ます．それは ，機器 の製作が既存

　 の技術の組 み合わせ でで きるた め ．．新技術を ・・

日本惑星科学会誌丶roLll．No．4，2〔X）2

実証 する試行錯誤 （＝ 時間と費用の コ ス ト）

が少ないためで す．この ミ ッ シ ョ・ンでは 5 つ

の カメ ラ を搭 載する こ と にな っ て い る の で す

が 一金星に多種類のカ メ ラを持 っ てい くこ と

自体が新 しい 試み です ．今琴で 他の 国で ばそ

うい う試み はあ D ませんで した，それ は，80

年代まで ，金星で雲の中を覗 く：カメラが使え

る ことが 分か らな か っ た こと によ ります，：
”

今

まで は外か ら雲の 上 だ けを見て いま した ．し

か しその後，中が見えるバン ド （周波数帯域）

が 3 つ以上発見されました ．

Q ：そうい っ た特定の 周波数帯域で金星 を観測が

　　で きるのは なぜですか ？

A ：簡単に言 うと影絵の 原理で す，これ らの光は ，
』

　　大気 によ る吸収を受けずに金 星の外に放射さ

　　れて い ます．すなわち光源が地表の熱放射で ，

　 ある波長で見える吸収体の空間パ ター
ンが影

　　と して追跡で きる，とい う意味です．広く受

　 ．け容れ られ てい る大気構造 を基 に吸収 体の 高

　 度分布を仮 定す れば ，そ のパ タ
ー

ン が その高

　 度での 大気運動の 追跡マ ーカーになります ．

　 地表の温度分布も測定で きます ．雲は 4 日で

　 循環 するの に対し地表は動いて ない の で ，地

　 表に火 山があると発見する こ とも で きます ．

Q ：海外 ， 日本 の 金星探 査構想の 歴 史に 関 して教

　　えていただけます か ？

A ：最初は 匚コシ アが プ ロ
ー

プ をた くさん落 と し，

　 風 向き ，気 圧 ，温度 ，大気構成な どを調べ て

　　いま した ．赤道 上の 自転速度が秒速 1．5m の

　 金 星で ，表面付近で は秒速数 m 程度の風 しか

　 吹いて いないのに ，高度と共に東風 が強 くな

　　っ て ，高度 70km で は秒速 100m と非 常に

　 大 き いの が 不思議だとい う話にな りま した．

　 この 現象をス
ーパ ーロ ー

テ
ー

シ ョ ンと呼んで

　 います ．
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　日本と して は こ れが始めての金星探査で す．

