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• Happiness depends upon ourselves.   ʤby Aristotleʥ
• ͖͢͢ɼͦ߀ͺָྼΏଵफɼ༰ঙغڧͶΓͮͱ݀ఈɽ

• 2021೧ʰΪοϡʱ͗ޢʀླྀޢߨৈφρϕ10Ͷϧϱέϱɽ
• ਕਫ਼߀ෳౕ͗ࣙͲʹ͑ͤΖ͞ͳͲ͘͵͏͞ͳͶғଚͤΖͳ

͏͑য়ڱΏɼͨΗΝ༗͑ொླྀͺۛ೧ΞͲ͏Ζͳ͓ߡΔΗΖɽ
• ը͗ࢢͦ߀ΝΞͲ͏͵͏͞ͳͺ͵͏ɽͫ͗ɼࣙࣙਐͦ߀

Ν௧ͤٽΖ͞ͳͶΓΕɼࢢͦ߀Ν֒͢ͱ͢Ή͑͞ͳ͍͗Ζɽ
• ͨΗͺ͠ڒΗΖ͖ʃʹఖౕ͵Δ͠ڒΗΖ͖ʃ

ʻ͗ࢢͶ༫͓ΖӪ͗ڻ͠ΗΖݳେͶ͕͏ͱɼ٠ͤ΄͘τʖϜɽ

1.ͺͣΌͶ

4

ద
• ӋநͶ͕͜Ζड़ࢊͳүࣉͶؖͤΖྛཀྵద͵٠఼ΝεψϨΨ͟ͳͶ
જ͏ड़ͤɽ
ΝΔ͖ͶͤΖɽ۔ಕڂݜޛࠕ

2.దͳқٝ

қٝ
• ຌڂݜͺॵغஊ
Կͦ͠ΖɽΝڂݜΝΔ͖ͶͤΖ͞ͳͲɼ۔ಕڂݜ

• ͪ͘ΖາཔεϝϣϪʖεϥϱͳ͵Ζɽ
• Ͳ٠ͶීᔦͲ͘Ζɽځେஏݳ



5

3.
େઅఈ࣎3.1

غ࣎ ಼༲
2026೧Ґ߳ ݆ͶਕྪΝૻΖɽ

2028೧
ΰʖφΤΥʤ݆बյ༙ਕڎ఼ʥΝͦ͠Ζɽ
݆ͶࣁΝӣ;ɼ݆ڎ఼Νݒઅ͢ͱɼ݆Ͳ࣍କద͵
ɽ͑ߨಊΝ

2030೧େ ΰʖφΤΥΝخܩஏͳ͢ͱՒ༙ਕ୵ࠬΝࣰࢬɽ

2030೧େҐ߳ ʤϩψʀήϧηɼϜʖθʀήϧηݒઅ͖࢟ʥ

NASAΠϩτϝηܯժ͵ʹๅΝͳͶɼනं͗ࡠɽ

6

݆बյ༙ਕڎ఼Gateway

݆ٶ;ՒͶͪ͜خܩஏɽΠϟϨΩҌͳɼकͶISSͶࢂՅͤ
ΖӋந͖ؖؽΔߑ͠ΗͪۂࡠοʖϞͲ͗ΌΔΗͱ͏ΖɽগཔదͶ
ͺ4໌Ӌநඊ࢞ߨͶΓΖ೧ؔ30ೖఖ଼ౕ͗ࡑఈʤ2028೧ʥɽ

https://humans-in-space.jaxa.jp/future/

3.
େઅఈ࣎3.1
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غ࣎ ಼༲

2026೧Ґ߳ ݆ͶਕྪΝૻΖɽ

2028೧
ΰʖφΤΥʤ݆बյ༙ਕڎ఼ʥΝͦ͠Ζɽ
݆ͶࣁΝӣ;ɼ݆ڎ఼Νݒઅ͢ͱɼ݆Ͳ࣍କద͵
ɽ͑ߨಊΝ

2030೧େ ΰʖφΤΥΝخܩஏͳ͢ͱՒ༙ਕ୵ࠬΝࣰࢬɽ

2030೧େҐ߳ ʤϩψʀήϧηɼϜʖθʀήϧηݒઅ͖࢟ʥ

• ΰʖφΤΥͲͺɼ೧ؔ30ೖఖ଼ౕ͖͢ࡑఈ͠Ηͱ͏͵͏ɽ
ड़ࢊʀүࣉͺ͏͢ݭɽ
ΰʖφΤΥܯժ͗ୣ͠Ηͪ2028೧Ґ߳ΝͳͤΖ͗ଧɽ

• 2028೧Ґ߳۫ରద͵ܯժͺາޮනͪΌɼ͟ڧͳͶྪɽ

3.
େઅఈ࣎3.1
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• ӋநͲड़ࢊʀү͗ࣉҫָదʀٗढ़దͶՆ͖
• ཤӻͳଝࣨ

• ஏځͲड़ࢊʀүࣉΝͤΖͳർֳ͢ɼʹΓ͑͵ཤӻʀଝ͍ࣨ͗
Ζ͖

• ਫ਼ΉΗͱ͚Ζࢢʹཤӻͳଝࣨ
• ஏځͲਫ਼ΉΗͱүͯͳർֳ͢ɼʹΓ͑͵ཤӻʀଝ͍ࣨ͗Ζ
͖

ӋநͲड़ࢊʀү͗ࣉՆͲ͍ΖͶɼͨ͞Ͳਫ਼ͣΖཤӻͳଝࣨΝ
఼͖Δ֮͢ͱർֳͤΖ͞ͳͲཱིɽࢻ๏ࢢ

3.
3.2٠
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ڧ

4.٠ླྀΗ
4.1ॵغஊ

॑ྙ Ӌந๎ࣻત ؔغࡑ଼ ਕ਼ࡑ଼
ඏঘ

ஏځ༁61
ޜͲ͘͵͏ 1೧࠹ 10໌ޛ

• ॑ྙ͗ඏঘͲ͍ΖͪΌɼӋநؔۯͲೝ৹ͤΖ͞ͳͺՆɽ
• ஏځͲೝ৹ͪ͢ঃ͗ӋநͲड़ࢊʀүࣉΝͤΖ͞ͳʤࡑݳٗढ़Ͳ
ͺʥՆɽ
• 2019೧ͶΨϧϱξηνʖφΠρϕ͗ۂةɼೝ৹ঃΝӋந
ͳૻΕɼड़ͦ͠ࢊΖܯժΝන͢ͱ͏ͪ͗இ೨ɽ

10

ӋநҢಊ͗҈સͶͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ͮͪ

4.٠ླྀΗ
4.1ॵغஊ

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ
Ӌந๎ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ
ҫྏ͗າୣ͵ॶͲड़ࢊͶ

ே͞ͳͶ͵Ζɽ

×
ਫ਼ޛ͖ޛΔӋந๎ࣻતΏඏ
ঘ॑ྙӪڻΝण͜Ζɽ
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ӋநҢಊ͗҈સͶͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ͮͪ

4.٠ླྀΗ
4.1ॵغஊ

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ
Ӌந๎ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ
ҫྏ͗າୣ͵ॶͲड़ࢊͶ

ே͞ͳͶ͵Ζɽ

×
ਫ਼ޛ͖ޛΔӋந๎ࣻતΏඏ
ঘ॑ྙӪڻΝण͜Ζɽ

12

۫ରద͵ଝࣨʹࢢ

• ௪ɼ1ࡂͶ͵ΖΉͲͶਐௗͺ1.5ഔͶ͵Ζɽඏঘ॑ྙڧԾͶ͕͏ͱͺɼ
ΓΕঘ͠͏ɽځෝ՛͗ஏ۔Ώࠐ
ਐௗ͗ਜ਼Ͷ৵;͵͏Ն͗߶͏ɽ

• Ͷ͕͏ͱͺؔۯΉͲͶঅʓͶۢพ͗Κ͖ΖΓ͑Ͷ͵ΖɽӋநࡂ1
γέϩ͗ஏځͳҡ͵Ζɽ
ର಼ϨθϞΝ֭ಚͤΖ͗ೋ͢͏ɽ

ʻخຌద͵ৼਐୣͶѳӪ͖ڻɽ

ͤৱΝઃΕ࢟ΌΖͺɼ6͖݆͖ࠔΔɽϏΤοয়ΏΕϗϑʖϓʖχ͍ΖͪΌɼӋநͶͬ࣍ӣ;ͺ
͢Ώͤ͏ɽΉͪɼ1ࡂΉͲͺ؈ୱ͵ݶཁ͖ͥ͢͠ɼؖΚΖਕঙ͵͏ͪΌɼ఼ͨͺஏځͳรΚΕ͵͏ɽ

4.٠ླྀΗ
4.1ॵغஊ
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• ͗ӋநͲ͖͢ࢊΊ͚ͪ͵͏ɽӋநͲࢊΌ͵͏͵ΔɼࢢʹΝࢊΉ͵͏ɽ
Ӌநͳ͏͑գڧ͵ࠇԾͶਫ਼ΉΗΖ͞ͳͳɼͨͨਫ਼ΉΗͱ͞͵͏͞ͳ

ͺʹͬΔ͗ࢢʹͶͳͮͱѳ͏͞ͳ͖ɽ
Cfʥ্͗͏Νࢢͪͮ࣍ʹͶؖͤΖਫ਼ໍྛཀྵ٠ͳ௪ͥΖɽ
• ͗Ӌநඊ࢞ߨͲ͍ΕɼஏځͲࢊͳͤΖͳΫϡϨΠΝஇͦ͡ΖΝಚ
͵͏ͶɼӋநͲࢊͳ͏͑મΝভۅదͶͳΖɽ

ʻࢢʹ݃ՎͺಋͣͲɼཤӻఖౕͺΆʹͳҡ͵Ζɽ
ͶʰΏΝಚ͵͏ࣆʱ͍͗ΖͶͺɼࢢʹ͗գڧ͵ࠇͲਫ਼ΉΗ

Ζ͞ͳ͗ΌΔΗΖ͞ͳ͍Ζ͖ɽ

4.٠ླྀΗ
4.1ॵغஊ

఼
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• ͗ӋநͲ͖͢ࢊΊ͚ͪ͵͏ɽӋநͲࢊΌ͵͏͵ΔɼࢢʹΝࢊΉ͵͏ɽ
Ӌநͳ͏͑գڧ͵ࠇԾͶਫ਼ΉΗΖ͞ͳͳɼͨͨਫ਼ΉΗͱ͞͵͏͞ͳ

