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参考資料 18-2 

時事.com 2021年 6月 22日 

人類の宇宙進出へ研究拠点 土井元飛行士ら参加―京都大 
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参考資料 18-3 

日本経済新聞 2021年 7月 28日 

火星での生活、実現探る 京都大学有人宇宙学研究センター 
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参考資料 18-4 

京都新聞 2021年 8月 23日 

火星暮らし目指しアリゾナの B2 滞在 京大生らが記者会見で抱負 
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参考資料 18-5 

日本経済新聞 2021年 9月 2日 

京大、「火星移住」へ人材育成 コロナ禍で実習工夫 
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参考資料 18-6 

共同通信 2021年 12月 31 日 

「木造」衛星、23年に打ち上げ 
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参考資料 18-7 

読売新聞 2022年 2月 19日  

地球に優しい木造衛星、ISSで世界初の耐久実験...京大など開発めざす 
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参考資料 19 

有人宇宙活動のための総合科学研究教育プログラムカリキュラム 

 

[1] 教育プログラム：学部学生を主対象とする活動 

(A) 基礎教育プログラム：有人宇宙学入門：有人宇宙学：有人宇宙活動を総合科学的観点

から統計的に記述する学問は、有人宇宙活動に関係する種々の学術分野から成る 

1. 有人宇宙活動 

(ア) 日本の有人宇宙活動史：第1期有人宇宙活動（1985-2008）、第2期有人宇宙

活動（2008-現在） 

(イ) 宇宙-無重力の世界:無重力下における生活、宇宙実験 

(ウ) 宇宙-真空の世界：船外活動、地球・天体観測 

2. 天文学 

(ア) 太陽系：太陽と惑星 

(イ) 星と銀河：惑星状星雲、散光星雲、渦巻き銀河 

(ウ) 宇宙の構造：ビッグバン宇宙論、ブラックホール、ダークマター 

3. 宇宙環境 

(ア) 健全循環型社会：地球環境に高負荷を与えずに水・食料・エネルギーが循

環する社会 

(イ) 金星・地球・火星：水資源の利用 

4. ロケット工学 

(ア) ロケットの原理：ツィオルコフスキーの公式 

(イ) ロケットエンジンの設計：構造設計と非線型方程式 

(ウ) 基幹ロケットの開発：連続成功を支える技術 

5. 機能性宇宙食 

(ア) 無重力下の筋肉：筋委縮の原理の解明 

(イ) 機能性宇宙食の開発：大豆たん白質の利用 

(ウ) 宇宙での植物・昆虫工場：完全循環型食料生産システム 

6. 宇宙閉鎖環境 

(ア) 世界の閉鎖環境実験：米国・ロシア・ドイツ・中国  

(イ) 日本の閉鎖環境実験：ミニ地球プロジェクト 

(ウ) 閉鎖環境実験への参加：新しい文化・生活様式の発見 

7. 宇宙医学 

(ア) 無重力下での生理現象：筋委縮の現象 

(イ) 無重力への適応：骨密度の減少 

8. 宇宙生命科学 

(ア) 植物の重力生物学：成長・発達の仕組み 

(イ) 宇宙における植物の生育：自発的形態形成 

(ウ) 月・火星での植物栽培条件：光・温度・重力・大気・水・土壌 
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9. 宇宙実験 

(ア) 宇宙実験とは何か：宇宙を知る・宇宙を使う 

(イ) 宇宙での流体現象：表面張力によって発生するマランゴニ対流 

(ウ) 宇宙での物理化学現象：粒子集合現象 

10. 宇宙ビジネス 

(ア) 宇宙商業化：伝統的宇宙ビジネスと新しいビジネス 

(イ) 人工衛星ビジネス：宇宙データ・技術利活用 

(ウ) 宇宙ベンチャーの勃興：宇宙旅行・滞在・移住 

 

(B) 専門教育プログラム：有人宇宙学 

1. 有人宇宙学 

(ア) 有人宇宙学の創出：宇宙に広がる社会の構築 

(イ) 人間社会の存在可能条件：ソーシャル・ハビタビリティ 

2. 宇宙環境工学 

(ア) 生物誕生に必要な惑星環境：テラフォーミング 

(イ) 宇宙放射線環境：太陽風・銀河宇宙線 

3. 宇宙探査工学 

(ア) 宇宙機の設計：構造重量と役割 

(イ) 火星探査ミッション：パーシビアランス 

4. 宇宙生命科学 

(ア) 生命の起源と進化：新パンスペルミア説 

(イ) 宇宙環境と生命：遺伝子の中心律（転写と翻訳）への影響 

5. 宇宙木材工学 

(ア) 木材の宇宙利用：真空・放射線。原子状酸素の影響 

(イ) 宇宙における樹木の育成：低圧下での樹木特性 

6. 宇宙霊長類学 

(ア) 宇宙への霊長類的適応：空間認知の変化 

(イ) 宇宙社会の形成：ダンバー数の適用 

7. 宇宙医学 

(ア) 閉鎖環境の影響：ストレスの対処法 

(イ) 放射線環境の影響：地上におけるシミュレーション実験 

8. 宇宙法 

(ア) 宇宙条約：宇宙空間の領有の禁止 

(イ) 日本における宇宙関連法案：宇宙資源法（2021年） 

9. 宇宙人類学 

(ア) 文化人類学の宇宙への適用：人間の理解を深める 

(イ) 宇宙における社会・文化の設計：居住形態及び文化の変化 

(ウ) 国際宇宙ステーション：宇宙における長期滞在 
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10. 宇宙居住学 

