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若田光一宇宙飛行士

これがISSだ!

若田宇宙飛行士
に続け!!

宇宙飛行士って
どんな仕事？

どうすればなれる？

取材協力／宇宙航空研究開発機構（JAXA）　
有人宇宙ミッション本部　宇宙飛行士運用技術部　
宇宙飛行士運用グループ　グループ長　阿部貴宏　
取材・文／後藤真子　撮影／青柳敏史

若田光一宇宙飛行士が、日本人で初めて
ISS（国際宇宙ステーション）の船長になる！　
フライト時のチーム編成や船長の役割、
宇宙飛行士の仕事について、
JAXAの阿部貴宏さんに取材してきたよ。
将来、宇宙飛行に携わるのも夢じゃない！ 1963年埼玉県生まれ。九州大学工学部航空工学科を卒業後、同大

学院で航空宇宙工学を専攻し博士号を取得。日本航空株式会社で機
体構造技術を担当した後、1992年、NASDA（現 JAXA）が募集
した宇宙飛行士候補に選ばれる。翌年、NASAからミッションスペ
シャリストに認定され、スペースシャトルで3回宇宙に行った。ロ
ボットアームの操作に長け、ロシア語も堪能で人望が厚く、日本で
初めて ISS の組み立てや長期滞在ミッションを経験、次の 4回目
のフライトで、いよいよ日本人初の ISS船長に！

正式名称は国際宇宙ステーション。地上約400kmの軌道で地球を
周回しながら、地球や宇宙の観測といろいろな実験・研究を行う有
人施設。アメリカ、ロシア、日本、カナダ、欧州宇宙機関（ESA）
が協力して建設・運用している。© JAXA/NASA