ͺʹͬΔ͗ࢢʹͶͳͮͱѳ͏͞ͳ͖ɽ
Cfʥ্͗͏Νࢢͪͮ࣍ʹͶؖͤΖਫ਼ໍྛཀྵ٠ͳ௪ͥΖɽ
• ͗Ӌநඊ࢞ߨͲ͍ΕɼஏځͲࢊͳͤΖͳΫϡϨΠΝஇͦ͡ΖΝಚ
͵͏ͶɼӋநͲࢊͳ͏͑મΝভۅదͶͳΖɽ

ʻࢢʹ݃ՎͺಋͣͲɼཤӻఖౕͺΆʹͳҡ͵Ζɽ
ͶʰΏΝಚ͵͏ࣆʱ͍͗ΖͶͺɼࢢʹ͗գڧ͵ࠇͲਫ਼ΉΗ

Ζ͞ͳ͗ΌΔΗΖ͞ͳ͍Ζ͖ɽ

4.٠ླྀΗ
4.1ॵغஊ

఼
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• ͗ӋநͲ͖͢ࢊΊ͚ͪ͵͏ɽӋநͲࢊΌ͵͏͵ΔɼࢢʹΝࢊΉ͵͏ɽ
Ӌநͳ͏͑գڧ͵ࠇԾͶਫ਼ΉΗΖ͞ͳͳɼͨͨਫ਼ΉΗͱ͞͵͏͞ͳ

ͺʹͬΔ͗ࢢʹͶͳͮͱѳ͏͞ͳ͖ɽ
Cfʥ্͗͏Νࢢͪͮ࣍ʹͶؖͤΖਫ਼ໍྛཀྵ٠ͳ௪ͥΖɽ
• ͗Ӌநඊ࢞ߨͲ͍ΕɼஏځͲࢊͳͤΖͳΫϡϨΠΝஇͦ͡ΖΝಚ
͵͏ͶɼӋநͲࢊͳ͏͑મΝভۅదͶͳΖɽ

ʻࢢʹ݃ՎͺಋͣͲɼཤӻఖౕͺΆʹͳҡ͵Ζɽ
ͶʰΏΝಚ͵͏ࣆʱ͍͗ΖͶͺɼࢢʹ͗գڧ͵ࠇͲਫ਼ΉΗ

Ζ͞ͳ͗ΌΔΗΖ͞ͳ͍Ζ͖ɽ

4.٠ླྀΗ
4.1ॵغஊ

ʰΏΝಚ͵͏ʱࣆͳͺʃ
ʰͶ͘͵ӪڻΝ༫͓ΖࣆʱͫͳͤΖͳɼΫϡϨΠஇ
ͺͱͺΉΖ͖ɽ͖͢͢ɼໍΏ͕ۜͶؖͤΖ͞ͳͫͳͤΖͳɼ
ӋநͲࢊ͞ͳͲɼͨΗΔ͗गΔΗΖͳ͏͑য়ڱͺ͓ߡͰΔ͏ɽ
ͯΉΕɼઊଲదͶͲͺ͵͚ɼʰຌਕͶͳͮͱʱʹΗΆʹΏΝ
ಚ͵͏͖Νݺพ۫ରదͶݗ౾͢ɼࢢʹଝࣨͳർֳͤΖ͞
ͳ͗චགྷɽ

఼

16

ڧ

4.٠ླྀΗ
4.2غஊ

॑ྙ Ӌந๎ࣻત ؔغࡑ଼ ਕ਼ࡑ଼
ɼઅ಼Ͷ͏Ζࢬ
ஏځͳಋͣ॑ྙ ޜͲ͘͵͏ 5೧࠹ 100໌ޛ

• ஏځͳಋ͚ͣΔ͏॑ྙ͗ଚͤࡑΖͪΌɼӋநؔۯͲೝ৹ͤΖ͞ͳ͗Ն
ɽ

• ӋநҢಊ͗҈સͶͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ͮͱ͏ΖՆ͍ΕɼஏځͲ
ೝ৹ͪ͢ঃ͗ӋநͲड़ࢊʀүࣉΝͤΖ͞ͳՆ͖ɽ
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ӋநͲೝ৹͢ɼͨΉΉड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
4.2غஊ

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ
Ӌந๎ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ
ҫྏ͗າୣ͵ॶͲड़ࢊͶ

ே͞ͳͶ͵Ζɽ

×

ଽࣉ͖غ࣎ΔɼӋந๎ࣻત
ӪڻΝण͜Ζɽ

ௗͶన͢ͱ͏͵͏ɽ͗ڧ

18

ӋநͲೝ৹͢ɼͨΉΉड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
4.2غஊ

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ
Ӌந๎ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ
ҫྏ͗າୣ͵ॶͲड़ࢊͶ

ே͞ͳͶ͵Ζɽ

×

ଽࣉ͖غ࣎ΔɼӋந๎ࣻત
ӪڻΝण͜Ζɽ

ௗͶన͢ͱ͏͵͏ɽ͗ڧ



19

ӋநͲೝ৹͢ɼͨΉΉड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
4.2غஊ

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ
Ӌந๎ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ
ҫྏ͗າୣ͵ॶͲड़ࢊͶ

ே͞ͳͶ͵Ζɽ

×

ଽࣉ͖غ࣎ΔɼӋந๎ࣻત
ӪڻΝण͜Ζɽ

఼ͲͺɼਕରӋந๎ࣻ࣎ݳௗͶన͢ͱ͏͵͏ɽ͗ڧ
ત۫ରద͵Ӫڻͺɽ
ͫ͗ɼܙସҡ͗ਫ਼ͤΖՆ

͍͗Ζɽ

20

• ͗ӋநͲ͖͢ࢊΊ͚ͪ͵͏ɽӋநͲࢊΌ͵͏͵ΔɼࢢʹΝࢊΉ͵͏ɽ
ʹࢢସҡͲਫ਼ΉΗΖ͞ͳͳɼͨͨਫ਼ΉΗͱ͞͵͏͞ͳͺʹͬΔ͗ܙ

Ͷͳͮͱѳ͏͞ͳ͖ɽ
CfʥͶ࣮͍͗׳ΕɼͨΗ͗ࢢʹͶҪఽͤΖՆ͗߶͏ͶɼͨΗ
ͲࢢʹΝࢊ͞ͳͺΌΔΗΖ͖ͳ͏͑٠ͳ௪ͥΖɽ
ʻཤӻ͵য়ସͲࢊΞͫ͞ͳͶͯ͏ͱɼ͗ࢢΝ૮घखͮͱৃΝًͪ͢͞
ɽ͞Γ͑͵ɼਫ਼ΉΗͱ͚Ζ͞ͳͨͶΓΖଝ֒ͶؖͤΖ٠ࡑଚྭࣆ
ಁΉ͓ͱɼ͓ߡΖ΄͘Ͳ͍Ζɽ
͵Ͷ͕͜Ζෝ୴͚͗͘ࣉɼࣙਐү͗ਫ਼ΉΗͪʹࢢସҡͲܙͤ
Ζ͞ͳఈͲ͘ΖɽͨΗΝಁΉ͓ͱɼӋநͲࢢʹΝࢊΊͪ͏ͳ͏͑
ʰΏΝಚ͵͏ࣆʱͤྂߡ΄͘Ͳ͍Ζɽ

4.٠ླྀΗ
4.2غஊ

఼
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ஏځͲೝ৹͢ɼӋநͲड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
4.2غஊ

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ
Ӌந๎ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ
ҫྏ͗າୣ͵ॶͲड़ࢊͶ

ே͞ͳͶ͵Ζɽ

×

ਫ਼ޛ͖ޛΔӋந๎ࣻતΏඏ
ঘ॑ྙӪڻΝण͜Ζɽ
ௗͶనͪ͗͢ڧ͵͏ɽ

22

ஏځͲೝ৹͢ɼӋநͲड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
4.2غஊ

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ
Ӌந๎ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ
ҫྏ͗າୣ͵ॶͲड़ࢊͶ

ே͞ͳͶ͵Ζɽ

×

ਫ਼ޛ͖ޛΔӋந๎ࣻતΏඏ
ঘ॑ྙӪڻΝण͜Ζɽ
ௗͶనͪ͗͢ڧ͵͏ɽ
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۫ରద͵ଝࣨʹࢢ
• ௪ɼ5ࡂΉͲͶਐର͗ેخͲ͍͗͘ΕɼώϧϱηΝखΖਈܨ͵ʹ
ୣ͢ͱ͚ΖɽͲӣಊ͖͗ܿͦ͵͏͗ɼӋநͲͺ͏͢ݭɽ

• ৱਫ਼͗ેخͲ͘ΖɽӭώϧϱηͳΗͪৱ͗ࣆචགྷͫ͗ɼӋநͲ
ͺ͏͢ݭɽ

• ͬΎΞݶཁ͵͚͵Εɼࣙ༟Ͷαϝϣωίʖεϥϱ͗ͳΗΖΓ͑Ͷ͵
Ζɽαϝϣωίʖεϥϱ͗චགྷͫ͗ɼӋநͲͺ͏͢ݭɽ
ஏځࢢʹͺ༰கԄΏฯүԄͲ͞Γ͑͵ௗͶචགྷ͵གྷોΝखΕ

