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JAXAは2005年10月の機構改革で、
それまでの総合技術研究本部から独立した

「航空プログラムグループ」を設置し、航空技術の研究開発への
取り組みを内外に明確に示しました。

長期ビジョンに謳われた
「航空産業の成長への貢献と将来航空輸送のブレークスルー」、

そして「安全で豊かな社会の実現に貢献」に、
JAXAはこれからどう立ち向かっていくのか。
航空プログラムグループの統括リーダである

坂田公夫理事に話を聞きました。
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―
―
ま
ず
航
空
プ
ロ
グ
ラ
ム
グ
ル
ー
プ

の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
う

か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

坂
田

航
空
プ
ロ
グ
ラ
ム
グ
ル
ー
プ
で

は
目
標
と
し
て
３
つ
の
柱
を
立
て
て

い
ま
す
。
１
つ
め
は
日
本
の
航
空
機

産
業
が
自
前
で
国
産
機
を
製
造
で
き

る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
、
２
つ

め
は
技
術
で
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
よ

う
な
分
野
を
し
っ
か
り
と
つ
か
む
こ
と
、

３
つ
め
が
航
空
輸
送
の
安
全
あ
る
い

は
そ
の
効
率
を
し
っ
か
り
と
担
保
す
る

よ
う
な
技
術
を
提
供
す
る
こ
と
で
す
。

―
―
日
本
の
航
空
技
術
は
戦
後
、
空

白
の
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、
潜
在

能
力
と
し
て
は
非
常
に
高
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
が
。

自
前
の
国
産
機
開
発
な
ど

３
つ
の
柱
を
目
標
に

坂田公夫

航空プログラムグループ統括リーダ
JAXA理事

超音速旅客機想像図

際宇宙ステーション（ISS）への長期滞在（３
か月間程度）搭乗員に若田光一宇宙飛行
士が選ばれたニュースが飛び込んできまし
た。ISSは日本実験棟「きぼう」の組み立て

を含め、今着々と完成に向かっています。若田宇宙飛行
士のISSでの活躍の模様は機会をみてお伝えします。彼
からどんなコメントが届くか楽しみです。「航空プログラ
ム」の今後の目標などについて坂田公夫理事に語っても
らいました。世界の空を我が国が開発した航空機で旅行
したいですね。昨年秋、鹿児島県・内之浦でのM-Vロケ
ット打ち上げを日本画の画家や美術大学生に現地で見
てもらい、その打ち上げシーンをイメージして日本画コ
ンテストを行いました。“宇宙”と“日本画”のコラボレー
ションが面白いですね。最優秀賞など入賞した４作品を
掲載します。写真から本物の絵の迫力が伝わりますでし
ょうか……。H-ⅡAロケットの次の主力ロケットはH-ⅡBで
す。2009年度の初フライトに向けてロケットの特徴や開
発の進捗状況などを開発担当者から聞きました。アジア
の政府職員を日本に招いて、防災等に衛星データを利用
するための能力開発など目的とした有意義な研修となり

ました。研修の模様や参加研
修生のコメントなどを紹介しま
す。この夏打ち上げ予定の月周
回衛星（SELENE）に願いを託
す「月に願いを！」キャンペーン
に日米で41万2627人の名前と
メッセージが集まりました。応
募された方々の願い、しっかり
叶いますように！
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―
―
２
つ
め
の
目
標
は
世
界
を
リ
ー

ド
す
る
よ
う
な
技
術
の
確
立
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

坂
田

日
本
の
航
空
機
産
業
が
抱
え

て
い
る
い
く
つ
か
の
問
題
の
う
ち
い

ち
ば
ん
大
き
な
問
題
は
、
技
術
先
導

性
が
非
常
に
弱
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

技
術
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
生
産
技
術

は
非
常
に
よ
い
の
で
す
が
、
設
計
や

開
発
の
面
が
弱
い
の
で
す
。
日
本
が

技
術
の
分
野
で
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
の

一
員
に
な
る
に
は
、
技
術
で
本
当
に

戦
え
る
分
野
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
世
界
の
航
空
輸
送
を
変

革
す
る
も
の
、
そ
の
代
表
格
が「
超
音

速
旅
客
機
」な
の
で
す
。
こ
の
分
野
で

は
、
他
を
リ
ー
ド
し
た
い
で
す
ね
。
コ

ン
コ
ル
ド
が
リ
タ
イ
ア
し
た
後
、
時
間

価
値
の
高
い
速
い
航
空
機
を
も
う
一

度
提
供
し
よ
う
と
い
う
の
が「
超
音
速

旅
客
機
」で
す
が
、
こ
の
分
野
は
ま
だ

世
界
の
産
業
勢
力
図
が
で
き
あ
が
っ

て
い
な
い
。
で
す
か
ら
、
技
術
的
に
リ

ー
ド
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
を
利
用
し
た
設
計
、
手
法
、

そ
れ
か
ら
シ
ス
テ
ム
開
発
、
そ
し
て
高

温
系
の
複
合
材
。
こ
う
し
た
技
術
を

中
心
に
し
て
、
新
し
い
世
界
に
乗
り

出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
私
は
早
け
れ
ば
あ
と
15
年
く

ら
い
で
２
０
０
人
乗
り
規
模
の「
超

音
速
旅
客
機
」
が
出
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
こ
の
研
究
は
ど
の
よ
う
に
進
め

て
い
く
の
で
す
か
。

坂
田

実
験
機
を
飛
ば
し
な
が
ら
研
究

開
発
を
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
ま

す
。
エ
ン
ジ
ン
を
つ
け
て
い
な
い
実
験

機
で
の
飛
行
試
験
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
で
５
年
前
に
行
い
、
こ
の
時
は
失

敗
し
ま
し
た
が
、
１
年
半
前
に
二
度

め
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
成
功
し
ま
し
た
。

今
度
は
エ
ン
ジ
ン
を
付
け
、
静
粛
性

と
い
う
新
し
い
技
術
を
付
加
し
て
実

証
す
る
段
階
に
入
り
ま
す
。
全
長
約

13
ｍ
、
重
量
約
３
ト
ン
の
機
体
を
何
回

も
飛
べ
る
よ
う
に
し
て
、
試
験
を
し
て

い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
静
粛
性
に

は
大
き
く
２
つ
あ
っ
て
、
１
つ
は
ジ
ェ

ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
の
騒
音
と
機
体
の
風

切
り
の
騒
音
を
下
げ
る
と
い
う
こ
と
、

も
う
１
つ
は
ソ
ニ
ッ
ク
ブ
ー
ム
と
い
っ

て
、
超
音
速
で
飛
ん
だ
と
き
の
衝
撃

波
が
地
上
に
達
し
て「
ド
カ
ン
ド
カ
ン
」

と
い
う
衝
撃
音
と
な
る
、
そ
れ
を
下
げ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
２
つ
の
問

題
は
、
航
空
機
の
形
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
に
よ
る
細
か
い
設
計
の
ア
レ
ン
ジ
に

よ
っ
て
実
現
で
き
る
の
で
す
が
、
こ
の

分
野
は
両
方
と
も
日
本
が
一
歩
前
に

そ
し
て
騒
音
も
低

い
、
価
値
の
高
い

航
空
機
を
つ
く
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う

と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―
こ
れ
か
ら
の

航
空
機
に
と
っ

て
、
環
境
適
合
性

と
か
静
粛
性
と
い

う
の
は
非
常
に
大

事
な
技
術
課
題

に
な
っ
て
く
る
の

で
し
ょ
う
ね
。

坂
田

は
い
。「
低

騒
音
」と
い
う
の

は

の
削
減
と
同

じ
く
ら
い
大
切

な
キ
ー
ワ
ー
ド
で

す
。
こ
れ
が
な
い

と
こ
れ
か
ら
の
航

空
機
は
ま
っ
た
く

売
れ
ま
せ
ん
。
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長期ビジョン実現のための
3つの航空構想

出
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
実
験
機
で

実
証
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

―
―
エ
ン
ジ
ン
を
付
け
た
実
験
機
の

研
究
は
、
ど
の
く
ら
い
の
期
間
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

坂
田

今
後
６
、
７
年
は
そ
れ
を
や
っ

て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ

た
り
で
国
際
的
な
協
力
関
係
も
整
っ

て
く
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
国
際
協
力
と
は
い
え
、
や
は
り

独
自
の
優
れ
た
技
術
を
も
っ
て
い
な

い
と
よ
い
位
置
を
占
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
実
験
機
で
技
術
を
実
証