もち ろん地球からの観測は以前か らや っ て い

ま した が ．そ して平成 10 年 に，宇宙研で金

星探査の ため の ワ
ー

キ ン ググル
ープが結成さ

れました．

Q ：なぜ 最近 10 年くら い は金星 ミッ シ ョ ン が なか

　　っ たの です か．い い 軌道が なか っ たの か ， 不

　　況のせ い か ， 金星以外の 興味が あ っ た か らで

　　し ょ うか ？

A ：みんなの 興味が火星に向いていたからで しょう．

Q ：ア メ リカでは火星に注 目してい るようですが ，

A ：金星の 大気力学は新 しいサ イエ ン スを切 り開

　　くで し ょ う．火星は生命がキ
ー

ワ
ー

ド．みん

　　なが同 じことをや っ てい ては だめ です 1気象

　　は 日本 が比 較的得意と してお り，計算機 を使

　　う気 象学は世界の トッ プレベ ルです，

Q ：金星生命体 の 可能性 に つ い て ど うお考 えに な

　　ります か ？

A ：硫酸 と高温環境な ので いな い と思い ます ．光

　　があ っ て ，アミノ酸はあ っ て も ，こ うい う場

　　所で は難しいのではないで しょ うか．

Q ：金星の ス ーパ ーロ ーテ
ー

シ ョ ンに関 して は わ

　　か りま したが ， 赤道域か ら離 れた北極 1 南極

　　の 真上 の 風 は どうなっ て い ます か．

A ：今はま だわ か りませんが，やはりス
ー

パ
ー

ロ

　　
ー

テ
ー

シ ョ ン してい る ことが間接的に示唆さ

　　れてい ます ．それを調べ るの も この ミ ッ シ ョ

　　ン の 目的の 1つ なの です ，スーパ
ー

ロ
ー

テ
ー

　　シ ョ ン を説 明す る有名 な仮説 の 1 つ に ，子午

　　面 循環 による角運動量の 動きか ら説明するも

　 　の があ ります ．

Q ：金星で観測 された気錬データに よ り ， 地球気

　　象研究 との協力は可 能で すか ？

A −：・はい ．まだま だ始 ま っ たばかりです ．温室効

　　果は ほ とんど解明され て い るの で ，今回は特

　　には観測の 対象に して い ません ．取得 した デ

　　ータは整理 した後世界中に公開 します，こ れ

　　は 日本だけで なく，世界の気象研究者の ため

　　に行 っ ているミ ッ シ ョ ンなのです．

Q 　金 星の 大気密度 と高度の 関係 はど うな っ て い

　　ますか ？

A ：金星の大気は地球と同 じよ うに高さとともに

　　薄 くな りますが，高度 50km が 1気圧 に相当

　　します ．地球は地表で 1気圧あ っ たもの が高

　　度 50km で 1000 分の 1気圧になるのです

　　が ，金 星では 地表 で 90 気圧 あ っ たもの が高

　　度 50km で 1気圧 （約 100 分め 1）とな り

　　ます ．このように ，金星大気は同 じ高度 で比

　　べ ると地球大気よりず っ と濃くな っ ています．

Q ：金星探査計 画提案書 （http：〃www ．ted．isas．

　　ac ．jp厂venus ’｝を読んでみ ました．オカ ル テ
ー

　　ショ ンとい う言葉が使われて い ますがどうい うこ

　　と で すか．なぜ金星観測に量要 なの でしょ うか．

A
鹽
オカル トとい う言葉はも ともと隠されたもの

　　を意味します．電波源が惑 星に よ っ て 隠され

　　ると ，惑星の 周 りの 大気で電波が屈折 し，周

　　波数も変わ りますね ．入力 と出力が変わると

　　い うことです ．探査機が出した電波の 変化を

　　見て ，屈折率 の高度プロ フ ァ イルや振幅か ら

　　大気吸収が分か り，途中にい くつ かの仮定を

　　置 くことで 大気組成も分か り，それか ら気圧

　　の 分布 ，気温も 分 かる とい うように ，芋づ る

　　式 に金星の環境が 解明．で きます ．その 観測 を

　　するためには ，探査機が発信する信号が安定

　　していることが必要です

L
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Q
’