コマンダー

日本人初のISS船長!
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サバイバル訓練

　だからこそ、ISS船
コマンダー

長の大
おお

きな役
やくわ り

割は、「クルーが

個
こ こ

々のミッションを達
たっせ い

成し、責
せき に ん

任を果
は

たせるようサ

ポートすること」だと阿
あ べ

部さんは語
かた

る。誰
だれ

かが忙
いそが

し

すぎるときは作
さ

業
ぎょう

のバランスを調
ちょう

整
せい

したり、健
けんこ う

康や

安
あん ぜ ん

全に配
はい り ょ

慮したり。地
ち

上
じょう

の管
かん

制
せい

局
きょく

と連
れん け い

携し、計
けい か く

画の

調
ちょう

整
せい

も行
おこな

う。全
すべ

てのクルーに個
こ

別
べつ

のミッションを達
たっ

成
せい

させるためという、ある意
い み

味とても難
むずか

しいリーダ

ーシップが求
もと

められる司
し

令
れい

塔
とう

だ。もちろん、緊
きん

急
きゅう

時
じ

の指
し き

揮は船
コマンダー

長がとる。

　各
かく

クルーがミッションを達
たっせ い

成し、無
ぶ じ

事に地
ち

球
きゅう

に帰
かえ

るために、大
たいせ つ

切なのはチームワーク。広
ひろ

い ISSの中
なか

で別
べつ べ つ

々に作
さ

業
ぎょう

するからこそ、コミュニケーションと

チームワークが重
じゅう

要
よう

だ。フライト前
まえ

に地
ち

上
じょう

で行
おこな

う各
かく

種
しゅ

の訓
くん れ ん

練が、信
しん

頼
らい

関
かん

係
けい

を強
つよ

めてくれるが、ISSでど

んなふうにチームをまとめるのかは、船
コマンダー

長の腕
うで

の見
み

せどころ。そこで、若
わか

田
た

宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

が重
じゅう

視
し

している

のが、食
しょく

事
じ

。結
けっ そ く

束を高
たか

め、チームのパフォーマンス

を大
おお

きく発
はっ

揮
き

させるために、忙
いそが

しくても夕
ゆう

食
しょく

は 6名
めい

全
ぜん

員
いん

で共
とも

にしたい考
かんが

えだ。前
ぜん か い

回のフライトでも、サ

バの味
み

噌
そ

煮
に

やカレーライスといった宇
う

宙
ちゅう

日
に

本
ほん

食
しょく

は、

他
た

国
こく

のクルーに人
にん

気
き

だったそう。今
こん

回
かい

も、宇
う

宙
ちゅう

での

交
こう

流
りゅう

に、日
に

本
ほん

食
しょく

が一
ひと

役
やく

買
か

うかも？

乗
じょう

員
いん

（クルー）が滞
たい ざ い

在している。現
げん ざ い

在、地
ち

上
じょう

から

ISSへクルーを運
はこ

んでいるのは、ロシアの宇
う

宙
ちゅう

船
せん

ソ

ユーズだ。ソユーズは3人
にん

乗
の

りなので、ISSの6名
めい

は、全
ぜん い ん

員いっぺんには乗
の

り込
こ

めない。そこで時
じ き

期を

ずらしてフライトし、3名
めい

ずつ交
こう た い

代するシステムに

なっている。

　左
さ

図
ず

のとおり若
わか

田
た

宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

は、6か月
げつ

の滞
たい

在
ざい

期
き

間
かん

のうち前
ぜん は ん

半（第
だい

38次
じ

）を、すでに ISSにいた第
だい

37次
じ

からの継
けい ぞ く

続メンバーである、オレッグ・コト

フ宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

ら 3名
めい

と過
す

ごす。そして後
こう は ん

半（第
だい

39

次
じ

）は、その3名
めい

が地
ち

球
きゅう

へ帰
かえ

り、入
い

れ替
か

わりでやっ

て来
く

るスティーブン・スワンソン宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

ら 3名
めい

と過
す

ごす。このメンバー交
こう た い

代で、ISS船
コマンダー

長も、コト

フ宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

から若
わか

田
た

宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

にバトンタッチす

るのだ。　今
こ

年
とし

11月
がつ

7日
か

に打
う

ち上
あ

げ予
よ

定
てい

の宇
う

宙
ちゅう

船
せん

「ソユー

ズ」で、若
わか

田
た

光
こう

一
いち

宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

は自
じ

身
しん

4回
かい

目
め

の宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

に旅
たび

立
だ

つ。行
い

き先
さき

は、国
こく

際
さい

宇
う

宙
ちゅう

ステーション（ISS）

だ。ISSに約
やく

6か月
げつ

間
かん

滞
たい

在
ざい

し、天
てん た い

体の観
かん そ く

測や科
か

学
がく

実
じっ

験
けん

などのさまざまなミッションを行
おこな

うが、さらに今
こん

回
かい

は、後
こうは ん

半の2か月
げつ

間
かん

で船
コマンダー

長を務
つと

めることが決
き

まっ

た。日
に

本
ほん

人
じん

の宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

が ISSの船
コマンダー

長に就
しゅう

任
にん

するの

は、これが初
はじ

めて！ 期
き

待
たい

して、活
かつや く

躍を応
おうえ ん

援しよう。

　有
ゆう じ ん

人の宇
う

宙
ちゅう

施
し

設
せつ

である ISSには、通
つうじょう

常 6名
めい

の搭
とう

ソユーズは、何度も宇宙へ
行けるスペースシャトルと
異なり、1往復で使命を終
える使い切り。打ち上げら
れたソユーズは、そのまま
ISS にドッキングして、乗
せてきた3名が地球へ帰る
日を待っている。万が一
ISS で緊急事態が起きて
も、自分の乗って来たソユ
ーズがあるので、全員が地
球へ帰還できるしくみだ。