Ηͱ͏ΖͪΌɼ͞غ࣎ΉͲӋநؔۯͲգͤ͟͞ͳͺࢢʹ݊߃͵ୣͶ
ଲ͢ͱ͘͵ӪڻΝٶ·ͤɽ
ͤӋந๎ࣻતӪڻͺɼଽࣉ͖غ࣎ΔӋநͶ͏ΖΓΕͺܲ͏ɽ

4.٠ླྀΗ
4.2غஊ

24

• ͗ӋநͲ͖͢ࢊΊ͚ͪ͵͏ɽӋநͲࢊΌ͵͏͵ΔɼࢢʹΝࢊΉ͵͏ɽ
Ӌநͳ͏͑գڧ͵ࠇԾͶਫ਼ΉΗΖ͞ͳͳɼͨͨਫ਼ΉΗͱ͞͵͏͞ͳ

ͺʹͬΔ͗ࢢʹͶͳͮͱѳ͏͞ͳ͖ɽ
• ͗Ӌநඊ࢞ߨͲ͍ΕɼஏځͲࢊͳͤΖͳΫϡϨΠΝஇͦ͡ΖΝಚ
͵͏ͶɼӋநͲࢊͳ͏͑મΝভۅదͶͳΖɽ

ʻࢢʹ݃ՎͺಋͣͲɼཤӻఖౕͺΆʹͳҡ͵Ζɽ
ͶʰΏΝಚ͵͏ࣆʱ͍͗ΖͶͺɼࢢʹ͗գڧ͵ࠇͲਫ਼ΉΗ

Ζ͞ͳ͗ΌΔΗΖ͞ͳ͍Ζ͖ɽ

4.٠ླྀΗ
4.2غஊ

఼
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ڧ

4.٠ླྀΗ
ஊغޛ4.3

॑ྙ Ӌந๎ࣻત ؔغࡑ଼ ਕ਼ࡑ଼

ɼઅ಼Ͷ͏Ζࢬ
ஏځͳಋͣ॑ྙ

ɼͪ͢ݰܲ
ஏځΓΕͺඅͻ
͚ྖ͗͘͏

ݸ͵͢
1000໌ޛ

බӅɼگүؖؽ
ଚࡑɽ

• ஏځͳಋ͚ͣΔ͏॑ྙ͗ଚͤࡑΖͪΌɼӋநؔۯͲೝ৹ͤΖ͞ͳ͗Ն
ɽ

• ӋநҢಊ͗҈સͶͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ͮͱ͕ΕɼஏځͲೝ৹ͪ͢ঃ
͗Ӌநͮߨͱड़ࢊʀүࣉΝͤΖ͞ͳՆɽ

26

ӋநͲೝ৹͢ɼͨΉΉड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
ஊغޛ4.3

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ ஏځͳർֳͤΖͳɼӋந๎
ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ

×

ଽࣉ͖غ࣎ΔɼӋந๎ࣻત
ӪڻΝण͜Ζɽ

ௗͶన͢ͱ͏͵͏ɽ͗ڧ
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ӋநͲೝ৹͢ɼͨΉΉड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
ஊغޛ4.3

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ ஏځͳർֳͤΖͳɼӋந๎
ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ

×

ଽࣉ͖غ࣎ΔɼӋந๎ࣻત
ӪڻΝण͜Ζɽ

ௗͶన͢ͱ͏͵͏ɽ͗ڧ

28

ӋநͲೝ৹͢ɼͨΉΉड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
ஊغޛ4.3

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ ஏځͳർֳͤΖͳɼӋந๎
ࣻતӪڻΝण͜Ζɽ

×

ଽࣉ͖غ࣎ΔɼӋந๎ࣻત
ӪڻΝण͜Ζɽ

Ͳ͘ͱݰͺܲڻௗͶన͢ͱ͏͵͏ɽӋந๎ࣻતӪ͗ڧ
͏ΖͪΌɼܙସҡਫ਼ི֮
ఁԾͤΖͳ͓ߡΔΗΖɽ
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• ΝӋநͲೝ৹͢ɼʹࢢସҡ͗ਫ਼ͤΖི͍֮͗Ζఖౕఁ͜Ηͻɼܙ
ड़ͤࢊΖ͞ͳͺΌΔΗΖ͖ɽͨɼ͍Ζఖౕͳͺʹ͚Δ͏͖ɽ

Cfʥݳେ߶ྺड़ࢊୌͶ௪ͥΖɽ
ঃ͗29ࡂҐԾͲड़ࢊʁࢢʹ্͗͗͏Νི֮ͯ࣍ͺɼ༁1/400ҐԾ
ঃ͗39ࡂͲड़ࢊʁࢢʹ্͗͗͏Νི֮ͯ࣍ͺɼ༁1/83

ӋநͲड़ࢊͳɼஏځ߶ྺड़ࢊͺՁ͗ҩ͖͑ʃ

4.٠ླྀΗ
ஊغޛ4.3

఼

30

• ೝ৹Ͳͥ͘ɼ39ࡂͲՁͳ͖ड़ࢊͲͪ͘
੍͠ΗΖͫΘ͑ɽ͖͢͢ɼӋநͶ͕͏ͱɼ͞ΗͶͱͺΉΖΓ͑͵ࣆ

ͺ͵͏ͳ͓ߡΔΗΖɽ
• ΫϡϨΠɼ39ࡂͲࢊ͖͢͵͖ͮͪ
੍͠ΗΖͫΘ͑ɽͨ͑͵ΖͳɼӋநͶ͕͏ͱΌΖචགྷ͍͗Ζ͖ʃ

• ͖͖͗ͨ͑ͪͮͪ͢Δɼ39ࡂͲࢊΞͫ
੍͠ΗΖͫΘ͑ɽͨ͑͵ΖͳɼӋநͶ͕͏ͱΌΖචགྷ͍͗Ζ͖ʃ

ʻஏځ߶ྺड़ࢊͳӋநҩ͏Ͷͯ͏ͱ͢͵͗Δ٠ͤ΄
͘ɽ

4.٠ླྀΗ
ஊغޛ4.3
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ஏځͲೝ৹͢ɼӋநͲड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
ஊغޛ4.3

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ ஏځͳർֳͤΖͳɼӋந๎ࣻતӪڻ
Νण͜Ζɽ

×

ਫ਼ޛ͖ޛΔӋந๎ࣻતΏඏঘ॑ྙӪ
Νण͜Ζɽڻ

ௗͶన͢ͱ͏͵͏ɽ͗ڧ
ஏځͪؒ͢ؾͶଝ͍ࣨ͗Ζɽ

32

ஏځͲೝ৹͢ɼӋநͲड़ࢊʀүࣉΝͤΖ

4.٠ླྀΗ
ஊغޛ4.3

ཤӻ ଝࣨ

ࣙॶͲࢊΊүͱΔΗΖɽ ஏځͳർֳͤΖͳɼӋந๎ࣻતӪڻ
Νण͜Ζɽ

×

ਫ਼ޛ͖ޛΔӋந๎ࣻતΏඏঘ॑ྙӪ
Νण͜Ζɽڻ

ௗͶన͢ͱ͏͵͏ɽ͗ڧ
ஏځͪؒ͢ؾͶଝ͍ࣨ͗Ζɽ
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఼
• ਕ1000͗ਕఖౕͲ͍Εɼ༰கԄɼঘָߏɼָߏΊ͍͗Ζௌଞͺݳ
େೖຌͶଚ͢ࡑͱ͏Ζɽ
ྛཀྵదͶΌ͵͏͞ͳͺͲ͘͵͏͗ɼگүʀऀճରݩ֪ࠫͺݳେऀճ

Ͳୌ͠ࢻΗͱ͏ΖͪΌɼ͞͞Ͷ٠༪ஏ͍͗Ζɽ
Ͳ͘Ζ͖ʹ͖͑॑གྷ͵఼ͳ͵Ε͑ΖɽؒؾͶځΕͪ͏ͳ͘Ͷࣙ༟Ͷஏؾ

• ஏځޛͪؒ͢ؾɼௗ೧ਫ਼ڧҩ͏͵ʹ͖ΔஏڧځనԢͤΖ
ෝ୴͗͏کΔΗΖɽΉͪɼ༰ঙغΝӋநͲΔͪ͢ͳ͏͑ରࢢ͗ݩʹ
ͨޛਕਫ਼Ώ߀ෳͶӪڻΝ༫͓ΖՆ͍Ζɽ
ஏځؒؾΝͳͪ͢Ͷɼ༰ঙغΝӋநͲգͤ͟͞ͳӪڻͶͯ

͏ͱ͖ͮ͢Εݗ౾͓ͪ͑͢Ͳ٠ͤ΄͘ɽ

4.٠ླྀΗ
ஊغޛ4.3

34

఼͗қັΝ͵͠͵͏

• εψϨΨ௪ΕͶӋந͗Ή͵͏
ṁͶΚͦͱɼ͞ͺΌΔΗΖ͖ΝݺพͶݗ౾͢ͱ͏

͚චགྷ͍͗Ζɽ

• ͪ͵՟ୌ͗ਫ਼ͣͱͪ͘
ҫྏɼ༎ૻɼگүɼ͵ʹ֦Ͷ௪ͪ͢ਕͳྛཀྵՊͶΓΖ

οʖϞΝ݃͢ɼ͍ΔΑΖଈ՟ୌΝल͓ͮͪ͑Ͳ٠ͤΖචགྷ͍͗Ζɽ

5.ຌชݸֆ
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• ͜Νͪ͢ΊͶͳʹΉͮͪ͗ɼͨΗͲ఼਼͗ୱͶ؈յͺɼࠕ
ଡ͚͝ڏΔΗͪɽ
͠Ή͡Ή͵ଈ͖ΔదͶ͓ߡΖ΄͘ୌͲ͍Ζɽ

• Ӌநͺາஎ͵ͳ͞Θ͗ଡ͏͗ɼগཔͶஏځͶਕྪ͗ेΌ͵͚͵Ζ
͞ͳͺࣰ֮ɽ
ͨາཔ͗པͪͳ͢ͱɼਕྪ͗ਕྪͳ͢ͱରࡍΝฯͮͪΉΉɼझΝ

ฯଚͤΖͪΌͶͺɼӋநؔۯͶ͕͜Ζड़ࢊʀүࣉͶؖͤΖྛཀྵద՟ୌΝݗ
౾ͤΖ͞ͳ͖͗ܿͦ͵͏ɽ

6.ΉͳΌ

36

ݛชߡࢂ

ԋର͗ΠϟϨΩͲͺ40೧ͶͲ͘ͱ͏ͪࢩ͏͵ཤ͍͗ΖʳೖຌͶͺݘͯ࣍Νʹࢢʰʲ্֒ंژઔࢤ ंࣆΩρϕϩΏࢢͶճͮͱΊͱ͖ͮͪ͞ͳʱʤYahoo ʄωϣʖηʥ
https://news.yahoo.co.jp/articles/ad603278c95014feb7436eb2278fadf5c020f8f9?page=1 

2024/01/26Ԁལ
Յ౽ऴҲʰʲ͵ͧࢴΝࢊΞͫʄʳΏҫࢥΝ͓ΖϫϱήϓϩʀϧϓৃͳͺՁ͖-ൕड़ਫ਼कٝͳ͏͑ࢧ-ʱʤݳେϑζϋηʥ
https://gendai.media/articles/-/63516?imp=0 