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

坂
田

そ
の
と
お
り
で
す
。「
超
音
速

旅
客
機
」の
技
術
開
発
を
す
べ
て
一

国
で
や
り
き
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
国
際
協
力

に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
、
こ
の
技
術
が

な
け
れ
ば
超
音
速
旅
客
機
は
設
計
で

き
な
い
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
な

け
れ
ば
、
国
際
的
な
話
し
合
い
も
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
重
要

な
技
術
を
立
証
し
て
見
せ
る
と
い
う

研
究
開
発
の
努
力
を
通
し
て
、
世
界

を
リ
ー
ド
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
の
で
す
。

―
―
こ
の
超
音
速
旅
客
機
と
い
う
の

は
、
マ
ッ
ハ
数
は
ど
の
く
ら
い
の
も
の

で
す
か
。

坂
田

マ
ッ
ハ
２
前
後
で
す
ね
。
マ
ッ
ハ

数
で
コ
ン
コ
ル
ド
を
大
き
く
凌
駕

り
ょ
う
が

す

る
こ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
、

日
本
か
ら
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
ま
で
約
10

時
間
か
か
り
ま
す
。
こ
れ
が
半
分
以
下

の
時
間
に
な
れ
ば
、
非
常
に
大
き
な
マ

ー
ケ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。
静
粛
性
の
観

点
か
ら
、
マ
ッ
ハ
１
・
６
と
か
１
・
８

が
よ
い
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

―
―
超
音
速
旅
客
機
の
た
め
の
基
盤

的
な
研
究
と
い
う
の
は
、
航
空
宇
宙

技
術
研
究
所
の
時
代
か
ら
ず
っ
と
行

わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

坂
田

ず
っ
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
設
計
技
術
、
超
音
速
の
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
技
術
、
空
気
採
り
入
れ

口
と
か
エ
ン
ジ
ン
、
あ
る
い
は
高
温
複

合
材
な
ど
で
、
す
で
に
も
う
10
年
以
上

の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
航
空

宇
宙
技
術
研
究
所
だ
け
で
は
な
く
て
、

た
と
え
ば
エ
ン
ジ
ン
で
い
い
ま
す
と
、

経
済
産
業
省（
当
時
の
通
商
産
業
省
）

の
Ｈ
Ｙ
Ｐ
Ｒ（
超
音
速
輸
送
機
用
推
進

シ
ス
テ
ム
）、
Ｅ
Ｓ
Ｐ
Ｒ（
環
境
適
合
型

次
世
代
超
音
速
推
進
シ
ス
テ
ム
）プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
な
ど
も
関
係
し
て
い
ま
す
。

―
―
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に

先
の
夢
も
あ
り
ま
す
ね
。

坂
田
「
極
超
音
速
機
」で
す
ね
。
私

た
ち
は
航
空
輸
送
の
極
限
は
２
つ
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
１
つ
は
滑
走

路
の
い
ら
な
い
Ｖ
Ｔ
Ｏ
Ｌ
（
垂
直
離

着
陸
機
）、
も
う
１
つ
は
も
っ
と
も
速

く
飛
べ
る「
極
超
音
速
機
」で
す
。
極

超
音
速
と
い
っ
て
も
マ
ッ
ハ
７
以
上
に

な
る
と
快
適
性
が
な
い
の
で
、
５
か

６
程
度
ま
で
と
い
う
の
が
航
空
輸
送

の
極
限
だ
と
思
い
ま
す
。
極
限
を
め

ざ
す
と
い
う
こ
と
は
か
な
ら
ず
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す

の
で
、
私
ど
も
は
２
つ
と
も
や
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
し「
極
超
音
速
」と
い
う

の
は
、
技
術
的
に
は「
超
音
速
」と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
が
た
く
さ
ん
入

り
ま
す
。
ま
ず
エ
ン
ジ
ン
が
ち
が
い
ま

す
。
材
料
も
通
常
の
ア
ル
ミ
と
か
チ
タ

長
期
ビ
ジ
ョ
ン「
航
空
産
業
の
成
長
へ
の

貢
献
と
将
来
航
空
輸
送
の
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
」

長
期
ビ
ジ
ョ
ン「
安
全
で

豊
か
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
」

将
来
航
空
輸
送
の

ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
技
術
の
創
出

自
然
災
害
な
ど
へ
の
対
応
に

役
立
つ
シ
ス
テ
ム
の
構
築

1

「
超
音
速
」と

ま
っ
た
く
異
な
る

「
極
超
音
速
機
」の
技
術

坂
田

ま
さ
に
日
本
は
潜
在
能
力
が

高
い
と
思
い
ま
す
。
典
型
例
は
２
つ

あ
っ
て
、
１
つ
は
複
合
材
で
す
。
こ
れ

は
世
界
で
１
位
だ
と
思
い
ま
す
。
も

う
１
つ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
利
用

技
術
で
す
。
こ
れ
も
研
究
開
発
の
分

野
で
は
世
界
的
に
高
い
位
置
を
占
め

て
い
ま
す
。
製
造
技
術
を
含
め
て
非

常
に
高
い
技
術
が
整
い
つ
つ
あ
る
と

思
い
ま
す
。

―
―
そ
れ
で
は
目
標
の
３
本
柱
に
つ
い

て
、
１
つ
ず
つ
う
か
が
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
、
国
産
の
航
空
機
で
す
が
。

坂
田

航
空
機
の
市
場
は
今
後
、非
常

な
拡
大
が
予
測
さ
れ
て
い
て
、日
本
の

航
空
機
産
業
が
今
後
飛
躍
す
る
の
に

よ
い
環
境
が
整
っ
て
い
ま
す
。
２
０
０

３
年
か
ら
は「
環
境
適
応
型
高
性
能

小
型
航
空
機
」と
い
う
構
想
が
動
い

て
い
ま
す
。
70
人
か
ら
90
人
乗
り
の

中
小
型
で
、
環
境
に
重
点
を
置
い
た

技
術
的
に
は
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
も
の
で

す
。
日
本
の
航
空
機
産
業
も
企
画
設

計
か
ら
開
発
・
製
造
、
販
売
、
そ
れ
か

ら
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
ま
で
す
べ
て
で
き
る

能
力
を
も
た
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
中
で
私
た
ち
の
役
割
は
何
か
と

い
う
と
、
い
ま
申
し
上
げ
た
複
合
材
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、
あ
る
い
は
そ
の
他

の
付
加
価
値
の
高
い
技
術
を
提
供
す

る
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
提
供

し
て
、
コ
ス
ト
が
安
く
性
能
が
よ
い
、

「
超
音
速
旅
客
機
」の
技
術
で

世
界
に
乗
り
出
し
た
い

開発中の環境適応型高性能小型航空機「MRJ」（写真提供：三菱重工業株式会社）

JAXAが所有する飛行シミュレータ

東京・調布市にある航空宇宙技術研究センター

極超音速機想像図

［関連計画］
次世代運航
システム
（DREAMS）
の開発

国産ブランド
旅客機の実現
機体システム
エンジンシステム

構 想 1

2

3

超音速／
極超音速機の
実現に向けた
研究開発

構 想 2

災害監視
無人機システム
の開発

宇宙利用推進本部等と
連携して「災害・危機管理
情報収集通報システム」
の一翼を担う

構 想 3

高
付
加
価
値
技
術
に
よ
る

国
際
競
争
力
獲
得

CO2
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ン
で
は
な
く
耐
熱
合
金
と
か
複
合
材

が
必
要
で
す
。
さ
ら
に
熱
の
問
題
が

大
き
く
、
熱
管
理
と
か
機
体
の
冷
却

と
か
い
う
問
題
も
出
て
き
ま
す
。
で
す

か
ら
、
エ
ン
ジ
ン
を
含
め
て
機
体
全
部

を
開
発
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

う
い
う
レ
ベ
ル
の
挑
戦
で
す
か
ら
、
一

朝
一
夕
に
で
き
る
と
思
い
ま
せ
ん
。

技
術
を
じ
わ
じ
わ
と
蓄
積
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
さ
て
、
３
つ
め
の
目
標
に
つ
い