ればなりません。大
おお

きな意
い

味
み

で明
めい

確
かく

な役
やく

割
わり

を持
も

って

いるのは船
コマンダー

長です。他
ほか

の 5名
めい

はみなフライトエンジ

ニアと呼
よ

ばれるポジションになります。自
じ

分
ぶん

の国
くに

の

機
き

械
かい

の操
そう

作
さ

をより多
おお

く担
たん

当
とう

したり、船
せん

外
がい

活
かつ

動
どう

やロボ

ットアーム等
など

の特
とく

殊
しゅ

な作
さ

業
ぎょう

はクルーの中
なか

で担
たん

当
とう

が決
き

まりますが、共
きょう

通
つう

的
てき

に必
ひつ よ う

要なことは全
ぜん

員
いん

ある程
てい

度
ど

で

きるように訓
くん

練
れん

されています」との答
こた

え。まさに

全
ぜんい ん

員が、なんでもこなす精
せいえ い

鋭ぞろいだ。

　その上
うえ

で、得
とく

意
い

なことはどんどん活
い

かす。なぜな

ら宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

は、もとはパイロット、科
か

学
がく

のエキス

パート、医
い

者
しゃ

、エンジニアだった、という具
ぐ

合
あい

に、

それぞれ異
こと

なるバックグラウンドを持
も

っているから

だ。そうした得
とく

意
い

ジャンルの技
ぎ

術
じゅつ

や経
けい け ん

験は、当
とう ぜ ん

然、

チームの中
なか

で役
やく

立
だ

てられる。

　アメリカ、ロシア、日
に

本
ほん

など、国
こく せ き

籍もさまざまな

ISSのクルー。実
じつ

は、各
かく じ ん

人が自
じ

分
ぶん

のミッションを担
にな

って ISSにやって来
く

る。ISSはロシアやアメリカの

モジュールに分
わ

かれており、日
に

本
ほん

にも日
に

本
ほん

実
じっ

験
けん

棟
とう

「き

ぼう」がある。自
じ

国
こく

のモジュールを運
うんよ う

用して、その

中
なか

で無
む

重
じゅう

力
りょく

空
くう

間
かん

を利
り

用
よう

した様
さま

々
ざま

な実
じっ け ん

験を行
おこな

うなど、

一
ひと

人
り

一
ひと

人
り

がたくさんのミッションを抱
かか

えて長
ちょう

期
き

滞
たい

在
ざい

に臨
のぞ

んでいる。

約6か月間ISSに滞在
後半の2か月間は船長

機械操作、通信、宇宙実験
全員がなんでもできる！

船長の役割は、意外にも
クルーのサポート!?

チームワークが大切
「宇宙日本食」も貢献？

サバイバル訓練サバイバル訓練
2012年 2月、モスクワ郊外で行われた冬のサバイバル訓練。若田
宇宙飛行士は、同じソユーズに一緒に乗り込むチューリン、マスト
ラキオ両宇宙飛行士と参加した。厳しい自然の中で互いに協力し、
サバイバル。けが人役のチューリン宇宙飛行士を運ぶ場面も。

緊急時対応訓練で酸
素マスクを装着！

今年 7月、NASAジョンソン宇宙センタ
ーで行われた緊急事態対応訓練。若田宇
宙飛行士を含む第38次・第 39次の長
期滞在クルーが、それぞれ 6名全員で
参加した。ISS での火災、急減圧、空
気汚染を想定した緊急事態に、クルー
全員で対処し、チームワークを深めた。

ソユーズ宇宙船が不
時着したことを想定
した水上サバイバル
訓練。第 38次／第
39次長期滞在する、
若 田 宇 宙 飛 行 士
（左）、ミハイル・チ
ューリン宇宙飛行士
（真ん中）、リチャー
ド・マストラキオ宇
宙 飛 行 士 ( 右 )。
©JAXA/GCTC

©JAXA/NASA

チームワーク        を育む!