2024/01/29Ԁལ
ड़Ͷޯ-ਕྪӋநਫ਼৫ՆΝࣖͤ-ʱʤJAXAʥࡠΔϜΤη͖ࢢ౫Ͳ༁6೧ؔɾӋந๎ࣻતͶര࿒͠ΗͪݩӋநητʖεϥϱʲ͘·͑ʳೖຌࣰࡏࠅཨָʰࢃָཱིࠅ
https://www.jaxa.jp/press/2021/06/20210614-

1_j.html#:~:text=%E5%AE%87%E5%AE%99%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E3%81%AB%E9%95%B7%E6%9C%9F%E9%96%93,%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%8C

%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 

2024/01/29Ԁལ
ͪΉͽΓʰʴҫࢥरʵਫ਼0ޛʛ1ࡂΉͲͬΎΞͺʹ͑үͯʃүୣɾௗ༹ࢢΝঘࣉՌҫ͗մઈʱ
https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=21650 

2024/01/26Ԁལ
ࠬ෨ธय՟ʰNASAɾΠϩτϝηܯժ༙ਕ݆Ν2026೧9݆ԈغʱʤJETROʥ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/01/8342f58e8588ca8f.html 

2024/01/31Ԁལ
౨گښүҗҽճʰߡࢂʾ0͖ࣉࡂΔ2ࣉࡂୣգఖʱ
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/pre_school/files/curriculum2/15_2_2_sankou.pdf 

2024/01/26Ԁལ
અͳͺʃʱʤTECH+ʥࢬेڋྙ॑Ͳ͘Ζਕݳ࠸Νڧચʰఁ॑ྙళରͲ1Gٳཻഀ
https://news.mynavi.jp/techplus/article/lunaglass-1/ 

2024/01/28Ԁལ
ΉΔ͵͏ʃ…ʲΪοϡʳͶٛΝఆָͪ͢ਫ਼क࢟ͱͮݶʰΪοϡΪοϡࢢن༟ୖݻ
12 

ʱʤಣജซΨϱϧϱʥ
https://www.yomiuri.co.jp/column/henshu/20231124-OYT8T50029/ 

2024/01/31Ԁལ
౩Ҭᚺཀྵࢢʰࢢʹௗಝʱʤࣆ࣎ϟυΡΩϩʥ
https://medical.jiji.com/medical/033-0003-99 

2024/01/26Ԁལ
༰غࣉԢԋϕϫήϧϞʰ5ࣉࡂରʤਐௗʀର॑ʥௗʀୣʀүʀಝͶͯ͏ͱʱʤηέηέͮΈ͚Ξʥ
https://www.suku-noppo.jp/infant/5sai 

2024/01/26Ԁལ
CREA WEBʰαϞΠͺ͵ͧͶ͵Ζͳ݀Ό͖ͪʃຌਕ͗ޢΖɾ൳ΝݼΞͫnड़ࢊॶ|ͶଲͤΖʲࠕৼڧʳʱʤชॡΨϱϧϱʥ
https://bunshun.jp/articles/-/63465 

2024/01/31Ԁལ
JAXAʰFutureࡏࠅӋந୵ࠬखΕૌΊʱ
https://humans-in-space.jaxa.jp/future/ 

2024/01/28Ԁལ
Robert HartʰਕྪͺӋநͲʰೝ৹ʱͲ͘Ζ͖ʃೖຌՌָं͗ڂݜʱʤForbes JAPANʥ
https://forbesjapan.com/articles/detail/67094 

2024/01/29Ԁལ



᭱⤊䝺䝫䞊䝖ሗ࿌
䡚Ᏹᐂ᥈ᰝ䛻䛚䛡䜛ἲⓗ㈐௵䡚

ሗ࿌⪅䠖ἲᏛ㒊3ᅇ⏕ ୕Ꮿ

2024/2/19 1

ᮏ᪥䛾ሗ࿌䛻䛴䛔䛶

� ᭱⤊䝺䝫䞊䝖䛷䛿Ᏹᐂ᮲⣙䠈Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䠈Ᏹᐂάືἲ䛻つᐃ䛥䜜䜛ᅜᐙ䜔
ᴗ⪅䛾㈐௵䛻䛴䛔䛶䚸つᚊ䛾ෆᐜ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢㢟䛸䛧䛯䚹

� 䜘䜚ලయⓗ䛻䛿䚸Ᏹᐂ᮲⣙䞉Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䛾ᅜᐙ䛾㈐௵䛻㛵䛩䜛つᚊ䠄ϩ䛻ヱ
ᙜ䠅䚸Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䛷䛾ゎ㔘ୖ䛾ㄽⅬ䠄Ϫ䛻ヱᙜ䠅䚸Ᏹᐂάືἲ䛾ෆᐜ䠄ϫ䛻ヱ
ᙜ䠅䜢㆟㢟䛸䛧䛶ᢅ䛳䛯䚹

� 䝺䝫䞊䝖䛾୰䛷䚸Ᏹᐂ᮲⣙䛻つᐃ䛥䜜䛯䛴䛾㈐௵䜢༊ู䛩䜛㊃᪨䛷䚸6᮲㈐௵䞉7᮲
㈐௵䛸䛔䛖ㄒ䜢⏝䛔䛯䚹ᮏ᪥䛾Ⓨ⾲䛷䜒䚸䝺䝫䞊䝖䛷⏝䛔䛯䛾䛸ྠᵝ䛾ព䛷䛣䜜䜙䛾
ㄒ䜢⏝䛔䜛䚹

6᮲㈐௵䠙Ᏹᐂ᮲⣙6᮲1ᩥ䛻䜘䛳䛶ᅜᐙ䛻ㄢ䛥䜜䛯㈐௵䚹䇾UHVSRQVLELOLW\µ
7᮲㈐௵䠙Ᏹᐂ᮲⣙7᮲䛸Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䛻䜘䛳䛶ᅜᐙ䛻ㄢ䛥䜜䛯㈐௵䚹µOLDELOLW\µ

2024/2/19 2



ᮏ᪥䛾ሗ࿌䛻䛴䛔䛶

� ᮏ᪥䛾Ⓨ⾲䛷䛿䚸6᮲㈐௵䠈7᮲㈐௵䛾ᇶᮏⓗෆᐜ䜢ᴫㄝ䛧䚸䛛䛛䜛㈐௵䜢㈇䛖
య䛾⠊ᅖ䛻䛴䛔䛶䛾ၥ㢟䜢୰ᚰ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖䚹䜎䛯䚸Ᏹᐂάືἲ䛾チྍไ䛸㈺
ൾつᚊ䛻䛴䛔䛶⤂䛩䜛䚹

� 䛺䛚䚸Ᏹᐂάືἲ䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸チྍไ䛻㛵䛧䛶䛿Ᏹᐂ᮲⣙6᮲䛸䛾㛵㐃䛜䚸
㈺ൾつᚊ䛻㛵䛧䛶䛿Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䛾つᚊ䛾ෆᐜ䛸䛾㛵㐃䛜ᙉ䛔䛾䛷䚸Ⓨ
⾲䛷䛿䛂䛴䛾᮲⣙䛸Ᏹᐂάືἲ䛾ᇶᮏሗȺ6᮲㈐௵ȺᏱᐂάືἲ䛻䛚䛡
䜛チྍไȺ7᮲㈐௵ȺᏱᐂάືἲ䛻䛚䛡䜛㈺ൾつᚊ䛃䛸䛔䛖㡰ᗎ䛷Ⓨ⾲䛩䜛䚹
䠄䛣䛾Ⅼ䛿᭱⤊䝺䝫䞊䝖䛸␗䛺䜛䠅

2024/2/19 3

Ᏹᐂ᮲⣙䞉Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙

� COPUOS䛷㉳ⲡ䚸ᅜ㐃⥲䛷᥇ᢥ䛥䜜䛯᮲⣙

� ୧᮲⣙䛾ຍ┕≧ἣ䛸䛧䛶䛿䚸2023ᖺ1᭶1᪥Ⅼ䛷䚸Ᏹᐂ᮲⣙䛿112 䞄ᅜ
䛜ᢈ䞉23 䞄ᅜ䛜⨫ྡ䚸Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䛿98 䞄ᅜ䛜ᢈ䞉19 䞄ᅜ䛜
⨫ྡ䞉4 䛴䛾ᅜ㝿ᶵ㛵䛜ᶒ⩏ົ䛾ཷㅙ䜢ᐉゝ䚹UNOOSA䛻䜘䜜䜀Ᏹ
ᐂ᮲⣙䛻䛿3᭶10᪥䛻䜽䝻䜰䝏䜰䚸8᭶9᪥䛻䝟䝘䝬䛜ຍ┕

2024/2/19 4
UNOOSA https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html



Ᏹᐂάືἲ

� Ᏹᐂάືἲ䛿᪥ᮏ䛾ἲᚊ䚹Ᏹᐂ᮲⣙䞉Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䛸㛵㐃䛧䛯ᅜ
ෆ❧ἲ䛸䛔䛘䜛䚹

� ἲᚊ䛾┠ⓗ䛾୍䛴䛿䛂䞉䞉䞉チྍ䛻㛵䛩䜛ไᗘ୪䜃䛻䞉䞉䞉ᦆᐖ䛾㈺ൾ䛻㛵
䛩䜛ไᗘ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ᏹᐂ䛾㛤Ⓨཬ䜃⏝䛻㛵䛩䜛ㅖ᮲⣙䜢ⓗ
☜䛛䛴䛻ᐇ䛩䜛䛃䠄1 ᮲䠅䛣䛸䛷䛒䜛䚹 䛂Ᏹᐂ䛾㛤Ⓨཬ䜃⏝䛻㛵
䛩䜛ㅖ᮲⣙䛃䛸䛿䚸Ᏹᐂ᮲⣙䞉Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䜢ྵ䜐4䛴䛾᮲⣙䜢ᣦ
䛧䛶䛔䜛䠄2 ᮲ 1 ྕ䠅䚹