て
は
。

坂
田

日
本
の
航
空
輸
送
に
関
連
す

る
産
業
活
動
の
規
模
は
、
意
外
と
大

き
い
の
で
す
。
た
く
さ
ん
の
方
が
航
空

機
に
乗
っ
て
海
外
に
出
か
け
て
い
き

ま
す
。
で
す
か
ら
日
本
の
航
空
輸
送

産
業
は
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
い
ま
す
。
そ

の
輸
送
機
産
業
が
今
後
も
し
っ
か
り

と
伸
び
て
い
く
た
め
に
技
術
サ
ポ
ー
ト

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
安
全
性
の

確
保
や
環
境
の
保
全
な
ど
の
た
め
の

技
術
を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し

た
技
術
的
な
サ
ポ
ー
ト
は
、
こ
れ
ま
で

決
し
て
十
分
大
き
か
っ
た
と
は
い
え
ま

せ
ん
が
、
今
後
は
よ
り
い
っ
そ
う
必
要

に
な
り
、
拡
大
さ
せ
る
つ
も
り
で
す
。

こ
れ
は
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
の
航
空
機
研
究
な

ど
で
も
同
じ
で
、
開
発
分
野
の
研
究

か
ら
徐
々
に
運
航
分
野
の
研
究
が
増

え
て
き
て
い
ま
す
。
航
空
機
は
非
常
に

複
雑
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
た
め
に
、
安

全
性
と
か
信
頼
性
の
管
理
は
最
先
端

を
い
く
も
の
で
す
。
人
間
的
な
フ
ァ
ク

2005年10月にオーストラリアで行われた小型超音速実験機の飛行実験

7

田
宇
宙
飛
行
士
の
長
期

滞
在
時
期
は
２
０
０
８

年
度
中
で
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ

の
Ｅ
・
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ィ
ン
ク
宇
宙
飛
行

士
、
ロ
シ
ア
の
サ
リ
ザ
ン
・
シ
ャ
リ
ポ
フ

宇
宙
飛
行
士
と
と
も
に
約
３
か
月
を
宇

宙
で
過
ご
し
ま
す
。
若
田
宇
宙
飛
行
士

が
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
滞
在
中

に
行
う
主
な
作
業
に
は
、「
き
ぼ
う
」船

内
実
験
室
で
の
実
験
機
能
点
検
、船
外

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
組
み
立
て
準
備
、

組
み
立
て
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

若
田
宇
宙
飛
行
士
は
ヒ
ュ
ー
ス
ト

ン
で
行
わ
れ
た
記
者
会
見
で
、「
今
回
、

国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
第
18
次
長

期
滞
在
ク
ル
ー
に
任
命
さ
れ
ま
し
て
、

大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は

１
９
９
２
年
に『
き
ぼ
う
』日
本
実
験

棟
の
組
み
立
て
運
用
要
員
と
し
て
宇

宙
飛
行
士
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

い
よ
い
よ
そ
れ
に
貢
献
で
き
る
と
き
が

き
た
と
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
間
、

『
き
ぼ
う
』日
本
実
験
棟
の
開
発
に
い

ろ
い
ろ
な
形
で
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
回
の
長
期
滞
在
で
、
開
発

に
参
加
し
た
も
の
を
実
際
に
宇
宙
で
操

作
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
大
き
な

喜
び
を
感
じ
て
お
り
ま
す
し
、
任
務
の

重
大
さ
に
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
が
い

た
し
ま
す
」と
語
っ
て
い
ま
す
。

若

国際宇宙ステーション長期
滞在搭乗員に決まった若田
宇宙飛行士と、バックアッ
プ搭乗員の野口宇宙飛行
士（日本時間2007年2月
13日、JAXAヒューストン駐
在員事務所にて）

国際宇宙ステーションの完成予想図

右／STS-92ミッションで
ロボットアームを操作する
若田宇宙飛行士
（2000年10月）
左／STS-114ミッション
で船外活動の準備をする
野口宇宙飛行士
（2005年7月）

若田光一宇宙飛行士が国際宇宙ステーションの第18次長期滞在搭乗員に決定しました。
日本人宇宙飛行士が長期滞在搭乗員に選定されたのは今回が初めてです。
また、野口聡一宇宙飛行士がバックアップ搭乗員に決定しました。

タ
ー
も
含
め
て
管
理
を
し
て
い
き
ま

す
。
こ
う
し
た
技
術
は
地
上
の
輸
送

分
野
で
も
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
生
き

る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
航
空
機
の
今
後
の
利
用
と
い
う

点
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

坂
田

航
空
機
を
も
う
少
し
広
く
考

え
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
用
途
が
広
が

っ
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
無
人
機
を

災
害
時
の
監
視
や
そ
の
他
の
目
的
に

使
う
と
か
、
飛
行
船
を
農
業
な
ど
に

使
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
航

空
機
の
技
術
に
高
い
信
頼
性
や
安
全

性
が
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
広
が
り
も

出
て
く
る
の
で
、
こ
の
あ
た
り
も
注

目
し
て
い
ま
す
。

―
―
３
本
柱
以
外
で
今
後
の
研
究

開
発
活
動
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
何

で
し
ょ
う
か
。

坂
田
ま
ず
国
内
関
連
機
関
と
の
連
携

で
す
。
大
学
や
他
の
研
究
機
関
と
の
共

同
研
究
は
も
ち
ろ
ん
、
経
済
産
業
省

や
航
空
機
の
認
証
を
所
管
す
る
国
土

交
通
省
な
ど
と
の
施
策
的
、
技
術
的

連
携
、
さ
ら
に
は
人
的
交
流
で
す
ね
。

次
に
国
際
交
流
で
す
。
航
空
機
と
い

う
商
品
が
優
れ
て
国
際
戦
略
商
品
で

あ
り
、
そ
の
技
術
も
交
流
と
競
争
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
訳
で
す
か

ら
、
研
究
段
階
か
ら
の
国
際
交
流
は

必
須
で
す
。
日
仏
の
超
音
速
機
技
術
、

日
欧
、
日
米
、
さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
、
オ

セ
ア
ニ
ア
と
幅
広
い
連
携
や
交
流
を

進
め
る
こ
と
と
し
た
い
で
す
。
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ビデオにも
決して収ま

りきらない「本物の美の瞬間」を切
り取って表現していただくには、
やはり優秀な画家の皆さんの力を
借りるのが一番でしょう。特に日
本画は、天地を一体にし、時空を
掴み、自然と物とを分け隔たり無
く取り込んで、一幅の絵にまとめ
る能力において、他の何よりも秀
でていると聞いております――。
（「日本画は宇宙を描く」開催趣
旨より）

写真にも

在る」（pre
sent）もの

を紙なりキャンバスに絵具で描く、つまり
「再度在らしめる」（represent）――これを
絵画という行為の基本とするならば、わが国
が世界に誇る固体燃料の大型ロケットの打
ち上げに立ち会い、その衝撃と感動を全身
で受けとめ、一枚の絵に仕上げるという、
JAXAの発案になる今回の企ては、日本画の
未来を担うべき俊秀たちにまことに格好の
機会を提供したといえるでしょう。
（審査委員長・本江邦夫多摩美術大学教授／
府中市美術館長の講評より）

「すでにそこに

日

本

画

は

宇

宙

を

描

く

若
手
日
本
画
家
が

２
０
０
６
年
９
月
の

Ｍ
│
Ｖ
ロ
ケ
ッ
ト
７
号
機
の

打
ち
上
げ
を
見
届
け
、

そ
の
体
験
を
も
と
に
描
か
れ
た

作
品
を
集
め
て

07
年
１
月
に

審
査
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
選
ば
れ
た
４
点
の

優
秀
作
品
の

表
彰
式
が
２
月
３
日

東
京
・
丸
の
内
の
情
報
セ
ン
タ
ー

「
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
ｉ
」で
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
日
本
画
は
宇
宙
を
描
く
」と

題
さ
れ
た
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
の

ね
ら
い
や
講
評
、受
賞
四
氏
の

コ
メ
ン
ト
な
ど
を
、

作
品
と
と
も
に

ご
紹
介
し
ま
す
。

AXAは、昨年12月から今年
2月末までの3か月間、月へ

の関心を高め、セレーネやJAXA
を広く知ってもらう機会とするた
め、打ち上げ準備中の月周回衛
星SELENE（セレーネ）に搭載す
る名前とメッセージを皆さまから
募集する「月に願いを!」キャンペ
ーンを行いました。
当初はキャンペーンのことをよ

く知らない人も多かったのですが、
新聞、テレビ、ラジオなどで取り
上げられるにつれて徐々に応募も
増え、1月下旬には毎日千人単位
で受け付ける状況となりました。
その結果、インターネット、往復
はがき、団体応募等で、国内外、
そして老若男女を問わず、幅広い
層から山のように送られてきた応
募は、協力して呼びかけを行って
くれた米国惑星協会が集めた海
外からの17万8129人も含め、最
終的に41万2627人に達しました。