緊急事態の対応訓練

こんな訓練が

宇宙に飛び立つ前に、宇宙飛行士は
さまざまな訓練を受ける。厳しい訓練を共にして、
チームワークが育まれていく！

若田宇宙飛行士とISSに滞在するクルー

アメリカ ロシア ロシア

　ISSクルー6名
めい

の役
やく わ り ぶ ん た ん

割分担はどうなっているのだ

ろう。例
たと

えば機
き

械
かい

操
そう

作
さ

係
がかり

、通
つう

信
しん

係
がかり

、宇
う

宙
ちゅう

実
じっ

験
けん

係
がかり

とい

った割
わ

り振
ふ

りがあるのか？　JAXA宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

運
うん

用
よう

技
ぎ

術
じゅつ

部
ぶ

のグループ長
ちょう

の阿
あ

部
べ

貴
たか

宏
ひろ

さんに聞
き

くと、「機
き

械
かい

の操
そう

作
さ

、通
つう

信
しん

、宇
う

宙
ちゅう

実
じっ

験
けん

等
など

は全
ぜん

員
いん

が担
たん

当
とう

できなけ

第３８次長期滞在第37次長期滞在 第３9次長期滞在 第４０次長期滞在

 ©JAXA/NASA
第39/40次長期滞在クルー

スティーブン・
スワンソン

アレクサンダー・
スクボルソフ

オレッグ・
アルテミエフ

第38/39次長期滞在クルー

若田光一
日本

ミハイル・
チューリン

リチャード・
マストラキオ

第37/38次長期滞在クルー
ISS船長

オレッグ・
コトフ

ロシア

マイケル・
ホプキンス

アメリカ

フライトエンジニア

セルゲイ・
リザンスキー

(第３８次長期滞在時)

©JAXA/GCTC

フライトエンジニアISS船長
(第３9次長期滞在時)

フライトエンジニアISS船長
(第40次長期滞在時)