それ では次 に ， 探 査技術に 関 して お 聞 きし ま

　　す．M −V ロケ ジトを用 い る利点は何ですか 〜

A ：HHA を使わずに M −．V を使 うのは．．M −V は宇

　　宙研で開発 されたロ ケ ッ トであ り，お互い に

　　よく知 っ た仲だか らで す，値段も若干安 い こ

　　ともあ ります ．探査機は M −V に 入るサ イズで

　　設計 します ．だか らと い っ て 小さ い わけでは

　　な く ，燃料を含 めて 600k9 以上あ ります ．

　　M −V は信頼性があるので すが ，固体 ロ ケ ッ ト

　　なので打ち上げ時の衝撃が大 ぎ い で す、

Q ：バ ッ ．ク ア ッ プウイ ン ドウに 間 に 合 わな い 場 合

　　は どうするの で すか．

A ：次の 打ち上 げチ ャ ン ス は 8 年後 ．ミ ッ シ ョ ン

　 機器は それ まで取 っ てお くこ とになるで しょ

　　う．そうな らない ように万全を期 して進めて

　　い ます ，

Q ： ス イ ン グバ イ を して燃 料 を節約 す る 利 益 は．ど

　　の くらい 大 きい で す か．

A 　スイン グバイ （惑星の 重力 を利用 し探蛮機の

　　進行方向や速度を変えるこ と）は今回の 軌道

　　計画に 入 っ て い ませんが ，検討は してい ます ．

　　ペ イ ロ ードや燃料節約 と い うよ りは ，地球で

　 の 日陰 （にちい ん）時間を減 らすため．つ ま

　　りバ ッ テリー
の 寿命の 問題で ず

’
日陰にい る

　　時間が長 い と ，その分 大き いバ ッ テ リ
ー

を持

　　っ ていか な くて はな らな いか らです ．余裕 を

　 持 っ て 6 月前 に打ち上 げ て 地球周回軌道で 待

　
’
ぢ，6 月に地球を離れます．到着 日付も計算

　 済み で す ．

Q ：今回 の探 査は長期運用を予定 されて い るよう

　　ですが ， この点に関 して教えてくだ さい ．

A ：今回の計画では ，探査機 を 2年間運用する こ

　　とにな っ て い ま す ．運 用 して い る と 日陰 時間

　　が 毎年だん だん 長く．な るため ，
・2 年以上使 え

日本惑星科学会誌Vo1．11．No ．4
，
2002

るようにバ ッテリーの設計を します．姿勢制

御用の スラス タ燃料が な くな っ た らミ ッ シ ョ

ンは終 わりになります ．更に長い期間観測す

るため には他の 探査機 を送ることになります

が ，気象学的 には 2 年分 （金 星年で 3 年分）

の デ
ー

タで必要十分で す．観測終了後もデ ー

タ処理に追われるで し ょ う，

Q ：長期観測 に当た っ ては ， 熱 と放 射線以 外に探

　　査機材料 へ の影響はあ りますか．

A ：材料へ の 影響はほとん どなく，対策はアン テ

　 ナ に 白色塗 料を塗 る こと く らいです ．放射線

　 は 太陽に近くな るので 強くな りますが ，材質

　 は他の探査機とさほど変わ りません ．衛星の

　 部品は特別高価なもの は使 っ て いま せん ．む

　　しろ人件費の方が高い くらい です ．

Q 　 日本 は現在
“
の ぞみ

”

を火星探査の た め に航行

　　さ せ て い る 最中で すが
， 内惑星 と 外惑星の 探査

　　で 共 通点と相違点は どん なところで しょ うか 〜

A ：内惑星に探査 機を送 り込 むのは ス ピー
ドを低

　 減させて い くので 力学的に難 しいです．また

　　外惑星はア ン テナを地球 に向けたとぎ，探査

　 機 に固定された太陽電池 を太陽に向けて い ら

　　れ ますが ，内惑 星 では それ が難 しい ．そうい

　　う工 学的 な若干違 いはあ る ものの ，熱的環境

　　を除い て あまり違い はあ りません．サイエ ン

　 スの面で は地球型惑星 （金星，火星），月型

　　（水星）とい うような成 り立ちの違 いによ るも

　 のの方 が大き いです．

Q ：通信 に 関する話が 出ま したが ， 日本の 地上局

　　に届 くまで に どこ を経由するの ですか．

A ：ダイレク トに臼田で受僑します ．大 き い ア ン

　　テナ で 受信 したい の で ，途中に通信衛星は挟

　 み ません ．
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Q 　次に 中村先生 が描 かれ る将来の 夢や宇宙研に