2024/2/19 5

6᮲㈐௵

� ཧ⪃㈨ᩱ䠖Ᏹᐂ᮲⣙6᮲䠄᪥ᮏㄒヂ䠅䚹౽ᐅୖ1ᩥẖ䛻ᨵ⾜䛧ᩘᏐ䜢䛧䛯䚹
䐟 ᮲⣙䛾ᙜᅜ䛿䚸᭶䛭䛾䛾ኳయ䜢ྵ䜐Ᏹᐂ✵㛫䛻䛚䛡䜛⮬ᅜ䛾άື䛻䛴
䛔䛶䚸䛭䜜䛜ᨻᗓᶵ㛵䛻䜘䛴䛶⾜䛺䜟䜜䜛䛛㠀ᨻᗓᅋయ䛻䜘䛴䛶⾜䛺䜟䜜䜛
䛛䜢ၥ䜟䛪䚸ᅜ㝿ⓗ㈐௵䜢᭷䛧䚸⮬ᅜ䛾άື䛜䛣䛾᮲⣙䛾つᐃ䛻ᚑ䛴䛶⾜䛺
䜟䜜䜛䛣䛸䜢☜ಖ䛩䜛ᅜ㝿ⓗ㈐௵䜢᭷䛩䜛䚹

䐠 ᭶䛭䛾䛾ኳయ䜢ྵ䜐Ᏹᐂ✵㛫䛻䛚䛡䜛㠀ᨻᗓᅋయ䛾άື䛿䚸᮲⣙䛾㛵ಀ
ᙜᅜ䛾チྍཬ䜃⥅⥆ⓗ┘╩䜢ᚲせ䛸䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹

䐡 ᅜ㝿ᶵ㛵䛜᭶䛭䛾䛾ኳయ䜢ྵ䜐Ᏹᐂ✵㛫䛻䛚䛔䛶άື䜢⾜䛺䛖ሙྜ䛻䛿䚸
䛭䛾ᅜ㝿ᶵ㛵ཬ䜃䛣䜜䛻ཧຍ䛩䜛᮲⣙䛾ᙜᅜ䛾᪉䛜䛣䛾᮲⣙䜢㑂Ᏺ䛩
䜛㈐௵䜢᭷䛩䜛䚹
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6᮲㈐௵

� ᅜ㝿ⓗ㈐௵䛿ⱥㄒṇᩥୖ international responsibility

� Ⓨ⏕せ௳ 䐳ᅜ㝿ⓗ⩏ົ䛾㐪⾜Ⅽ䛜䐴ᅜᐙ䛻ᖐᒓ䛩䜛ሙྜ䠄ᅜᐙ㈐௵᮲
ᩥ1䠈2᮲䠅

� ᩆ῭᪉ἲ䠖㔠㖹㈺ൾ䛺䛹䛾᪉ἲ䠄ᅜᐙ㈐௵᮲ᩥ31䠈34䡚37᮲䠅

� ᅜᐙ䛿Ᏹᐂ䛷䜒ᅜ㝿ἲୖ䛾⩏ົ䜢㈇䛖䠄Ᏹᐂ᮲⣙1᮲2ᩥ䠈3᮲䠈6᮲2ᩥ䠈9᮲䠈
etc.)

� 䐴䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䚸6᮲䛿Ᏹᐂάື䛻≉᭷䛺つᚊ䜢⨨䛔䛶䛚䜚䚸ᅜᐙ䛿㠀ᨻ
ᗓᅋయ䛻䛴䛔䛶䜒㈐௵䜢㈇䛖䚹䠄яᅜᐙ㈐௵᮲ᩥ6䡚8᮲䠅

2024/2/19 7

6᮲㈐௵

� ᖐᒓ䛻㛵䛩䜛ၥ㢟䠙Ᏹᐂ✵㛫䛻䛚䛔䛶䚸㠀ᨻᗓᅋయ䛾άື䛜ᖐᒓ䛩䜛
ᅜᐙ䛻䛿6᮲㈐௵䛜⏕䛨䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸㠀ᨻᗓᅋయ䛾άື䛜ᖐᒓ䛩䜛䛾
䛿䛔䛪䜜䛾ᅜᐙ䛷䛒䜛䛛䛜ၥ㢟䛸䛺䜛䚹

� 䝺䝫䞊䝖䛷䛿䚸チྍཬ䜃⥅⥆ⓗ┘╩䜢⾜䛖ᅜᐙ䛸䛥䜜䜛䛂㛵ಀᙜᅜ
䇾appropriate state SDUW\µ䠄2ᩥ䠅䛃䛸䚸㠀ᨻᗓᅋయ䛾άື䛻䛴䛔䛶ᅜ㝿ⓗ㈐
௵䜢㈇䛖ᅜ䠄1ᩥ䠅䛿୍⮴䛧䛶䛔䜛䛸䛾❧ሙ䜢๓ᥦ䛻䛩䜛䚹

� 㛵ಀᙜᅜ䛸䛿䠛

2024/2/19 8



Ᏹᐂάືἲ䛸チྍไ

� Ᏹᐂ᮲⣙6᮲2ᩥ䛿㛵ಀᙜᅜ䛻ᑐ䛧䛶チྍཬ䜃⥅⥆ⓗ┘╩䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹
䠄䝇䝷䜲䝗ཧ↷䠅

� 䛣䜜䜢ཷ䛡䛶䚸Ᏹᐂάືἲ䛿ேᕤ⾨ᫍ➼䠄2᮲3ྕ䠅䛾ᡴୖ䛢ཬ䜃ேᕤ⾨ᫍ䠄2
᮲2ྕ䠅䛾⟶⌮䛻ಀ䜛チྍ䜢ᐃ䜑䜛䚹䠄4᮲䠈20᮲䠅Ⱥ䛭䜜䛮䜜䚸ᡴୖ䛢タ䠄2᮲
4ྕ䠅䛜ᅜෆཪ䛿᪥ᮏᅜ⡠䛾⯪⯧䞉⯟✵ᶵ䠈ேᕤ⾨ᫍ⟶⌮タഛ䠄2᮲6ྕ䠅䛜ᅜ
ෆ䛻ᡤᅾ䛩䜛ሙྜ䛻チྍ䜢ồ䜑䜛䚹

� ㏫䛻䚸ᅾእᅜẸ䛾እᅜ䛷䛾άື䛻ᑐ䛧䛶䛿チྍ䜢ồ䜑䛺䛔䚹
� ᅜእ䛷䛾άື䛻䛴䛔䛶䛿ᇳ⾜⟶㎄ᶒ䛜䛺䛟6᮲㈐௵䜢㈇䜟䛺䛔䛸䛾᪥ᮏ䛾❧
ሙ䛜๓ᥦ䛻䛒䜛䚹

2024/2/19 9

7᮲㈐௵

� ཧ⪃㈨ᩱ䠖Ᏹᐂ᮲⣙7᮲䠄᪥ᮏㄒヂ䠅

� ᮲⣙䛾ᙜᅜ䛿䚸᭶䛭䛾䛾ኳయ䜢ྵ䜐Ᏹᐂ✵㛫䛻≀య䜢Ⓨᑕ䛧ⱝ䛧
䛟䛿Ⓨᑕ䛥䛫䜛ሙྜཪ䛿䛭䛾㡿ᇦⱝ䛧䛟䛿タ䛛䜙≀య䛜Ⓨᑕ䛥䜜䜛ሙ
ྜ䛻䛿䚸䛭䛾≀యཪ䛿䛭䛾ᵓᡂ㒊ศ䛜ᆅ⌫ୖ䚸Ẽ✵㛫ཪ䛿᭶䛭䛾
䛾ኳయ䜢ྵ䜐Ᏹᐂ✵㛫䛻䛚䛔䛶᮲⣙䛾䛾ᙜᅜཪ䛿䛭䛾⮬↛ேⱝ
䛧䛟䛿ἲே䛻䛘䜛ᦆᐖ䛻䛴䛔䛶ᅜ㝿ⓗ䛻㈐௵䜢᭷䛩䜛䚹

2024/2/19 10



7᮲㈐௵

� 7᮲㈐௵䛻䛴䛔䛶䛿䚸䜘䜚ヲ⣽䛺Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䛻䜘䜛つᚊ䜢௨ୗ䛷
᳨ウ䛩䜛䚹

� ᡴୖ䛢ᅜ䛿Ᏹᐂ≀య䛜ᘬ䛝㉳䛣䛧䛯ᦆᐖ䜢⿵ൾ䛩䜛㈐௵䜢㈇䛖䜒䛾䛸䛥
䜜䚸ᆅ⾲䜔⯟✵ᶵ䜈䛾ᦆᐖ䛿↓㐣ኻ㈐௵䠄2᮲䠅䚸Ᏹᐂ䛷䛾ᦆᐖ䛿㐣ኻ
㈐௵䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠄3᮲䠅䚹

� 䝺䝫䞊䝖䛷ྲྀ䜚ᢅ䛳䛯ၥ㢟䛾䛖䛱䚸ᮏⓎ⾲䛷䛿㈐௵య䛯䜛ᡴୖ䛢ᅜ䛾
⠊ᅖ䚸ཬ䜃7᮲㈐௵䜢㈇䛖ᅜ䛜」ᩘᏑᅾ䛩䜛ሙྜ䛾つᚊ䛻䛴䛔䛶⤂䛧
䛯䛔䚹

2024/2/19 11

7᮲㈐௵

� ᡴୖ䛢ᅜ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䐟Ᏹᐂ≀య䛾ᡴୖ䛢䜢⾜䛔䜎䛯䛿䙶⾜䜟䛫䜛ᅜ䠈
䐡Ᏹᐂ≀య䛜䛭䛾㡿ᇦ䜎䛯䛿䐢タ䛛䜙ᡴ䛱ୖ䛢䜙䜜䜛ᅜ䠄1᮲䑝㡯䠅䛸
ᐃ⩏䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸䛭䛾⠊ᅖ䛿᫂░䛺Ⅼ䜒ṧ䜛䚹