ロシア

ロシア アメリカ

アメリカ ロシア ロシア

©JAXA/NASA/
Carla Cioff

©JAXA/GCTC



2013.11  3938  2013.11

健
けんこ う

康で所
しょ て い

定の医
い

学
がく

基
き

準
じゅん

を満
み

たしている、チーム活
かつ

動
どう

がうまくやれる、英
えい

語
ご

ができて新
あら

たにロシア語
ご

を学
まな

ぶ努
ど

力
りょく

ができるといったもの。ただしこれらは将
しょう

来
らい

、変
か

わっていくかもしれない。

　最
さいし ん

新の情
じょう

報
ほう

にアンテナを張
は

り、宇
う

宙
ちゅう

研
けん

究
きゅう

がどうな

っているか、宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

はどんなことをしているか、

状
じょうきょう

況を把
は

握
あく

しながら、自
じ

分
ぶん

は何
なに

を努
ど

力
りょく

できるか考
かんが

え

　宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

の仕
し

事
ごと

として、真
ま

っ先
さき

に挙
あ

がるのはい

うまでもなく宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

、つまり、実
じっさ い

際にフライトす

ることだ。でも、考
かんが

えてみよう。若
わか

田
た

宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

だ

って、1992年
ねん

に宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

候
こう

補
ほ

に選
えら

ばれてからこ

れまでの21年
ね ん か ん

間で、フライトは今
こん か い

回を含
ふく

めて 4

回
かい

。しかも1回
かい

の搭
とう

乗
じょう

期
き

間
かん

は、長
なが

くても6か月
げつ

。

実
じつ

は、地
ち

上
じょう

で仕
し

事
ごと

をしている時
じ

間
かん

のほうが、ずっと

長
なが

いのだ。では、地
ち

上
じょう

ではどんな仕
し

事
ごと

をしているの

だろう？　

　JAXAの阿
あ べ

部さんによれば、まず挙
あ

げられるのは、

搭
とう

乗
じょう

のための訓
くんれ ん

練だ。前
ぜん

ページで紹
しょう

介
かい

したもののほ

か、さまざまな機
き き

器のメンテナンスや操
そう

作
さ

、医
い

学
がく

関
かん

連
れん

、ジェット機
き

の操
そう

縦
じゅう

、

たくさんの
種類の宇宙食
があるよ。

宇宙飛行士の仕事は
フライトだけじゃない

チームワークを向
こう

上
じょう

させる洞
どう

窟
くつ

探
たん

検
けん

まで、多
た

種
しゅ

多
た

様
よう

な訓
くん れ ん

練を受
う

け、宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

に備
そな

える。

　また、訓
くんれ ん

練と同
おな

じように重
じゅう

要
よう

な仕
し

事
ごと

が「国
こく

際
さい

宇
う

宙
ちゅう

ステーションに設
せっ

置
ち

する機
き

械
かい

や、その操
そう

作
じゅう

手
て

順
じゅん

等
など

を

開
かい

発
はつ

するための技
ぎ

術
じゅつ

支
し

援
えん

」。宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

が操
そう

作
さ

する

機
き き

器が使
つか

いやすいかどうか、設
せっけ い

計はどうしたらより

よいかなど、宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

や地
ち

上
じょう

訓
くん

練
れん

で得
え

た経
けい け ん

験や知
ち

識
しき

を活
い

かして助
じょ

言
げん

し、開
かい

発
はつ

を手
て

伝
つだ

う。加
くわ

えて、「有
ゆう

人
じん

宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

の素
す ば

晴らしさや意
い ぎ

義を発
はっ

信
しん

する」のも仕
し

事
ごと

の 1つ。次
じ

ページにある記
き

者
しゃ

会
かい

見
けん

をはじめ、国
こく

際
さい

的
てき

な場
ば

で発
はつ げ ん

言を求
もと

められることもしばしば。宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

は地
ち

上
じょう

でも、大
おお

きな期
き

待
たい

と責
せき に ん

任を背
せ お

負って、引
ひ

っ

張
ぱ

りだこだ。

　宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

になりたい！　と思
おも

っているキミ、一
いち

番
ばん

大
だい

事
じ

なのは、その気
き も

持ちだ。阿
あ べ

部さんが宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

たちからよく聞
き

くのは、「宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

になりたい、

本
ほん と う

当になれるんだという強
つよ

い気
き

持
も

ち・夢
ゆめ

を持