応募があった名前とメッセージ
は、倍率40倍の顕微鏡でようやく
読める程度の小さな文字でシート
に刻まれ、今年夏に種子島宇宙セ
ンターからH-ⅡAロケットで打ち
上げられるセレーネに搭載される
予定です。そしてセレーネは、1年
間、月の周りを周回しながら、月
の起源と進化を解明すると共に、
将来の月利用のためのさまざまな
観測を行うことになります。

J

あなたの名前とメッセージを月へ届けます

応募総数
セレーネ月に願いを！キャンペーン

イラストレーター大高郁子さんに
描いていただいたキャンペーンのイラスト

キャンペーンポスター
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●応募作品のどれひとつとして、
光そのもののような炎を噴出しな
がら空間を切り裂くように上昇し
ていくロケットの具体的な描写
をこころみるものはありませんで
した。むしろけたたましい発射の
後の、時が停滞したかのような静
けさ。重大な任務を終えた時の、
安堵感と虚脱感のまざりあった
ある種の物寂しさ。そうした、祭
りの後とでもいうべきか、ロケッ
ト打ち上げにともなうきわめて
人間的な部分あるいは余韻に画
家たちの気持ちが向かっている
のはいかにも暗示的かつ象徴的
でした。（審査委員長講評より）
●光と音と共にロケットが宇宙
へと打ち上げられた瞬間と、その
直後の空に残された静けさ、あの
時自分の中に留まった確かな「感
覚を信じて描く」ことで、作品を
観ていただく方に瞬間の感動が
伝わるのでは、と描き続けました。
（受賞コメントより）

最優秀賞

今川教子『光』

●鉱物を基本とする顔料に全面
的に依拠している日本画は、いわ
ば元素的な絵画ともいえるので
す。こう考えてくると日本画と固
体燃料ロケットの親近性がよく分
かります。（中略）熊谷氏の作品
は、大量の煙を噴出させながら大
空に小さくなっていくロケットを
いくぶんイラスト的に描いたダイ
ナミックなものですが、描写すべ
きすべてを墨（まさに炭素の塊）
の濃淡に移行させている点で、
これまた精神的かつ象徴的な表
現の次元に到達しているといえ
るでしょう。ロケットのダイナミズ
ムを「表現する」のに、噴煙ばか
りを前面に押し出すことでむし
ろ「表現しない」のも、心憎い演
出です。（審査委員長講評より）
●実見したことの情報量はあまり
に大きく、非現実的な体験でも
ありました。が、印象として最後
に残ったのは打ち上げに関わっ
た皆さんの素晴らしい笑顔でし
た。シンプルな“力”で“まっすぐ
に”宇宙を目指す姿を表現しよう
としました。（受賞コメントより）

優秀賞

「ひので」が観測した部分日食（2007年2月17日）

M-Vロケット7号機打ち上げ
（2006年9月23日）

熊谷曜志
『夢の向こう』

●一緒に審査をさせていただい
たJAXAの的川泰宣さんが、『夢』
をしげしげと眺められて、「発射
の後というのは本当にこんな風
です」とおっしゃったことからも
わかるように、伝統的な日本画
においては「静」が「動」を包み込
み、まさに余韻として象徴するの
です。（審査委員長講評より）
●人の夢ではなく、ロケット発射
台の夢というイメージで題といた
しました。ロケット発射後の発射
台が、そのロケットの飛び去って
いった彼方を想い、夜に夢見て
いる様子をイメージして描いたの
です。東洋絵画の理想は「天と
地を等しくする」ことではないか
と考えました。私自身の宇宙観
を深慮する機会を与えられ、感
謝しています。（受賞コメントより）

優秀賞

中嶋安階『夢』

●この鋭角的な発射塔そのもの
がそこにあるべきロケットを体現
し、象徴していることはもはや疑
いようのないことなのです。ロケ
ット発射をすでに目撃していた作
者は、宇宙に向けて静かに佇立
するかのような発射塔を描きな
がら轟音と光の渦巻くあの瞬間
を反芻していたに違いありません。
（審査委員長講評より）
●M-Vロケット7号機の打ち上げ
を準備段階から見学させていた
だき、目の前に繰り広げられて
いる現実として、「そら」の奥へ
と視点を向けている開発者の
方、技術者の方、内之浦地区の
方、JAXA関係者の方々を目に
してきました。見送ったロケット
が空の奥へ奥へと進んでいった
さまに、今もその奥で観測し続
けている太陽観測衛星「ひので」
と、打ち上げに関わった方々の
想いを、内之浦の「そら」の色に
感じました。（受賞コメントより）

審査員特別賞

田中敦子『宙（そら）』

日

本

画

は

宇

宙

を

描

く
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2007年4月1日から「H-ⅡBロケットプロジェクトチーム」が立ち上げられ、
開発はいよいよクライマックスを迎える。
H-ⅡBとはいったいどんなロケットなのかをより良く理解してもらうため、
素朴な7つの質問にシンプルに答える形式で、
ロケットの特徴や開発の進捗状況などをまとめた。
（構成・文／喜多充成）

H-ⅡAプロジェクトチーム・
ファンクションマネージャ

取材協力・有田誠

H -ⅡB ロケット 7 つ の Q & A
際の射点に第1段の
機体を置いた状態で

の燃焼試験を伴う「CFT」
と、地上設備との整合性
を確認する「GTV」を経て、
09年度に初フライトの予定。

実 基のLE-7Aに同時点
火する燃焼試験を

三菱重工業株式会社の田
代試験場で、ほぼ実機大
のタンクの強度を確認する
試験を同社の大江工場で、
実施する予定だ。
▼「クラスター燃焼試験
は、燃料タンク容量の制
約から50秒間だけですが、
同時点火は初めて。またタ
ンクの強度試験は、実際
の飛行時を上回る荷重を
かけて設計の正しさを確認
します」（有田）

2

なぜ「Ｂ」と
名付けたのか?

いつ初号機が
飛ぶのか?

「CFT」「GTV」
を経て、09年度に
初フライトの
予定です。

当面の開発の
ハイライトは?

07年度以降に
「クラスター燃焼試験」
と「タンク強度試験」
を行います。

太い機体、
製造は難しい?

難度は高いが、
現実的な範囲に
収まっています。
従来からの
職人技に、
最新の設計手法、
接合技術、
検査技術などを
組み合わせて
当たっています。

Ｈ-ⅡＡとの
共通部分は?

第1段と
段間部以外は、
ほぼすべてです。

なぜその太さ
（5.2ｍ）なのか?

総合的な検討の
結果です。
デルタⅣ（5ｍ）と
アリアンⅤ（5.4ｍ）
の中間となったのは
偶然です。

なぜ
太くしたのか?

パワーアップのため、
燃料タンクを
大きくしたからです。

-Ⅱシリーズは推進薬
に液体水素と液体

酸素を使うロケットであ
る。HTV（宇宙ステーショ
ンへの物資補給を担う。
最大で16.5トン）のような
重量級のペイロードや複
数衛星の同時打ち上げに
対応するため、H-ⅡBでは
第1段をパワーアップした。
その方法は、タンクの直径
を4mから5.2mに拡大して
全長も1m伸ばし、推進薬
を約1.7倍搭載すること。
そしてこの大量の推進薬
を2基のLE-7Aエンジンで
燃焼させることだ。これに
よって、より大きな運動エ
ネルギーと位置エネルギー
をペイロードに与え、所定
の軌道に送り届けること
ができる。

H

径を大きくすればタ
ンク容量が増し、打

ち上げ能力は高まる。だが
大きすぎると製造難度が増
し、組み立て作業や射点の
設備にも大幅な改修が必
要となる。さらに液体ロケ
ットの場合、軽量化のため
にタンクの外皮がロケット
の構造材を兼ねるため、構
造強度上の配慮も重要と
なる。加えて、ペイロードの
軌道と推進薬の量によって
飛翔プロファイルは変わっ
てくるが、分離後の機体の
落下域が人が住んでいる地
域（島嶼

とうしょ

など）にかからない
ような配慮も必要だ。
改良／新規開発を問わ

ずロケットの設計にはこの
ようにペイロード、軌道、
射点設備、飛翔プロファ
イル、製造・検査工程など
多くのパラメーターが関わ
る。今回の場合は「5m案」
「5.2m案」「5.4m案」の3
つのケースで最終的な比
較検討が行われ、「5.2m」
が勝ち残った。
▼「ロケットの能力を決め
る上で最も重要なのは第1
段です。Ｈ-Ⅱから数えてか
れこれ20年の歴史を重ね
て、やっとその第1段の大
型化に手を付けることが
できるようになった、とお
考えください」（有田）