　　関 してお聞き し た い の で すが

A ：個人的なことでは，自分は磁気圏の研究から

　　この 道に入 っ て いるので ，日本の ミ ッ シ ョ ン

　　と して木 星 に行 きたいで す ．木星は地球と同

　　じく強い磁場 を持 っ て い ます．地球の 磁場は

　　太陽の影響 を受けてい ますが ，木 星 は半径 の

　　50 倍 まで 支配する広大な磁場を持 っ ており ，

　　これは太陽の 影響を受けて いない ．そのため ，

　　自律的な磁気圏の 観測 には 打 っ て つ け で す ．

　　こ うい うミ ッ シ ョ ンは 50 年先の こと になる

　　で し ょ う，ア メ リカの木星探査機ガリレオは，

　　木星の衛星写翼が夕
一ゲ ッ トだ っ たの で ，全

　　く別の方向か ら探査 したい で す ．木星に行 く

　　に太陽電池では む ずか しく ，原子力推進の話

　　にな る ，原 子力に対する世論も気に なる と こ

　 　 ろで
…

Q 　私に は 宇宙研 ＝ 東大 の イメージが ありますが，

　　内部の 人 か ら見 る と実際は どうな っ て い ます か．

A ：宇宙研の教官の大半は 東大の 教官と兼任にな

　　っ て い るの でそ う見え る で し ょ う．宇 宙研は

　　外部 に対 して開いて いて ，内 部進学と同 じ数

　　外部か ら来て い ます ．宇圉研で勉強するた め

　　の道 は 3 つ あ ります．

　　　 b 東大 の 院生 として入 る．

　　　2）委託 ， 例 えば東 北大 に籍を置き，宇宙研で

　　　　研究する．

　　　3）来年4 月総合 研 究大 学院大 学 （総 研 大 ）に

　　　　なるの で，ドクターの 1年か ら入学する．こ

　　　　れ は国立大学 と同等なもの になります．

O 　宇宙研 として求めるの はどの ような人材ですか ？

A ：第
一

に体力．短時間集中 して 覚えれば，他分

　　野出身者で も 受 け入 れ ます ．実験の 腕が あれ

　　ば理 学 と工 学の 両方に対応 で き る ．だか ら，

　　修士 で今まで や っ た こと を究めて き て ほ し い

で す．宇宙研の 卒業生は研究職に就 く人も多

いで す．宇宙研の 助手にな る確 率 はあ る程度

高い が ，もち ろん毎年で はない し，もともと

ここに残るポス トは少な い です ．

Q ：高校生や大 学生低学年などの 若 い 世代で ． 将

　　来惑星探査に 関わ りた い と思 っ て い る人は ，

　　どうい う進路を選ぶ の が い い とお考 えですか．

A ：理系の 学部な ら何で も惑星探査に 応用 で き ま

　　す，例えば 地球の地質学は 惑星の 地質学に応

　　用で き るの で ，基礎を しっ かり学 べ ばい い ．

　　人と違 っ たことをやるとなお良い と思います．

Q ：惑星 探査分 野が必要 として い る人材の バ ッ ク

　　グラウン ドは何ですか．

A ：体力 と，三度の飯 よ D 宇宙が好 きとい う気持

　　ち ，さ っ き東大の 話が出たけど，東大の 学生

　　は体力があ る ことが他の 大学生との大きな違

　　い です．彼 らは 受験の とき 相当鍛えて おり ，

　　文武両道で す．宇宙研は 24 時間型で 研 究を

　　進めてい ます．どんな状況でも冷静な 思考力，

　　い ろ んな人 と仕 事をするとき人間関係 を維持

図 2．金 星探 査 イメ
ー

ジ 図 （ISAS提供 》

分厚 い 金 星 大 気 を赤 外 線 で 立 体 的 に 透 視す る 探査 機 の 想 像

図．こ の 絵では，明 け方の 上 空か ら渦巻 く雪や雷 や地 表 面 を観

察 して い ま す．雲は 毎 秒 100 メートル とい う暴 風 に 押 し流 され

て い ます．雲 海 の 彼 方 の 臼 い 噴水の ような もの は 雷雪 と 電離

層 をつ なぐ放電現象で す，金星の 縁で 水平 に たなび い て い る

の は オ
ーロ ラ や 大 気光 （大 気 が化学 反応 で発 光 する現 象 ）で す．
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できる人 ．泊ま っ て実験 していた い ，計算し