� 䛯䛸䛘䜀䚸ᴗ䞉Ꮫ➼䛾⚾ே䛜እᅜ䛷Ᏹᐂ≀య䜢ᡴ䛱ୖ䛢䛯ሙྜ䛻䚸
ᅜ⡠ᅜ䛿ᡴୖ䛢ᅜ䠄䛣䛣䛷䛿ᡴୖ䛢䜢⾜䜟䛫䜛ᅜ䠅䛸䛺䜛䛾䛛䛜ၥ㢟䛸䛺
䜚䚸ぢゎ䛿ศ䛛䜜䜛䚹

2024/2/19 12



7᮲㈐௵

� 7᮲㈐௵䜢㈇䛖ᅜᐙ䛜」ᩘ⏕䛨䜛䜿䞊䝇
� ㈐௵䛻䛴䛔䛶䛿4᮲䚸5᮲䚸22᮲䛺䛹≉ู䛺つᐃ䛜タ䛡䜙䜜䛶䛔䜛䚹

4᮲䠖Ᏹᐂ≀య䛜⾪✺䛧䚸䛭䜜䛜➨୕⪅䛻ᦆᐖ䜢䛘䜛䜿䞊䝇
Ⱥ䛭䜜䛮䜜䛾Ᏹᐂ≀య䛾ᡴୖ䛢ᅜ䛜㐃ᖏ䛧䛶㈐௵䜢㈇䛖
5᮲䠖」ᩘ䛾ᅜᐙ䛜ඹྠ䛧䛶Ᏹᐂ≀య䜢ᡴୖ䛢䜛䜿䞊䝇
Ⱥඹྠᡴୖ䛢ᅜ䛾㐃ᖏ㈐௵
22᮲䠖ᅜ㝿ⓗ䛺ᨻᗓ㛫ᶵ㛵䠄ᶒ⩏ົ䛾ཷㅙ䜢䛧䛶䛔䜛䜒䛾䠅
Ⱥᨻᗓ㛫ᶵ㛵䛜ᨭᡶ䛔䜢⾜䜟䛺䛡䜜䜀䚸ຍ┕ᅜ䜒㐃ᖏ䛧䛶㈐௵

2024/2/19 13

7᮲㈐௵

� ㄳồᅜ䛿䚸㐃ᖏ䛧䛶㈐௵䜢㈇䛖୍䛴䛾ᅜᐙ䛻ᑐ䛧䛶㢠䛾ㄳồ䜢⾜䛘䜛
� ồൾ㛵ಀ䛿䚸㐣ኻ䛾ྜ䛻ᛂ䛨䛶ฎ⌮䛥䜜䜛䠄4᮲䠅䚹5᮲䛾ሙྜ䚸ྜព䛜䛺䛔ሙྜ䛾ồ
ൾ䛾ᅾ䜚᪉䛿᫂䛰䛜䚸4᮲䛸ྠᵝ䛾ฎ⌮䛷ၥ㢟䛺䛔䛸⪃䛘䛯䚹

� 4᮲䠈5᮲䛿䚸㈐௵య䜢ᣑ䛩䜛ព䛷䚸⿕ᐖ⪅ᩆ῭䛻㈨䛩䜛䚹

� 22᮲䛻䜘䜚ᅜ㝿ⓗ䛺ᨻᗓ㛫ᶵ㛵䛻䜒㈐௵㏣ཬ䛷䛝䜛䚹୍᪉䚸ຍ┕ᅜ䛻ᑐ䛩䜛ㄳồ䛿ᅜ
㝿ᶵ㛵䛜ᨭᡶ䛔䜢⾜䜟䛺䛔ሙྜ䛻㝈ᐃ䛥䜜䜛䚹5᮲䛾ୗ䛷䚸ྛᅜ䛜㐃ᖏ㈐௵䜢㈇䛖䛣䛸
䛻䛺䜛ሙྜ䛸ẚ䜉䛶䚸䛭䜜䜋䛹⿕ᐖ⪅䛾┈䛻㈨䛩䜛つᐃ䛸䛿⪃䛘䜙䜜䛺䛔䚹

ȸㄽ䛸䛧䛶䚸ᅜ㝿ᶵ㛵䛾ຍ┕ᅜ䛰䛜䚸Ᏹᐂᦆᐖ㈐௵᮲⣙䛻ᢈ䛧䛶䛔䛺䛔ᅜ䛜⮬Ⓨ
ⓗ䛻⿵ൾ㔠䜢ᡶ䛚䛖䛸䛩䜛䜿䞊䝇䛺䛹䜢ᣦ䛩䜛ぢゎ䜒䛒䜛
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7᮲㈐௵

� ᡴୖ䛢ᅜ䛾ᅜẸ䜈䛾ᦆᐖ䛻䛴䛔䛶⿵ൾ䛾㈐௵䛿Ⓨ⏕䛧䛺䛔䠄7᮲a䠅䚹

Ⱥ」ᩘ䛾ᡴୖ䛢ᅜ䛾ሙྜ䚸䛾ᡴୖ䛢ᅜ䛻ᑐ䛧䛶䛿ㄳồྍ⬟䛸ゎ䛥䜜䜛䚹
ణ䛧䚸ᦆᐖ䛾䛶䜢⿵ൾ䛥䜜䜛䛸䛩䜛䛸⾮ᖹ䛺㈇ᢸ䛸䛿⪃䛘䛵䜙䛔䛾䛷ồ
ൾ䛾ሙྜ䛻‽䛨䛯ྜ䛾⿵ൾ䛸ゎ䛧䛯䚹

� 䛺䛚䚸」ᩘᅜ䛾ඹྠ䛻㝿䛧䛶䛿䚸the IGA 䠄ᅜ㝿Ᏹᐂ䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩
䜛䜒䛾䠅䛺䛹䛾ྜព䛜䛺䛥䜜䜛䜿䞊䝇䜒䛒䜚䚸䛣䛾ྜព䛷䛿୍ᐃ䛾ሙྜ䜢
㝖䛔䛶䚸ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䜢┦ᨺᲠ䛧䛶䛔䜛䠄the IGA 16᮲䠅䚹

2024/2/19 15

Ᏹᐂάືἲ䛾㈺ൾつᚊ

� Ᏹᐂάືἲ䛷䛿䚸䝻䜿䝑䝖ⴠୗ➼ᦆᐖ䠄2᮲8ྕ䠅䛸ேᕤ⾨ᫍⴠୗ➼ᦆᐖ
䠄2᮲11ྕ䠅䜢ศ䛡䛶つᚊ䛧䛶䛔䜛䚹

2024/2/19 16

䝻䜿䝑䝖ⴠୗ➼ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ Ṣⶍ堃㗇句ᶳ䫱㎵⭛岈屔ả

↓㐣ኻ㈐௵䚸ኳ⅏䛭䛾䛾ྍᢠຊ䜢㈺
ൾ㢠䛻᩵㓃䠄35᮲䚸37᮲)

↓㐣ኻ㈐௵䚸ኳ⅏䛭䛾䛾ྍᢠຊ䜢㈺
ൾ㢠䛻᩵㓃䠄53᮲䚸54᮲䠅

㈐௵㞟୰䠄36᮲䠅Ⱥồൾᶒ䠄38᮲䠅 ㈐௵㞟୰ไᗘ䛺䛧

㈺ൾᢸಖᥐ⨨䛾⩏ົ䛡䠄9᮲䠅 岈㉭ᾅ㍒伖ᶵ天

Ᏹᐂ✵㛫䛷䛾ᦆᐖ䚸ᴗᚑ⪅䛾ᦆᐖȸ
↓㐣ኻ㈐௵ጇᙜ䛧䛺䛔

Ᏹᐂ✵㛫䛷䛾ᦆᐖ䚸ᴗᚑ⪅䛾ᦆᐖȸ
↓㐣ኻ㈐௵ጇᙜ䛧䛺䛔



Ᏹᐂάືἲ䛾㈺ൾつᚊ

� 7᮲㈐௵䛿ᡴୖ䛢ᅜ䛾ᅜẸ䛸䛾㛫䛷䛿Ⓨ⏕䛧䛺䛔䛯䜑䚸᪥ᮏ䛜ᡴୖ䛢ᅜ䛾ሙ
ྜ䛿᪥ᮏᅜẸ䛻ᦆᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛶䜒᪥ᮏ䜈䛾ㄳồ䛿ྍȺ᪥ᮏᅜẸ䛻ᑐ䛩䜛
ᩆ῭䜒ᅜෆ❧ἲ䛷ᐇ⌧ ͤ䛯䛰䛧㐺⏝⠊ᅖ䛜㏻๎ἲ17᮲䛻ᚑ䛖䛸䛧䛯䜙ᅾእᅜ
Ẹ䜢᪥ᮏἲ䛷ᩆ῭䛷䛝䛺䛔䠛

� ᴗ⪅䛜↓㐣ኻ㈐௵䜢㈇䛖Ⅼ䛿༴㝤㈐௵䛾⪃䛘䛻⏤᮶䚹䜎䛯䚸Ᏹᐂ䛷䛾ᦆᐖ䚸
ᴗᚑ⪅䜈䛾ᦆᐖ䛿↓㐣ኻ㈐௵䛾ᑐ㇟䛻䛺䜙䛺䛔䚹

� 䝻䜿䝑䝖ⴠୗ➼ᦆᐖ䛾≉ᚩ䛸䛧䛶䚸ᡴୖ䛢䜢⾜䛖⪅䜈䛾㈐௵㞟୰䛸ᡴୖ䛢ᐇ
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宇宙進出のための⼈間拡張における倫理問題

    — ⽕星移住の準備段階を中⼼に
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コンテンツ
背景 
宇宙ミッションと移住の課題 

宇宙のための人間拡張 

想定シナリオと対応する拡張技術 

宇宙倫理における諸問題 
人間の自律性と選択の自由 

主体性とアイデンティティー 

人類文明の多様性と連続性 

火星移住の準備段階のための人間拡張における倫理的ガイドライン

宇宙ミッションと移住の課題
宇宙環境は人間にとって自然に適応しにくい 
宇宙環境にいる時点で、人間は常に生理的および心理的に厳しい課題に直面している 

主要な課題は三つある： 
‣ 無重力・低重力環境 
‣ 宇宙放射線 
‣ 孤立的かつ閉鎖的な環境 
これらの問題は長期間にわたり、宇宙飛行士たちの健康に大きなリスクをもたらす 

解決方法：宇宙飛行機、宇宙服、宇宙ステーションによる環境構築 
 宇宙環境から人間を守る方法で、最長一年半の期間宇宙で正常に生きることができた
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宇宙のための人間拡張
解決方法：宇宙飛行機、宇宙服、宇宙ステーションによる環境構築 → 宇宙環境から人間を守る 

「Cyborg」（Clynes & Kline 1960）→人体を改造し主動的に宇宙環境に適応する 
→　単に自分の生存ために、絶えずシステムを調整しなければならない場合、人間は
システムの奴隷となる　 
→　人間の無意識的な自己制御機能を拡張し、宇宙環境に適応できる人工生命システ
ムを作る 

→　人類の宇宙進出のため、人間を拡張する
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宇宙のための人間拡張
制御論から今の人間拡張技術と理念 
ウィーナー：「制御できない変量の過去から現在に至るまでの値に基づいて、調整できる変量の
値を適当に定め、我々に最も都合の良い状況をもたらしたいという望みが持たれます。」 