直規開発要素をいか
に減らすかが信頼性

確保のカギとなる。第1段
の太径化とLE-7Aエンジ
ンを2基束ねたクラスター
仕様、そして1段と2段の
つなぎ目となる段間部以
外はほぼ、H-ⅡAで使用実
績があるものを用いる。2
基のLE-7Aエンジンに燃
料や酸化剤を送る配管も、
H-ⅡAと同じものを1本ず
つ使用することにした。軽
量化を考えれば1本にまと
めたほうが有利だが、ここ
では実績のある配管を2本
使用し信頼性を優先させ
た。「流体の未知の挙動」
に足をすくわれたH-Ⅱ8号
機の経験も少なからず影
響をしているにちがいな
い。このほかにも「きく8号」
の打ち上げに使われたH-
ⅡA204型で、かなりの部
分の技術が実証済みのも
のとなっている。
▼「LE-7Aエンジンの長ノ
ズル化、タンクの強化、
SRB-Aの4本同時使用な
どのハードルをクリアした
204型は、いわばH-ⅡAシ
リーズの完成形です。これ
があったから、H-ⅡBの開
発もスムーズに進むので
す」（有田）

新

体そのものであるタ
ンクの径を太くして

強度を保つためには、タン
クの材料となるアルミ板の
板厚を増やす必要がある。
軽量化のため、障子の桟の
ように一部を残して薄肉化
（アイソグリッド構造）する
加工を行った後、丸めて接
合する際に、「摩擦攪拌

まさつかくはん

接
合（FSW）」というマジック
のような手法を採用した。
これは、硬いピンを接合部
に押し込み、回転させたと
きの摩擦熱で柔らかくなっ
た金属どうしをからみ合わ
せ、接合してしまうという方
法。溶接時の熱に影響さ
れ強度低下が起きる部分
がごく少なく、溶接では板
厚が増すと加速度的に難
度の上がる「検査」の負担
を大幅に軽減してくれる
などのメリットがある。ま
た、タンク頂部・底部の半
球状の部材「タンクドーム」
の加工設備はすでに06年6
月、三菱重工業・広島製
作所内に完成している。
▼「直径5.2ｍのアルミの
板が回転しながら成形さ
れていく（スピニング=へ
ら絞り加工）様子は、壮観
ですよ」（有田）

機

初は「B級というと
二級品のようなイメ

ージがある」「B級グルメな
ら安くておいしいという肯
定的なニュアンスで定着し
ているぞ」などと議論があ
り、果ては「なんだかエンピ
ツみたい」という声もあっ
たが、「太さと力強さをイ
メージさせるBoldのBでい
いじゃないか」「ぶっといの
Bでもあるし」とH-ⅡBに落
ち着いた……というのは
エイプリルフール向けの内
輪の話。本当のところは、
H-Ⅱの改良型だからH-Ⅱ
A、その増強型だからH-Ⅱ
Bというシンプルな理由に
よるもの。

当

Ｈ-Ⅱの改良型
だからＨ-ⅡA、
その増強型だから
Ｈ-ⅡBという
シンプルな理由に
よるもの。

板の移動

回転

加圧

先端の突起物

接合部

溶接線

H-ⅡBロケットの打ち上げ想像図

摩擦攪拌接合（FSW）の技術

H-ⅡAとH-ⅡBの比較

H-ⅡBカット図
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JAXAは2007年度、H-ⅡAロケットにより月周回衛星SELENE（セレーネ）と
超高速インターネット衛星WINDSの打ち上げを予定しています。また、米国航空宇宙局（NASA）のスペースシャトルによる、
国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟の船内保管室と、船内実験室／ロボットアームの打ち上げも行われます。

今回は、この4つのミッションの内容をご紹介します。

工衛星を用いた
「いつでも」「どこ
でも」「安心して」

高速通信のサービスを受け
ることができる社会をめざ
す。超高速インターネット
衛星WINDSは、そんな社
会の実現に必要な技術の
開発・実証を目的とした人
工衛星です。
現在、情報通信研究機

構（NICT）と共同で開発が
進められており、打ち上げ
後は、インターネット、教
育、災害対策などの各分
野において衛星利用を推
進する、宇宙インフラ構想
「i-Space」の中で、大容量
データ通信分野の技術実
証の役割を担う衛星とな
ります。

昨年12月に衛星のアン
テナ部分（マルチビームア
ンテナ＝MBA）のプロトフ
ライトモデルが完成し、現
在は筑波宇宙センターで、
軌道上で確実に主反射鏡
が展開することを確かめる
「主反射鏡展開試験」や、
ロケット打ち上げ時の振動
に耐えることを確認する「正
弦波振動試験」などの各種
試験が行われています。
また、衛星本体のプロト

フライトモデルも組み立て
作業が終わっており、現在
は、衛星に搭載されるミッシ
ョン機器・バス機器が、打ち
上げから静止軌道上での運
用までのすべての段階で正
常に動作するかどうかを確
認する試験を行っています。

人 SELENE

WINDS

きぼう

きぼう

月周回衛星SELENE

周回衛星SELENE
（SELenological
and ENgineering

Explorer）は、約40年前に
行われたアメリカのアポロ
計画以来となる本格的な
月探査機であり、かつ日本
初の大型月探査機として、
世界各国から注目されて
いるミッションです。
今年夏に種子島宇宙セ

ンターからH-ⅡAロケットで
打ち上げられ、その後、約
1年間、月の周囲を回りな
がら、月の起源と進化を解
明するためと、将来の月の
利用のためのさまざまな観
測を行います。

SELENEが行うのは、月
表面の元素組成、鉱物組
成、地形、表面付近の地
下構造、磁気異常、重力
場の観測などで、これを月
の全域にわたって行うこと
で、依然として謎のベール
に包まれている「月の進化
と起源」について総合的に
解明できるのではないかと
期待されています。
また、将来月の利用の

可能性を調査する重要な
データ資料とするため、プ
ラズマ、電磁場、高エネル
ギー粒子など月周辺の環
境計測も行います。

月

超高速インターネット衛星WINDS

部で3回に分け
て打ち上げられ
る「きぼう」日本

実験棟のうち、1便目の打
ち上げとなる「船内保管室」
は、日本初の有人宇宙機
となります。その米国航空
宇宙局（NASA）のSTS-123
（1J/A）ミッションは、スペ
ースシャトル「エンデバー号」
で行われ、日本人の土井
隆雄宇宙飛行士が搭乗す
ることが決まっています。

「船内保管室」は、打ち上
げ時には実験ラックなどを
運ぶコンテナとして使用さ
れ、軌道上で国際宇宙ス
テーションに取り付けられ
てからは、主に保管庫とし
て使われます。システム機
器、実験装置などのメン
テナンスに必要なツール
や、実験試料、そして機器
の故障に備えて準備される
予備品などが保管される予
定です。

全

「きぼう」日本実験棟：船内保管室

「きぼう」日本実験棟：船内実験室／ロボットアーム

際宇宙ステーシ
ョン計画では、
宇宙空間という

特別な環境を利用して、地
球観測や天体観測、材料
実験、医薬品の開発や通
信技術開発など、私たち人
類の将来を託す実験や研
究、技術開発を行います。
日本初の有人実験施設

となる「きぼう」日本実験棟
は、船内実験室と船外実
験プラットフォームの2つの
実験スペースからなります。
このうち船内実験室は長さ
11.2m、直径4.4mの大き
さです。1気圧の環境下で
搭乗員が宇宙服を着用す
ることなく、微小重力環境

を利用した各種実験を行う
ことができる実験室です。
また、船外実験プラット

フォームの実験で、人間の
代わりに作業を行う「腕」
となる部分がロボットアー
ムです。「きぼう」のロボッ
トアームは、親アーム、子
アームという大小2つのア
ーム（腕部）をもち、「親ア
ーム」は大型装置の移動な
ど、先端の「子アーム」は
細かい作業を行うときに
使用します。
「きぼう」打ち上げの2便
目となる本ミッションで打
ち上げられるのは、船内実
験室と、ロボットアームの
親アームの部分です。

国

2006年10月、筑波宇宙センターで公開されたSELENEの機体。
今後は、夏の打ち上げに向けた種子島での準備作業が始まります。

超高速インターネット衛星WINDS（想像図）

上／船内実験室
（2003年、
ケネディ宇宙センターに
運ばれる前のもの）
右／2006年11月、
筑波宇宙センターで
公開された
ロボットアーム

輸送のため、筑波宇宙センターでコンテナに積み込まれる船内保管室。
この後、2月7日に横浜港を出港し、米国フロリダ州のケネディ宇宙センターと
隣接するポートカナベラル港まで船で運ばれました。
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Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
は
１
９
９
５
年
度
か
ら
12