も

って、

自
じ

分
ぶん

を見
み

つめて一
いっ

歩
ぽ

一
いっ

歩
ぽ

、そのためにできることを

努
ど

力
りょく

していく」という話
はなし

。

　2009年
ねん

に JAXAが行
おこな

った宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

士
し

の募
ぼ

集
しゅう

に

は、963名
めい

の応
おう

募
ぼ

があり、3名
めい

が採
さい よ う

用された。条
じょう

件
けん

は、自
し

然
ぜん

科
か

学
がく

の大
だい が く そ つ

学卒で3年
ねん

以
い

上
じょう

の実
じつ

務
む

経
けい

験
けん

がある、

宇宙飛行士になるには？
一歩一歩、努力しよう

て、日
ひ び

々、一
いっ

歩
ぽ

ずつ進
すす

んでいこう。英
えい

語
ご

が苦
にが

手
て

なら

英
えい

語
ご

の勉
べん

強
きょう

を、リーダーシップやチームワークを鍛
きた

えるならチームスポーツを頑
がん

張
ば

ってみるなど、その

ときどきで、できることはきっとある。

　ISSのクルーは、それぞれのミッション達
たっ せ い

成を目
め

指
ざ

しながら、有
ゆう

人
じん

宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

の成
せい こ う

功という大
おお

きな目
もく

標
ひょう

に、全
ぜん い ん

員で向
む

かっている。そしてそれは、ISSの6

名
めい

だけじゃない。地
ち

上
じょう

にいる多
おお

くのスタッフが目
もく

標
ひょう

を共
きょう

有
ゆう

し、チームワークを発
はっ

揮
き

して、宇
う

宙
ちゅう

飛
ひ

行
こう

をサ

ポートしている。

　搭
とう

乗
じょう

前
まえ

の訓
くん れ ん た ん と う

練担当、管
かんせ い か ん

制官、日
に

本
ほん

実
じっ

験
けん

棟
とう

「きぼう」

が24時
じ

間
かん

トラブルなく運
うん よ う

用できるよう面
めん ど う

倒を見
み

て

いる部
ぶ

隊
たい

、補
ほ

給
きゅう

機
き

「こうのとり」の担
たん

当
とう

部
ぶ

署
しょ

など。

今
こん か い し ゅ ざ い

回取材に応
おう

じてくれた阿
あ べ

部さんも、そうした地
ち

上
じょう

スタッフの1人
り

だ。さらに視
し や

野を広
ひろ

げれば、宇
う

宙
ちゅう

で

快
か い て き

適に過
す

ごすための生
せ い か つ よ う ひ ん

活用品や食
しょく

品
ひん

の開
か い は つ

発など、

JAXA以
い

外
がい

にもフライトを支
ささ

えるチャンスはいろい

ろありそう。宇
う

宙
ちゅう

事
じ

業
ぎょう

を支
ささ

える仕
し

事
ごと

のすそ野
の

は

案
あんが い ひ ろ

外広いのだ。

船外活動で撮影した
「きぼう」。
©JAXA/NASA

JAXAでは、日本実験棟「きぼう」の
運用や、補給機「こうのとり」による
宇宙輸送など、さまざまな宇宙事業を
行っている。9月 14 日には新型ロケ
ット「イプシロン」の打ち上げに成功
した。「宇宙飛行士は夢のある職業で
す。そして、宇宙飛行士がミッション
を達成するために、地上で何倍もの人
間がサポートしています。それも、楽
しい仕事ですよ」と阿部貴宏さん。

若田宇宙飛行士も、訓練でミスした
経験があるという。そのミスを次に
つなげて訓練を重ね、結果、今回の
クルーもいい形のチームにまとまっ
てきていると話す。「チームのみんな
に安心を与えるような形で、船長の
仕事ができているんじゃないかな」。

　ISS に滞在中、宇宙飛行士は科
学や医学、産業や技術開発に関わ
るたくさんの実験を、各分野の研
究者のかわりに行っている。
　若田宇宙飛行士も、船長の業務
のほかに実験を行うゾ。その1つ
が、高品質タンパク質結晶の生成。
地上では重力のせいできれいな結
晶ができないが、無重力の宇宙で
なら生成できる。宇宙でつくった
きれいな結晶を持ち帰り、解析す
ると、タンパク質の形がよくわか
り、新しい薬づくりの役に立つと
いうわけだ。
　ほかにも、高精細カメラによる
科学観測や、日本とベトナムが共
同開発した超小型衛星の放出、無
重力の骨量減少への影響を調べる
メダカ実験など、任務は幅広い。

 「みなさん一人一人が、誰にも負けな
いような素晴らしい力、能力を持って
いると思います。
　まず、自分の興味がどこにあるのか、
自分がどういう人間なのかを知って、
自分の興味の対象となっているものの
延長線上に、自分で実現したい夢を見
つけ、それから、より具体的な目標を

つくるといいかな、と思います。
　目標がわかると、そのためにどうし
たらいいかということが、自ずとわか
ってくると思うので、目標に向かって
努力する、そして、失敗してもあきら
めないという姿勢が大切です。そうい
う姿勢で物事に向かい、目標を見つけ
て努力してもらいたいと思っています」

植物実験の訓練中。

高品質なタンパク質
結晶の生成実験。宇
宙で生成した結晶
（左）と、地上で生成
した結晶（右）は、
明らかに形が違う。

自分がどういう人間かを知り、失敗してもあきらめないで

こんな実験も宇宙飛行士がしているよ!
ISSでは

宇宙事業を支える仕事は
いろいろあるゾ！

若田光一宇宙飛行士から
メッセージ7月29日に日本で開かれた記者会見で、

若田宇宙飛行士がみんなにメッセージをくれたよ！

1.8A（宇宙） 1.8A（地上）

ISS のイメージ画像。

新型ロケット「イプ
シロン」の打ち上げ。
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