暦本純一：「人間の能力をテクノロジーによって自由に増強・拡張させる技術」 
方向性：身体の拡張、存在の拡張、感覚の拡張、認識の拡張 
目的：能力の補完、能力の向上、能力の獲得 

稲見昌彦：「人機一体」 
自分で操作できるものと、操作できないものの境目を「ウィーナー界面」として定義した。
ウィーナー界面を自分の意思で自由に変えられる能力は「自在化」と考えている
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想定シナリオと対応する拡張技術
想定シナリオ：火星移住の準備段階のロングタームミッション（長期宇宙船乗船や火星での長期
滞在、さらには地球に戻らない可能性を含むミッション）における人間拡張技術の可能性と、そ
れに伴う倫理的な課題を中心に考察する。 
選定理由： 
- 移住のような長期プロジェクトは、各段階における倫理的な方針と問題を個別に検討する必要
がある。 
- 完全な火星移住の段階では、遺伝子操作など技術的にもっと高度な介入が必要になり、現時点
でその技術的な実現可能性や影響を完全に理解することは困難である。 
- 近未来における火星移住の準備段階において、技術的に実現可能な人間拡張の範囲を議論する
ことが合理的である。 
- 地球と火星移住の中間に位置づけられる特有の倫理問題も生じる可能性があり、これらの問題
についても検討する必要があると考える。
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想定シナリオと対応する拡張技術
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Modification Content Purpose Technology Example

構造的/外在の改造

外骨格 低/無重力のためのモビリティ・アシスタンス
Biomechanics 
Mechanics 
Material science

NASA X1 
 (NASA 2013)

インプラント/義肢 火星の条件下で機能するように設計 Biomechanics 
3D bioprinting, tissue engineering vestibular implants

ARと統合的視覚システム ナビゲーションと空間定位を強化 Augmented Reality

薬物治療またはサプリメント

骨や筋肉を強化する薬 低/無重力のためのモビリティ・アシスタンス Biomechanics, 
Biochemics osteoporosis drugs adapted for space use.

放射線防護薬 放射線に対する身体の自然な防御力を高める Biochemics

免疫療法 潜在的な地球外病原体に対抗する免疫細胞の
機能を高める Biochemics

神経刺激 認知機能を高め、ストレスや不安、その他の
心理的課題に対する回復力を高める。

Neurology, Biochemics, Psychology

transcranial magnetic stimulation

メンタルケアや心理治療薬物

細胞／遺伝子操作
DNA修復をより効率的にするな遺伝子操作 放射線被曝の影響を軽減する

Genetic Engineering, Synthetic Biology
代謝や免疫システムを強化すさせる遺伝子レ
ベル編集

代謝効率を高め、代替栄養源や環境に適応す
る。



人間の自律性と選択の自由  
シナリオのジレンマ：ミッションは後代の移住のために行われ、 

参加者自身は利益を得られる方ではない。 
　　　ミッション成功のための拡張の必要性　✕　宇宙飛行士個人の利益のバランス 
　　　宇宙飛行士の自主性が尊重されること　✕　人間の適応と生存のために必要な例外手段  

「個人的な自律」：個人が自己自身欲求や選好に基づいて決定すること。 単なる自分の欲求の
ままで行動できることではなく、自らの動機上の構造を反省し、 さらに、そうした構造を変え
る能力。  
‣宇宙飛行士の自己決定権と選択の自由を強調する。  
‣集団的なミッションであっ ても、個人の権利と選択は優先されなければならない

8

人間の自律性と選択の自由  
カント倫理学：人間は理性を持つ自律的な存在として尊重されるべきであり、道徳的 な行動は利
害や個人的な利益に左右されるべきではない。 
‣自分や自分の世代の生活より、未来の世代の火星移住の ために働いている場合は、ミッション
成功のため宇宙飛行士の身体を拡張することは、宇宙飛行士を道具として扱われ、身体のモノ
化をもたらす危険がある。 
  
O.オニール（カントの原則に基づき）：生命倫理における信頼と原則的自律性 
‣宇宙飛行士と当局との信頼関係が、人間拡張を行うときに大きな作用を働く。 
‣透明なコミュニケーションを通して、宇宙飛行士が拡張を十分理解し、同意が得られるように
行うべきである。 
自律性だけでなく、誠実なコミュニケーションによる信頼の確立と、大きなミッションの中での
個人の役割の尊重を重視する。 

9



人間の自律性と選択の自由  
『The Ethics of Space Policy』:「宇宙 飛行士を単なるロボットや宇宙技術のための道具として
道具化することは避けなければなら ない。宇宙飛行士の分析力、判断力、意思決定力、そして
勇気と決断力が、人間らしさの鍵である。」(European Space Agency 2000: 8) 
‣人間拡張は、宇宙飛行士の尊厳と自律性が 尊重されるよう、宇宙飛行士によって自由かつ合
理的に同意されるべきである。  

‣意思決定の段階だけではなく、人間拡張のデザインも、宇宙飛行士たちの体験を考えに入れ込
み、人間中心のアプローチを取るべきである。 
MIT Space Exploration Initiative：宇宙飛行士の経験を理解し、それを将来の宇宙ミッションの
設計原則に統合するための質的設計研究手法の重要性を強調していた 
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人間の自律性と選択の自由  
功利主義：できるだけ人々の幸福を最大化する選択肢を取る 
ミルの害悪原則：文明社 会の構成員に対して、その意思に反して権力を行使する唯一の理由
は、他者への危害を防止 するためであるとしている。 

‣宇宙飛行士が、その決定がミッションや他の宇宙飛行士に害を与えない限り、拡張を受けるか
どうかを自由に選択できるべ きであることを示唆している。  
‣ミッションの成功や人類の知識と宇宙探査の推進という長期的利益を著しく高めるのであれ 
ば、個人の自律性を多少損なうとしても、正当化される可能性もある。  

11



主体性とアイデンティティー 
従来の観点：人間の身体は自然によって与えられたものとして、皮膚という明確な界面によって
外界から区切られている 
サイバネティクス：制御、コミュニケーショ ン、情報を全体的なシステムと概念化し、システ
ムは情報の流れを通じて、常に変化で動的 バランスが維持されている。 
→人間の身体やその他の境界は確立しているもの ではなく、むしろ構築されたものだという
考え方である。  
→境界の解消により、身体がある種の構築物とみなされ再定義されれば、 
　それに応じて主体も再構築される 

ウィーナーによれば、サイバネティックスの危険性は、コ ントロールの中心にいる自由な主体
を完全に排除する可能性にある。  
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主体性とアイデンティティー 
人間のアイデンティーは実体である身体と深く関連している 
‣機械化によるアイデンティティの変容：その実体となる身体がテクノロジーによって大幅に変更された時、人間と機械の境
界線が曖昧になる 
‣機械化にようる主体性の変化：機械パーツがミッションを主催する組織によって管理される場合、個人の主体性とコント
ロール権がどの程度保持されるのか 

ハラウェイ：「人間」であることがテクノロジーとの統合によって減少するのではなく、拡大する。人間拡張は進化の継続。 
‣サイボーグのメタファーは、固定化されたアイデンティティに挑戦し、人間・機械の二元的なカテゴリーを超越した、流動
的でダイナミックな自己理解を提唱する。 
‣サイボーグが主体性を再定義し、個人主義的な概念から、より集団的な、あるいはネットワーク化された主体性へと移行
する可能性を示唆している。拡張された宇宙飛行士がチームやシステムの一員としてどのように活動し、人間と機械の間で
主体性が共有されるようになるかということを示唆している。組織の力を借りて自分のコントロールできる範囲を拡張して
いるとも考えられる。 
‣このネットワーク達成には、O.オニールが提唱している、生命倫理における信頼性、宇宙飛行士と当局との信頼関係がま
た重要になると考えられる。
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主体性とアイデンティティー 
技術の層面から見ると、サイボーグは最初から人間が意識してコントロールできる範囲を増やすことを
目指してはいなく、人間が管理せず無意識で自動的に調整できる拡張を目的としている。 
‣人間の主体性は、コントロールできる範囲で表すではない 

‣人間の主体性は、コントロールすることとコントロールしないことを決めることで表すと考えられ
る。稲見先生によるウィーナー界面の制御は、主体性の新たな体現と解釈できる。 
‣人間拡張において、私たちは、身体の境界が拡張によって柔軟に変化し、拡張と自然な身体の界面を
感じず、感覚的にも機能的にも一体化する状態を目指している。 
‣拡張と自然な身体が一つのサイバネティクスシステムになった時、私たちは拡張に対する主体性を求
めるではなく、透明性を求めている。 

宇宙探査や人間の能力向上が単なる技術的な挑戦ではなく、人間であることの意味を探求する
挑戦にもなっている。
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人類文化の多様性と連続性 
人間拡張、特に宇宙進出の文脈においては、個人の主体性とアイデンティティーに影響を与える
だけではなく、人類の文明の多様性とアイデンティティーにも重要な影響を与える。 
‣技術へのアクセシビリティの格差：火星に文明を構築する過程で、人類文明のごく一部しか参
加できないとい。この限られた範囲の文明は、無人の火星においては人類の新たな火星文明全
体を代表することになる。 
‣『The Ethics of Space Policy』：宇宙資源の開発は地球全体の文化をグローバル化を促進し、
その結果、表現手段を標準化することに貢献する可能性がある。このグローバル化の波は、将
来的には人々の行動、言語、文化の均一化を進め、文化多様性を脅かすかもしれない。特に、
脆弱な社会は、文化的疎外という形でこの変化の犠牲者となりうると考えられる。 

火星文明の構築に当たっては、技術のアクセシビリティ向上させ、地球上の文化的多様性を尊重
し、保全する努力が求められている。
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人類文化の多様性と連続性 
そもそも人類の文明をどの程度、どのように火星に持ち込むことが可能か？ 
‣文化はその背景となる環境に深く根ざしているため、地球とは全く異なる火星の環境では、人類
の世界観や相互作用の仕方に大きな変化が生じることが予想される。 
‣サイボーグ化などの身体的拡張は、人間と環境との相互作用の新たな形態を生み出すこと。 
‣火星での生活がもたらす独特の経験と課題は、人間の認識、価値観、社会的構造に影響を及ぼ
し、地球文明とは異なる文化アイデンティティを形成する。 