年
間
に
わ
た
り
、
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ

（
Ｒ
Ｓ
）や
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム（
Ｇ
Ｉ

Ｓ
）分
野
に
お
け
る
人
材
の
育
成
を
目

的
と
し
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
府
職
員

を
対
象
と
し
た
初
級
・
中
級
Ｒ
Ｓ
・
Ｇ
Ｉ

Ｓ
研
修
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
研

修
活
動
は
、
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
に
あ
る
ア

ジ
ア
工
科
大
学
院
大
学（
Ａ
Ｉ
Ｔ
）に

お
い
て
、
各
国
実
務
者
レ
ベ
ル
の
た
め

に
展
開
し
て
き
た
も
の
で
す
。
こ
の
た
び

研
修
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
日
本
で

の
上
級
研
修
が
計
画
さ
れ
、
タ
イ
の
宇

宙
機
関
Ｇ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｄ
Ａ
及
び
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
宇
宙
機
関
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
と
継
続

中
の「
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」か
ら
も
研
修
生
を
招
き
ま
し
た
。

参
加
し
た
の
は
タ
イ
か
ら
９
名
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
か
ら
９
名
、
そ
し
て
ス
リ
ラ
ン

カ
か
ら
１
名
の
総
勢
19
名
で
す
。
こ
の

日
本
で
の
上
級
研
修
は
１
月
９
日
か
ら

28
日
ま
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
滞

在
中
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
み
、
日
本

を
初
め
て
訪
れ
る
と
い
う
人
が
ほ
と
ん

ど
だ
っ
た
メ
ン
バ
ー
と
20
日
間
行
動
を

共
に
し
た
の
は
、
衛
星
利
用
推
進
セ
ン

タ
ー
防
災
利
用
シ
ス
テ
ム
室
の
猪
俣
陽

子
主
査
で
す
。

「
今
回
の
上
級
研
修
は
、Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ

が
ど
う
い
う
機
関
で
あ
る
か
を
ま
ず
知

っ
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
日
本
国
と

し
て
の
防
災
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
も
学
ん
で
も
ら
う
と
い
う
目
的
か
ら

始
ま
っ
た
も
の
で
す
。
Ａ
Ｉ
Ｔ
で
行
っ

て
き
た
研
修
で
は
、
こ
れ
ま
で
ア
ジ
ア

27
か
国
延
べ
１
０
０
０
名
以
上
の
政

府
職
員
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
て
き
ま
し

た
。
研
修
生
も
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
、
Ｒ

Ｓ
や
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
分
野
で
活
躍
し
て
い

ま
す
。
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
で
は
現
在〝
セ
ン
チ

ネ
ル
・
ア
ジ
ア（
ア
ジ
ア
の
監
視
員
）〞

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ

て
お
り
、
こ
れ
を
海
外
の
人
に
レ
ク
チ

ャ
ー
す
る
こ
と
が
今
回
の
研
修
の
第

１
の
目
的
で
し
た
」

「
セ
ン
チ
ネ
ル
・
ア
ジ
ア
」に
つ
い
て

は
、
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
・
Ｒ
Ｓ
利
用
開
発
部

門
研
究
員
の
イ
タ・
カ
ロ
リ
ー
タ
氏
も

「
デ
ー
タ
の
共
有
が
で
き
る
の
で
と
て

も
有
意
義
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
」

と
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。

研
修
の
も
う
１
つ
の
目
的
は
、日
本

の
防
災
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
ど
ん
な

研
究
組
織
で
ど
の
よ
う
な
研
究
を
行

っ
て
お
り
、
防
災
と
い
う
も
の
を
ど
う

捉
え
て
い
る
の
か
を
知
っ
て
も
ら
う
と

い
う
こ
と
。
猪
俣
主
査
は
、「
そ
の
た

め
に
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
府
職
員
や

宇
宙
機
関
の
方
々
に
実
際
に
現
状
を

の
よ
う
に
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
て
い
る
の

か
と
た
ず
ね
て
い
ま
し
た
。
訪
れ
た

先
々
で
、
と
て
も
技
術
的
な
質
問
を

す
る
の
で
そ
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
に
驚
か

れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
実
務
的
な
人
々

が
来
て
実
際
に
多
く
の
も
の
を
見
る

の
は
、と
て
も
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
」

自
国
に
ロ
ケ
ッ
ト
射
場
を
も
た
な
い

研
修
生
た
ち
が
興
奮
し
た
の
は
、
や

は
り
種
子
島
の
宇
宙
セ
ン
タ
ー
。
陸

域
観
測
技
術
衛
星「
だ
い
ち
」が
こ
こ

か
ら
打
ち
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
も
、
何
度
も
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
関
係
者
に

確
認
す
る
ほ
ど
で
し
た
。
ボ
ゴ
ー
ル
農

業
大
学
Ｇ
Ｉ
Ｓ
・
Ｒ
Ｓ
分
野
の
講
師

で
あ
る
バ
バ・
バ
ラ
ス
氏
は「
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ

は
基
礎
分
野
か
ら
開
発
・
応
用
分
野

ま
で
の
業
務
を
機
能
的
に
統
合
し
て

い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
リ
モ
ー
ト
セ
ン

シ
ン
グ
の
機
能
に
つ
い
て
も
、
災
害
規

模
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
、
う
ま
く
活

用
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
災

害
時
に
は
衛
星
デ
ー
タ
は
無
償
で
提

供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

は
セ
ン
チ
ネ
ル
・
ア
ジ
ア
に
期
待
し
て

い
ま
す
」と
述
べ
ま
し
た
。

今
回
訪
れ
た
研
修
生
は
皆
そ
れ
ぞ

れ
ち
が
う
専
門
分
野
で
防
災
に
携
わ

っ
て
お
り
、
自
国
で
の
よ
り
積
極
的

な
取
り
組
み
の
必
要
性
も
強
く
感
じ

て
い
る
人
ば
か
り
。
衛
星
画
像
や
宇

宙
の
利
用
に
関
し
て
も
積
極
的
な
見

解
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
防
災
に

関
す
る
教
育
の
大
切
さ
も
よ
く
理
解

し
て
い
ま
す
。
Ｇ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｄ
Ａ
国
際

協
力
部
門
ア
ク
テ
ィ
ン
グ
チ
ー
フ
の
ス

リ
サ
ン・
カ
オ
ジ
ャ
リ
ン
氏
は
、「
国
際

協
力
に
よ
る
デ
ー
タ
の
共
有
に
よ
っ

て
、
地
球
規
模
で
相
互
理
解
が
深
め

ら
れ
る
」と
話
し
ま
す
。
ス
リ
ラ
ン
カ

測
量
局
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
、
Ｈ
・
Ｊ
・

Ｓ
・
フ
ォ
ン
セ
カ
氏
は「
日
本
は
防
災

管
理
に
お
け
る
先
進
国
と
し
て
、
積

極
的
に
ア
ジ
ア
の
発
展
途
上
国
を
支

援
し
て
ほ
し
い
」と
述
べ
ま
し
た
。

今
回
の
研
修
で
は
大
き
な
成
果
が

あ
り
ま
し
た
。
参
加
し
た
研
修
生
は

今
後
、
セ
ン
チ
ネ
ル
・
ア
ジ
ア
の
積
極

的
な
展
開
に
も
関
わ
っ
て
く
れ
る
に
ち

が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
の
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
パ

イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
展
開
に
お

い
て
も
、
よ
り
い
っ
そ
う
の
意
思
疎
通

が
図
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

猪
俣
主
査
は
人
材
育
成
に
つ
い
て

よ
り
積
極
的
な
姿
勢
と
長
い
ス
パ
ン

で
成
果
を
出
し
て
い
く
忍
耐
が
必
要

と
い
い
ま
す
。
今
後
は
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
加

え
て
、
よ
り
多
く
の
防
災
関
連
組
織

等
が
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
材
育
成
に
携

わ
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

JAXAは長期ビジョンの1つでもある「アジア地域に対する取り組み」
として、「災害管理・低減のための宇宙を利用したシステムのアジア地域への展開」と

「アジア地域の人材育成と研究交流」を推進しています。
今年1月、これまで行ってきたアジア諸国の宇宙機関や関係省庁の政府職員を対象とした

研修のフォローアップとして、日本での20日間にわたる上級研修を行い、
わが国の防災に対する取り組みやJAXAの活動について

理解を深めてもらいました。

み
が
、
自
分
た
ち

の
ほ
う
に
ぐ
っ
と

近
づ
い
て
き
た
感

じ
が
し
た
〞
と
言

っ
て
も
ら
え
ま
し

た
」と
振
り
返
る

猪
俣
主
査
。
特

に
国
土
地
理
院

や
防
災
科
学
技

術
研
究
所
で
日

本
の
最
先
端
シ

ス
テ
ム
に
ふ
れ
た

研
修
生
の
反
応

は
、
と
て
も
大
き

な
も
の
で
し
た
。

「
国
土
地
理
院

が
全
土
に
整
備

し
た
電
子
基
準

点
で
連
続
観
測

を
実
施
し
、
日
本

列
島
の
地
殻
変

動
を
常
に
監
視

し
て
い
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ

連
続
観
測
に
つ

い
て
も
、
毎
年
電

子
基
準
点
を
ど

見
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
今
後
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