たい とい う人 ．他の 人が寝 ても代わ りに仕事

をする人に来て ほ しいと思い ます ．

3 ． おわ りに

　先生 は ピ ア ノ が趣味で ，近 々発表会 も控え て い

る と い う， 多彩 な側面 を持ち合わせ て い らっ し ゃ

っ た．とて も優 しい 方 で ， 後 で聞 い たが女子学生

に と て も人気がある と い うこ とも納得 で きた．

　「宇宙 開発が われ われ の 生活 に何 の 役 に立 つ の

か ，」 こ の一
言 で 多 くの 宇宙 ミ ッ シ ョ ン を否定 する

こ とは簡単 だが ，技術 の 還元 や それ 以上 の 魅力 を

提供 し，若 い 世代 に も宇宙 をもっ と身近 に感 じて

ほ しい と思 う、こ の イ ン タ ビ ュ
ーを通 して ， 宇宙

研 が予 想以 上 に外部か らの 学生 を受け入 れ て い る

こ とを知 り，な に よ りも私が 一番驚い た ．高校生

や 大学生 低学年の よ り多 くの 学生 に こ の 真実 を知

っ て い ただ き ， 多 くの 人 に宇宙研で ，また宇宙研

外で ， 宇宙に 関 して 学ん で ほ しい と思う．

El本惑星科学会誌VoLll ．No ，4，2【）02

人物紹介

中村　正人　文部科学省宇宙科学研究所共通基礎

　　　　　 研 究系教授．理学博士．専門は惑星プ

　　　　　　ラズ マ 物 理 学 ．静 か なクラ ッ シ ッ ク が

　　　　　 BGM に流れ る落ち着い た研 究室 は ， 兎

　　　　　 角雑 然としがちな理 系の研究 室の 中で

　　　　　　もオア シス の ような存在．御 自身もピアノ

　　　　　　を嗜まれる．惑星探査に 関しても実現 場

　　　　　 で の 豊富な経験をお持ちで，探査に必 要

　　　　　　な ハ
ー

ド面そして 理論 的な ソフ ト面 の 両

　　　　　 面に関して 日本の惑星探査に大きく貢献

　　　　　　をされて い る，一方その 優しい 指導方針

　　　　　 に，研 究室の 学生の 人気も高 い ．

伊藤　有沙　1980 年岩手県生 まれ ．1998 年東北 大

　　　　　　学工 学部入 学．2002 年東北大学大学

　　　　　　院工学研究科機械知能工学専攻進学．

　　　　　　日 本航空宇宙学 会学生 会員，MEF 会

　　　　　　員．学 部時代にス ペ ー
ス プレーンエ ン ジン

　　　　　　用 複合材 料 ， 小型 衛星 の ための 微小重

　　　　　　力模擬実験装置 ， 現在は水 ロ ケッ トの 内

　　　　　　部流れ の計算に取り組み ， 宇宙工 学関

　　　　　 係全般に興味をもっ て勉強を続け て い る．

　　　　　　　1993 年より日本宇宙少年団（YAC ）団

　　　　　 員，大 学進学に伴 い 活動を休止 して い

　　　　　　たが ，最近 は 2003 年度の 「YAC 仙台た

　　　　　　なばた分団」結成の 準備に 関わ るなど，

　　　　　 宇宙教育 の ため の 社会活動 も積極 的

　　　　　　に 行 っ て い る ．2002 年 度 夏 に は

　　　　　 NASDA か ら学 費 の 全 額支援 を受ける

　　　　　 「国際 宇宙大 学 （tSU ）派遣プ ロ グ ラム 」

　　　　　 に 選 抜 され ， 9 週 間 の 夏 季 セ ミナ ー

　　　　　　（Summer 　Session　Program， 通称 SSP）

　　　　　 に 参 加 した ．い わ ゆ る New 　Space

　　　　　 Generationの 代表 的存在として ，今後

　　　　　 の 活躍 が非常 に期待饗れ て い る．
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