火星で人間の新たな主体性と人類文明を構築することよって、人類の文明と火星文明の間
には、ある種の断絶が生じる可能性をもたらす。 
この断絶は、単なる地理的な距離によるものではなく、環境、経験、そして身体性の変化
による根本的な違いに基づくものとなる。 
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人類文化の多様性と連続性 
通信・交通技術の発展によってグローバル化のアナロジー： 
人類には、異文化と交流する好奇心があり、仮に火星と地球文化に一時的な断続が発生した
としても、テクノロジーの進歩は、この一時的な断続を乗り越え、新たな文明の接触と融合
の可能性を開くことが期待される。 

火星への移住の準備段階から公平性を確保し、その後も地球と火星間の関係を維持し続けること
が極めて重要である。 
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火星移住の準備段階のための人間拡張における倫理的ガイドライン 
➡自律性と選択の自由の尊重。火星移住に関わる全ての参加者は、拡張技術に関する十分な情報を得た上
で、自らの意志による決定を下す権利を持つ。個々人の価値観や信念を尊重し、拡張に対する同意は自由
かつ明確に行われるべき。 

➡透明性とコミュニケーションに基づく信頼関係の構築が重要である。ミッションを成功に導くのためだけ
ではなく、また参加者の人格と主体性を尊重するためにも、主催当局と宇宙飛行士との間に透明なコミュ
ニケーションが必要。 

➡人間中心の設計プロセスの採用。宇宙飛行士は、単なるミッション成功の手段ではなく、目的自体として
扱われるべき。彼らの体験を重視し、テクノロジーを利用してミッションや環境を設計することが重要。 

➡アイデンティティと身体性の変容への尊重も重要。ミッションによって身体編集され、生存環境が大きく
変わるため、参加者のアイデンティティ、身体の完全性の変化が尊敬されるよう努める必要がある。 

➡多様性とアクセシビリティの向上を図るべきである。技術のアクセシビリティを向上させることで、異な
る背景を持つ人々が拡張技術を受け入れ、ミッションに参加できることで人類文明の多様性が保たれる。 

➡倫理的な監視と評価の実施が必要である。技術的進歩とその社会的影響を定期的に評価し、倫理的観点か
らの監視を行うことで、人類の火星移住に伴う様々な問題に対処することができる。

20

終わりに 
宇宙倫理学プログラムを参加している2年間は自分の人生の変化が大きい2年間でした。 
いままで触ったことないの分野を勉強し、様々な方の観点を聞き、議論できて本当におもしろ
かったです。とても考えさせ、勉強できました。 
もっとプログラム集中できないのは少し残念ですが、2年間かけて終了できて京大での遺憾がな
いです！ 
ありがとうございます！
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AAदँॊऩैयनभेअऩৃ়पਫਊ৲औोॊऊ

Why is ESA intending to select and fly an astronaut with a physical disability?

Inclusiveness: if there is one thing we have learned by working on the 
International Space Station (ISS), it is that there is great value in diversity. 
Including people with special needs also means benefiting from their extraordinary 
experience, ability to adapt to difficult environments, and point of view.
Responsibility: we have the strong conviction that there is a way to enable this 
level of inclusiveness in the astronaut corps, and in space, and that calls to our 
responsibility to at the very least, try it.
Leading by example: it is our hope to push the envelope on the topic of disability 
at work, and inspire people with special needs to apply to other jobs at ESA and in 
the space sector.
Learning from our differences: our astronauts perform a large number of life 
science experiments in space, and having people who live with a disability carry out 
such experiments could bring some new, astonishing results in the field of life 
sciences for the benefit of even more people back on Earth.

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/ESA_Astronaut_Selection/Parastronaut_feasibility_project

ΠϓΟʖϜτΡϔʀΠέεϥϱ؏఼͖Δ

AAदँॊऩैयनभेअऩৃ়पਫਊ৲औोॊऊ

Inclusiveness
if there is one thing we have learned by working on the International 
Space Station (ISS), it is that there is great value in diversity. Including 
people with special needs also means benefiting from their 
extraordinary experience, ability to adapt to difficult environments, and 
point of view.

ءॺधःअ্১पेढथਈुയਤऔोॊभऊشਙभৰਠमঃছ५ॺটঀ؞
য়ञऩःधःअກपॉिऒधपमඦपऩ૽؞૩ऋँॊऒध॑૽য়ण؞
ॊसऌदमऩःऊء
ମশेॉुෆஅघसऌ૩ऋோखथःॊभदमऩः؞࿔જৣ؞
ऊء
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AAदँॊऩैयनभेअऩৃ়पਫਊ৲औोॊऊ

Responsibility
we have the strong conviction that there is a way to 
enable this level of inclusiveness in the astronaut 
corps, and in space, and that calls to our 
responsibility to at the very least, try it. 

୦पৌखथؚऩछजभेअऩResponsibilityऋँॊभऊء
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AAदँॊऩैयनभेअऩৃ়पਫਊ৲औोॊऊ

Leading by example
it is our hope to push the envelope on the topic of disability at work, 
and inspire people with special needs to apply to other jobs at ESA 
and in the space sector.

௮ऌञःधઓढथःॊ૩भ؞ॺमমਊपESAद௮ऎشঃছ५ॺটঀ؞
টشঝঔॹঝपऩॊऊء
ഌຬఄষਰਗभ౧भ୭ତऋनभेअपऩऔोथःढथःॊभऊ؞
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AAदँॊऩैयनभेअऩৃ়पਫਊ৲औोॊऊ

Learning from our differences: our astronauts perform a large 
number of life science experiments in space, and having people who 
live with a disability carry out such experiments could bring some 
new, astonishing results in the field of life sciences for the benefit of 
even more people back on Earth.

ءढधిજऩૢ൳੯ऋँॊभदमऩःटौअऊु؞
ء০नभेअऩଢ଼॑ষउअधઅइथःॊभऊ؞
ॺৌৰୡभୡधऩॊऒधभਘৡऋੜघ૭ચਙऋँॊभदमऩः؞
ऊء
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ଢ଼भੀ

মଢ଼दमؚউট४ख़ॡॺऋ੧औोؚৰষपऔोञ৽༬पणःथम؞
৹ਪदऌथःऩः؛జढथؚਃ॑அीञઅमষअऒधऋदऌथःऩः؛

૩भਖम৶ृॣ॔भ৶धुঢ়৴ऋःऋؚजोैभহඨपण؞
ःथुਫ਼ୈदऌथःऩः؛

ਫपঢ়घॊ৶৾पणःथुؚेॉถऩ৮॑౷ऽइथਫ਼ୈघॊਏਁ؞
ऋँॊ؛

ॺभோऋ૩॥গॽॸॕपৌखथਗऊैଖइॊشঃছ॔५ॺটঀ؞
୶पणःथुਫ਼ୈदऌथःऩः؛

০ؚ৾ಆ॑ষढञदेॉऎभੲਾ॑ૐीथਫ਼ୈ॑ষःञः؛
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Parastronaut feasibility projectपणःथؚୢ৾௴ਡधؚ؞
॔ই॓شঐॸॕঈ॔ॡ३ঙথقAAكभ௴ਡऊै৮खञ؛
؛௴ਡधखथमؚICIDHधؚযઠૻऊै৮॑ষढञ৾ୢ؞
 AAभ௴ਡऊैमؚWhy is ESA intending to select and fly؞
an astronaut with a physical disability?धःअધฆपणःथ
৮॑ষढञ؛
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⼈⼯衛星開発における
規制のあり⽅に関する考察

佐藤啓明

宇宙倫理学教育プログラム⼤学院⽣コース
京都⼤学⼤学院総合⽣存学館3年
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アウトライン
•背景

•⼈⼯衛星開発の現状

•⼈⼯衛星の抱える課題
• スペースデブリ問題
• 地球観測ビジネスの難しさ

•⾃由競争か規制強化か
• 競争の持つ利点
• 規制を強化すべき理由①、②

•現状⾏われている開発の⽅向づけ
• 官⺠連携
• 国際的なデータ共有の取り組み
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背景
•⺠間企業の参⼊を受け、⼈⼯衛星開発が急速に進む。

•⼈⼯衛星は通信・測位・地球観測等に利⽤される。

2024/2/19 宇宙倫理学教育プログラム最終成果発表会 3
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Smallsats in Context
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61% - share of spacecraft launched in 2013 that were smallsats
96% - share of spacecraft launched in 2022 that were smallsats

（図1）⼩型衛星数の推移. BRYCE Tech. 

Smallsats by the Numbers 2023より引⽤
（図2）だいち2号による令和６年能登半島地
震前後の地殻変動解析.国⼟地理院より引⽤. 
https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/20240101noto_insar.html

⼈⼯衛星開発の現状
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宇宙産業における⼈⼯衛星開発
•宇宙産業の7割以上は⼈⼯衛星関
連事業が占める。

•商業リモートセンシングが占める
割合は少ないが、気候変動等とも
からみ、地球観測衛星は⾮常に注
⽬されている。

•⽇本においては災害対策としても
その活⽤が期待されるが、東⽇本
⼤震災時にはデータ取得までに時
間がかかりすぎたとの批判もある
（中村 2015）。

2024/2/19 宇宙倫理学教育プログラム最終成果発表会 5

（図3）2022年現在の宇宙産業の構造. 

BRYCE Tech. 2022 Global Space 
Economyより引⽤.

⼈⼯衛星開発の抱える課題

2024/2/19 宇宙倫理学教育プログラム最終成果発表会 6



スペースデブリ問題
• space debris is defined as all man-made objects, 
including fragments and elements thereof, in Earth 
orbit or re-entering the atmosphere, that are non-
functional.（UNOOSA 2010）

•衝突事故や破壊実験によってその数は急増している。
• ロシアによる2021年の破壊実験によって1500個の破⽚が発

⽣（Valencia 2021）。
•低軌道に関しては⼗分な規制がない(Shimmi 2022)。

2024/2/19 宇宙倫理学教育プログラム最終成果発表会 7

地球観測ビジネスの難しさ
•予⾒性や実装⾯に課題が
ある。

•福井県と⺠間企業による
福井県⺠衛星プロジェク
トでは、その費⽤の1/3
を⺠間企業が負担した
が、福井県庁でのデータ
使⽤法が確⽴しておら
ず、開発費⽤の回収に
⾄っていない(松井
2021)。

2024/2/19 宇宙倫理学教育プログラム最終成果発表会 8
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（図4）地球観測衛星開発の抱える問題点. CONSEO. 
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