展
開
し
て
い
く
上
に
お
い
て
も
、
お
互

い
の
理
解
を
深
め
る
の
に
か
な
ら
ず
貢

献
す
る
と
考
え
ま
し
た
」と
話
し
ま
す
。

研
修
先
と
な
っ
た
の
は
、主
に
Ｊ
Ａ

Ｘ
Ａ
関
連
施
設
と
防
災
機
関
。
Ｊ
Ａ

Ｘ
Ａ
の
地
球
観
測
セ
ン
タ
ー
や
種
子

島
宇
宙
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
ほ
か
、
リ
モ

ー
ト
・
セ
ン
シ
ン
グ
技
術
セ
ン
タ
ー
や

防
災
科
学
技
術
研
究
所
と
京
都
大
学

防
災
研
究
所
、ア
ジ
ア
防
災
セ
ン
タ
ー
、

国
土
地
理
院
な
ど
を
訪
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
文
部
科
学
省
主
催
の
Ｇ
Ｅ
Ｏ

Ｓ
Ｓ
ア
ジ
ア
太
平
洋（
Ａ
Ｐ
）シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
も
参
加
す
る
な
ど
、
非
常
に

充
実
し
た
プ
ラ
ン
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

「
世
界
的
な
動
き
を
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
で
、研
修
生
に
も〝
地
球
観
測
を
利

用
し
た
世
界
的
な
防
災
へ
の
取
り
組

日
本
の
防
災
シ
ス
テ
ム
と

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
の
取
り
組
み
を

そ
の
目
で
見
て
も
ら
う

最
先
端
シ
ス
テ
ム
と

幅
広
い
業
務
へ
の
驚
き
と

高
い
関
心

ア
ジ
ア
に
対
し
て

よ
り
積
極
的
な
取
り
組
み

※
セ
ン
チ
ネ
ル
・
ア
ジ
ア（S

entinelA
sia

）

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
災
害
管
理
を
目
的
に
、
地

球
観
測
衛
星
画
像
な
ど
の
災
害
関
連
情
報
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
共
有
す
る
活
動
で
す
。
Ａ
Ｐ

Ｒ
Ｓ
Ａ
Ｆ（
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
宇
宙
機
関
会
議
）

加
盟
の
宇
宙
機
関
、
ア
ジ
ア
防
災
セ
ン
タ
ー
を
始

め
と
す
る
ア
ジ
ア
の
防
災
機
関
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
の
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム（
Ｗ
ｅ
ｂ
│

Ｇ
Ｉ
Ｓ
）

を
提
供
す
る
慶
應
義
塾
大
学
な
ど
が
協
力
し
て

推
進
し
て
い
ま
す
。

セ
ン
チ
ネ
ル
・
ア
ジ
ア
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト：

http://dm
ss.tksc.jaxa.jp/sentinel/

種子島宇宙センターを視察中の研修生たち（1月18日）

活発な討議が行われた帰国前報告会のようす（1月26日）

インタビューに答えてくれた
4人の研修生

Ｌ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
・
Ｒ
Ｓ
利
用
開
発
部
門

研
究
員
の
イ
タ
・
カ
ロ
リ
ー
タ
氏

ボ
ゴ
ー
ル
農
業
大
学
Ｇ
Ｉ
Ｓ
・Ｒ
Ｓ

分
野
の
講
師
で
あ
る
バ
バ
・
バ
ラ
ス
氏

Ｇ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｄ
Ａ
国
際
協
力
部
門

ア
ク
テ
ィ
ン
グ
チ
ー
フ
の

ス
リ
サ
ン
・
カ
オ
ジ
ャ
リ
ン
氏

ス
リ
ラ
ン
カ
測
量
局
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
、

Ｈ
・
Ｊ
・
Ｓ
・
フ
ォ
ン
セ
カ
氏

衛
星
利
用
セ
ン
タ
ー

防
災
利
用
シ
ス
テ
ム
室

猪
俣
陽
子
主
査

（
取
材
・
文
／
山
中
つ
ゆ
）

※
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平成19年3月31日発行

JAXA'ｓ編集委員会
委員長　　的川泰宣
副委員長　矢代清高
委員　　　浅野眞／寺門和夫
顧問　　　山根一眞

土井隆雄宇宙飛行士が搭乗する「きぼう」1便目の搭乗員が決定
INFORMATION 2

最 前 線

JAXAは2月24日、H-ⅡAロケット12
号機を種子島宇宙センターから
打ち上げました。12号機は正常
に飛行し、情報収集衛星2機（レ
ーダ2号機・光学3号機実証衛星）
を所定の軌道に投入しました。

米国航空宇宙局（NASA）はこの
ほど、「きぼう」日本実験棟の打
ち上げ1便目となるSTS - 1 2 3
（1J/A）ミッションでスペースシャ
トル「エンデバー号」に搭乗する
宇宙飛行士を発表しました。同
ミッションでは、「きぼう」の船内
保管室のほか、カナダの特殊目
的ロボットアームを国際宇宙ステ
ーションに取り付けます。土井隆
雄宇宙飛行士の搭乗はすでに発
表されていましたが、これで搭乗
員全員が決まったことになりま
す。同ミッションの搭乗員は、写
真左から、ドミニク・L・ゴーリ（コ
マンダー）、グレゴリー・H・ジョン
ソン（パイロット）、リチャード・M・
リネハン、ロバート・L・ベンケン、
マイケル・J・フォアマン、土井隆雄
（以上、MS：搭乗運用技術者）
の6名。

毎年4月18日の「発明の日」を含
む1週間は「科学技術週間」です。
JAXAもこれに合わせて全国各地
で実験施設の公開やいろいろな
イベントを実施しますので、ぜひ
ご参加ください。一般公開の詳
細については、JAXA広報部、ま
たは各事業所へお問い合わせく
ださい。

Ｈ
│
Ⅱ
Ａ
ロ
ケ
ッ
ト

12
号
機
、

打
ち
上
げ
成
功

IN
F
O

R
M

A
T
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N
1

将
来
の
宇
宙
探
査
の

あ
り
方
を
検
討
す
る

「
宇
宙
探
査

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」を

京
都
で
開
催

IN
F
O

R
M

A
T
IO

N
3

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
は
３
月
６
、
７
日
の
２
日

間
、
京
都
市
内
の
ホ
テ
ル
で「
太
陽
系

大
航
海
〜
そ
こ
で
何
を
見
つ
け
何
を

得
る
の
か
〜
」を
テ
ー
マ
に
し
た
宇
宙

探
査
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し

た
。
今
後
、
全
日
本
的
に
宇
宙
探
査

に
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
、
広
く
国
内

の
専
門
家
の
方
々
の
参
加
を
得
て
、

将
来
の
宇
宙
探
査
の
計
画
を
議
論
し

よ
う
と
い
う
主
旨
で
、
基
調
講
演
を

樋
口
理
事
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
の
グ
リ
フ
ィ
ン

長
官
、
Ｅ
Ｓ
Ａ
の
ド
ー
ダ
ン
長
官
ら

が
行
っ
た
ほ
か
、「
月
探
査
へ
の
期
待
」

「
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
の
宇
宙
探
査
取
り
組
み

へ
の
期
待
」と
題
し
た
２
つ
の
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
が
行
わ
れ
、

活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
３
月
７
〜
９
日
に
は
同
じ
く

京
都
市
内
で
、14
宇
宙
機
関
か
ら
約

50
名
の
代
表
団
が
集
ま
っ
た「
国
際

宇
宙
探
査
戦
略
に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
」も
開
か
れ
、
宇
宙
探
査
の
意

義
や
国
際
調
整
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

各
国
が
国
際
協
力
に
向
け
た「
調
整

の
仕
組
み
」を
ま
と
め
る
た
め
の
検
討

を
行
い
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
と
日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会
連