(ア) 国際宇宙探査計画：アルテミス計画 

(イ) 宇宙惑星居住科学：宇宙環境利用科学の発展 

 

(C) 有人宇宙学実習：短期宇宙ミッションを模擬した実習 

1. 天体観測実習 

(ア) 系外惑星観測‐トランジット法：系外惑星の観測法 

(イ) 系外惑星の軌道計算：系外惑星の軌道解析 

2. 模擬微小重力実験 

(ア) ３Dクリノスタット実験：模擬微小重力環境の構築 

(イ) ガーデンクレスの初期成長の観察：植物の発芽・初期成長の観察 

3. 閉鎖環境実習 

(ア) フェイススケール・POMS・アミラーゼ：ストレスの観察 

(イ) チームワークの形成：チーム活動の理解 

4. 宇宙無線通信実験 

(ア) 通信の基礎：電波実験による電波通信の理解 

(イ) 衛星通信の基礎：衛星軌道の解析と通信実験 

(D) 専門教育プログラム補完活動：有人宇宙ゼミ： 

 

[2] 研究教育プログラム：大学院学生を主対象とする活動 

(A) 有人宇宙医学講義 

1. 宇宙医学概要 

(ア) 宇宙医学とは何か：宇宙医学の概念の理解 

(イ) 宇宙環境下での生理的影響：宇宙環境下での人体影響の理解 

2. 宇宙生物実験 

(ア) 宇宙実験の歴史：過去の宇宙生物・医学実験のまとめ 

(イ) モデル生物を用いた研究：宇宙実験の目的の理解 

3. 宇宙服と低圧症 

(ア) 宇宙服の機能：宇宙服の仕組みの理解 

(イ) 低圧症：低圧症の理解 

4. フライトサージャンの役割 

(ア) 宇宙飛行士の専属医：フライトサージャンの役割の理解 

(イ) 宇宙飛行士の健康管理：健康管理手法の理解 

5. 宇宙での姿勢制御 

(ア) 歩行動作：方向運動制御機構の理解 

(イ) 帰還後の筋活動変化：微小重力の歩行動作・姿勢制御への影響の理解 

6. 宇宙飛行とリハビリテーション 

(ア) 運動処方：軌道上での生理的変化と対応策の理解 
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(イ) 帰還後リハビリテーション：帰還後リハビリ内容の理解 

7. 宇宙での骨格筋への影響 

(ア) 筋萎縮：微小重力の骨格筋への影響の理解 

(イ) 筋萎縮対策：筋萎縮対処方法の理解 

8. 宇宙での心循環系への影響 

(ア) 心臓影響：微小重力の心臓への影響の理解 

(イ) 自律神経影響：微小重力の自律神経への影響の理解 

9. 宇宙酔い 

(ア) 宇宙酔いのメカニズム：宇宙酔いの原因の理解 

(イ) 宇宙酔い対策：宇宙酔い対策の具体例 

10. 宇宙放射線 

(ア) 宇宙線被曝：宇宙線の人体影響の理解 

(イ) 対応策：被爆対応策の検討への考察 

 

(B) 有人宇宙医学実習 

1. 基礎実験実施 

(ア) 模擬微小重力：地上での模擬微小重力環境実験の体験 

(イ) 細胞培養実験：模擬微小重力の細胞への影響の解析 

2. 測定体験 

(ア) 人工遠心機：人工重力装置の体験 

(イ) Galvanic Vestibular Stimulation（GVS）：前庭系への電気刺激の体験 

 

(C) スペースキャンプ（SCB2）：Biosphere 2を利用した模擬宇宙ミッション 

1. 国内実習：日本国内の研究教育施設における生態系についての実習 

(ア) 森林実習：京都大学芦生研究林における森林についての実習 

(イ) 海洋実習：京都大学白浜海象観測所における海洋についての実習 

(ウ) 砂漠実習：鳥取大学乾燥地研究センターにおける砂漠についての実習 

(エ) 宇宙無線実習：衛星通信についての実習 

(オ) 放射線実習：宇宙放射線シミュレーション 

2. アリゾナ実習：Biosphere 2（B2）における生態系についての実習 

(ア) SCB2熱帯雨林実習：B2熱帯雨林についての実習 

(イ) SCB2海洋実習：B2海洋についての実習 

(ウ) SCB砂漠実習：B2砂漠に関する講義 

(エ) SCB2天体観測実習：系外惑星の観測と軌道解析 

(オ) SCB2宇宙無線実習：衛星通信についての実習 

 

(D) 研究教育プログラム補完活動：宇宙学セミナー：宇宙関連分野の専門家による研究教

育活動 



 

419 

 

[3] 社会連携活動：有人宇宙活動についての社会啓蒙活動 

(A) 研究機関・企業との連携活動：研究機関及び企業の若手研究者との意見交換 

(B) 宇宙ユニットシンポジウム開催：有人宇宙活動についての集中的啓蒙活動 

(C) 宇宙ユニットNEWS：有人宇宙活動についての定期的社会発信 

（D）学会活動：有人宇宙活動についての各種学会における発信 

(E) 広報活動：有人宇宙活動についての社会発信 
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参考資料 20 

学会等発表実績 

 