盟
、
リ
モ
ー
ト
・
セ
ン
シ
ン
グ
技
術
セ

ン
タ
ー（
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
）は
２
月
28

日（
現
地
時
間
）、
陸
域
観
測
技
術
衛

星「
だ
い
ち
」ミ
ッ
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
一
環
で
実
施
す
る「
世
界
寺
子

屋
運
動
」
支
援
の
第
１
弾
と
し
て
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和

国
パ
ル
ワ
ン
県
の
寺
子
屋（
学
び
の

場
）に「
だ
い
ち
」が
撮
影
し
た「
宇
宙

か
ら
見
た
学
校
」
周
辺
の
ポ
ス
タ
ー

と
小
冊
子
を
贈
呈
し
ま
し
た
。
日
本

ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟
が
進
め
る「
世

界
寺
子
屋
運
動
」は
、
世
界
中
の
学

校
に
行
け
な
い
子
ど
も
や
、
学
校
に

行
け
ず
に
大
人
に
な
っ
て
文
字
の
読

み
書
き
が
で
き
な
い
人
た
ち
に
対
し
、

「
学
び
の
場
＝
寺
子
屋
」で
読
み
書
き

や
算
数
を
学
べ
る
よ
う
に
教
育
の
機

会
を
提
供
す
る
も
の
で
す
。

「
だ
い
ち
」画
像
デ
ー
タ
を

活
用
し
た

世
界
寺
子
屋
運
動
支
援
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O

R
M

A
T
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N
4

JAXA各事業所が
科学技術週間に合わせて一般公開

INFORMATION 6

H-ⅡAロケット12号機の打ち上げ

STS-123に搭乗する宇宙飛行士6名

約300名が参加した熱気あふれるパネルディスカッション

●相模原キャンパス
（施設公開ではなく、東京・新宿の
新宿明治安田生命ホールにて
14：00～17：30
「第26回宇宙科学講演と映画の会」を開催）

●角田宇宙センター 10：00～15：30

●筑波宇宙センター 10：00～16：00
●種子島宇宙センター 10：00～16：00
●増田宇宙通信所 10：00～16：00

●航空宇宙技術研究センター 10：00～16：00

●勝浦宇宙通信所 10：00～16：00

●沖縄宇宙通信所 10：00～17：00

●地球観測センター 10：00～16：00

4月14日（土）

4月15日（日）

4月21日（土）

4月22日（日）

4月28日（土）

4月29日（日）

5月19日（土）

センジッド・ダラ村の寺子屋（学びの場）で行われた贈呈のようす

「きぼう」日本実験棟打ち上げ2便
目のスペースシャトル（STS-124/
1J）に星出彰彦宇宙飛行士の搭
乗が決定しました。「きぼう」船
内実験室と共に、スペースシャ
トル「アトランティス号」へ搭乗し、
国際宇宙ステーションに約2週間
程度滞在する予定です。今回の
発表により、フライトを予定して
いるJAXAの日本人宇宙飛行士
は、STS-123の土井隆雄宇宙飛
行士（クルーサポートアストロノー
ト山崎直子宇宙飛行士）、STS-
124の星出彰彦宇宙飛行士、国
際宇宙ステーションに長期滞在す
る若田光一宇宙飛行士（バック
アップ搭乗員・野口聡一宇宙飛
行士）の3名となりました。

「きぼう」日本実験棟打ち上げ
2便目のスペースシャトル

星出彰彦
宇宙飛行士の
搭乗が決定

INFORMATION 5

星出宇宙飛行士



事業所等一覧
東京事務所
〒100-8260
東京都千代田区丸の内1-6-5
丸の内北口ビルディング（受付2階）
TEL：03-6266-6000
FAX：03-6266-6910

航空宇宙技術研究センター
飛行場分室
〒181-0015
東京都三鷹市大沢6-13-1
TEL：0422-40-3000
FAX：0422-40-3281

角田宇宙センター
〒981-1525
宮城県角田市君萱字小金沢1
TEL：0224-68-3111
FAX：0224-68-2860

筑波宇宙センター
〒305-8505
茨城県つくば市千現2-1-1
TEL：029-868-5000
FAX：029-868-5988

地球観測センター
〒350-0393
埼玉県比企郡鳩山町大字大橋
字沼ノ上1401
TEL：049-298-1200
FAX：049-296-0217

内之浦宇宙空間観測所
〒893-1402
鹿児島県肝属郡肝付町
南方1791-13
TEL：0994-31-6978
FAX：0994-67-3811

三陸大気球観測所
〒022-0102
岩手県大船渡市三陸町吉浜
TEL：0192-45-2311
FAX：0192-43-7001

能代多目的実験場
〒016-0179
秋田県能代市浅内字下西山1
TEL：0185-52-7123
FAX：0185-54-3189

増田宇宙通信所
〒891-3603
鹿児島県熊毛郡中種子町
増田1887-1
TEL：0997-27-1990
FAX：0997-24-2000

勝浦宇宙通信所
〒299-5213
千葉県勝浦市芳賀花立山1-14
TEL：0470-73-0654
FAX：0470-70-7001

沖縄宇宙通信所
〒904-0402
沖縄県国頭郡恩納村字安富祖
金良原1712
TEL：098-967-8211
FAX：098-983-3001

本社
航空宇宙技術研究センター
〒182-8522
東京都調布市深大寺東町7-44-1
TEL：0422-40-3000
FAX：0422-40-3281

相模原キャンパス
〒229-8510
神奈川県相模原市由野台3-1-1
TEL：042-751-3911
FAX：042-759-8440

種子島宇宙センター
〒891-3793
鹿児島県熊毛郡南種子町
大字茎永字麻津
TEL：0997-26-2111
FAX：0997-26-9100

名古屋駐在員事務所
〒460-0022
愛知県名古屋市中区金山1-12-14
金山総合ビル10階
TEL：052-332-3251
FAX：052-339-1280

臼田宇宙空間観測所
〒384-0306
長野県佐久市上小田切
大曲1831-6
TEL：0267-81-1230
FAX：0267-81-1234

東京駅丸の内北口より徒歩1分　10：00～20：00・年中無休（元旦及び2月第3日曜日を除く）

東京駅

オアゾ
ショップ＆レストラン

2F

至 上野至 品川

皆様と宇宙を結ぶ

広場です。

ＪＡＸＡホームページ http://www.jaxa.jp
宇宙情報センターホームページ http://spaceinfo.jaxa.jp
最新情報メールサービス http://www.jaxa.jp/pr/mail/

〒100-8260 東京都千代田区丸の内1-6-5
丸の内北口ビルディング２階
TEL:03-6266-6400  FAX:03-6266-6910

広報部

小笠原追跡所
〒100-2101
東京都小笠原村父島桑ノ木山
TEL：04998-2-2522
FAX：04998-2-2360

海外駐在員事務所
ワシントン駐在員事務所
JAXA Washington  D.C. Office
2020 K Street, N.W.suite 325, 
Washington D.C .20006,U.S.A
TEL:202-333-6844
FAX:202-333-6845

ヒューストン駐在員事務所
JAXA Houston Office
100 Cyberonics Blvd.,
Suite 201 Houston, TX 77058 U.S.A
TEL:281-280-0222
FAX:281-486-1024

ケネディ宇宙センター駐在員事務所
JAXA KSC Office
O&C Bldg., Room 1014,  Code: JAXA-KSC,
John F. Kennedy Space Center FL 32899, U.S.A
TEL:321-867-3879
FAX:321-452-9662

パリ駐在員事務所
JAXA Paris Office
3 Avenue Hoche, 75008 Paris, France
TEL:1-4622-4983
FAX:1-4622-4932

バンコク駐在員事務所
JAXA Bangkok Office
B.B Bldg., Room No.1502, 
54, Asoke Road., Sukhumvit 21
Bangkok 10110, Thailand
TEL:2-260-7026
FAX:2-260-7027

衛星利用推進センター
大手町分室
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1
新大手町ビル7階
TEL：03-3516-9100
FAX：03-3516-9160

2004年の開業以来、多くの方々にご利用
いただいてきた情報センター「JAXAｉ」は
4月1日、装い新たにオープンします。
今回のリニューアルでは、日本の主力ロケッ
トH-ⅡAのメインエンジンLE-7Aを新たに設
置するほか、身近な暮らしの中に応用された
宇宙技術にスポットを当てるなど、今まで
以上に充実した内容の展示となっています。
お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄り
ください。

「JAXAi」リニューアルオープン


