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　 1，は じめ に

　中層大 気 は成 層圏 か ら下部熱圏 ま で を含 む 10〜100

km の 高度領域 で あ る．極域 中層大気 は，他 の 緯度帯 と

同様，地面や対 流圏 に 起源 を持 ち，上方 に 伝播す る ロ

ス ビー波，重力波，潮汐波等，様々 な波動 の 作用が重

要 で あ る と共 に ，太陽風 をエ ネル ギ
ー

源 とす る極域特

有の電離圏擾乱の 影響を受け る領域で ある．地表に到

達す る紫外線量 を支配す る オ ゾ ン 層が存在 し， 春季 に

はオ ゾン ホー
ル が 出現 する領域 で もあ る．しか し，他

の 緯度帯に 比 べ て 過酷な極域環境下で の観測 は か な り

不足 して い る．現在，国立極地研究所 を中心 と して ，

南極昭和基地 に 広 い 高度領域 を 同時に 高精度高分解能

で観測可能な大型大気 レ ーダーを設置し，既存 の 大気

測器 に よ る 観測 も有機的に つ な ぐこ とで ，極域大気研

究の ブ レ ーク ス ル ーを目指す計画を進 め て い る．こ こ

で は ，極域大気 の 特徴 （特 に 力学 を中心 と す る ），南極

昭和基地大型大気 レ ーダー （PANSY レ ーダーと呼

ぶ ）計画 の 概 要，PANSY に 向けて の 研究観測，設置

運用上 の 課題 に つ い て 順 に 議論す る．

　 2 ．極域大気の 特徴

　地球大気 の 温度プ ロ フ ァ イ ル は ， 高さ と と もに下降

と上昇 を繰 り返 し，その 温度勾配 の 違 い か ら大気 は 下

か ら対流圏，成層圏，中間圏，熱圏 と分 け られ て い る

　
＊
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（第 1 図）．100km 以 上 で は大気は 太陽エ ネル ギー
に よ

り電離す る の で 電離圏と も呼ばれ る．高さ 50km 付近

に 位置 す る成層圏界 面 で の 温度の 極大 は，火星 や 金星

に は存在せ ず，地球大気に の み 見ら れ る構造で あ る．

地球 に はオゾン 層が存在 し，そ の オ ゾン が 太陽 か らの

紫外線 を 吸収 し て大気を加熱す る た め で あ る．興味深

い こ と に，冬の極域 は
一

日中太陽光線が届 か な い に も

南極昭和基地 （69S，39D で の 鉛直温度プ ロ フ ァイル
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第 1 図　昭和 基 地 の 温 度 の 鉛直 プ ロ フ ァ イ ル

　　　 （CIRA −86，　 IRI−95に よ る 気候値）．実線

　　　 は OOLST ，破 線 は 12LST ．縦 棒 は

　　　 PANSY レ ーダー
で 観 測 可能 な 高度領

　　　 域．
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関わ らず，成層圏界面の 温度の 極大が 見 られ る．また，

高 さ 90〜100km 付近 の 中間圏界面の 温度極小 に も面

白い 特徴が あ る．太陽光線が 一
日中降 り注 ぐ夏 の ほ う

が 日 の あた ら な い 冬よ り も低い とい う点で あ る．夏 の

極域中間圏界面 の 温度 は地球大気 に お ける最低 の値 と

な る．これ ら の 特徴 は 重 力波や ロ ス ビー
波，潮 汐波等

の 波動 に よっ て 駆動 さ れ る 中層大気子午面循環 に よ り

維 持 さ れ て い る と 考 え られ て い る が （Kanzawa ，

1989；Hitchman 　et　al ．，1989＞， 定量的な評価に は い

た っ て い な い ．こ の 問題 は，気候 モ デル の極域成層圏

に お け る低温 バ イア ス の解決 に も結 び つ い て い る．

　 さ ら に， こ の よ うな 温 度構造 は，極域 に 固有な 大気

現象 で あ る極成層圏雲，極中間圏雲 （夜光雲 とも呼 ば

れ る ）の発生 と も関連す る （写真は例え ば，PANSY パ

ン フ レ ッ ト （2001 ；2002）参照）．極成層圏雲 は 良く知

られ て い る よ うに ，冬を中心 と し て 成層圏極渦 の 内側

の 低温下 で 現れ，春 に はオ ゾ ン 破壊反応 の 触媒 と して

オ ゾ ン ホー
ル 形成に重要な役割を果 た して い る．した

が っ て ， オ ゾ ン ホ ール の将来予測に は ， 極成層圏の 温

度 の 正確 な再 現が必要 で ある．また，極中間圏雲 は19

世紀終 わ り に 発見 さ れ ，そ れ 以前は 記録 が な い こ とか

ら存在 しなか っ た と考えられ て い る．つ ま り，人間活

動 に 伴 い 中層大気温度 が 低下 し た こ と
，

エ ア ロ ゾル が

増 え た こ と，水が増え た こ と（140K 以下 で 1ppmv の

水 蒸気が 凝結す る） な ど が 原因 で 近年現 れ るよ う に

な っ た とい う こ と で あ る．し た が っ て，気候変動 の カ

ナ リ ア と も言え る極中間圏雲 の 監視や 発生 メ カ ニ ズム

の 研究 は重要 で ある．極 域 レ
ーダー

観 測 （MF 〜UHF

帯）で は この 極中間圏雲 に 深く関連す る と考え られ て

い る PMSE （Polar　Mesospheric　Summer 　Echo）と

呼 ば れ る強 い エ コ ーが 受信 さ れ る （Cho　and 　Kelly，

1993）．

　極域大気 は，物質輸送 と い う視点 か らも興味深 い 特

徴 を持つ ．成層圏極渦 は そ の 周辺 で 大 き な 渦位勾配を

もち，物質 の 行 き来 しに くい 境界 を形 成 して い る ため，

極渦縁辺部 に は物質濃度 の 大 き な 勾配 が存在す る．こ

こ で は，ロ ス ビー
波砕波 に より発生す る小規模 な乱流

（フ ィ ラ メ ン トや ス ト リーマ と呼ばれ る 現 象も そ の
一

種 ）や波動が存在 し，その あ るもの は独 自の 物理 を持 っ

て い る こ と が わ か っ て き た （Tomikawa 　and 　Sato，

2003）．数値 モ デ ル や気候 データ解析 に よりその マ ク ロ

な特徴は理解 さ れ っ っ あ る が （Allen　and 　Nakamura ，

2001 ；Haynes 　and 　Shuckburgh，2000），観測 に よ る

現状把握が 不足 して い る．視点を鉛直 に 移せ ば，極域

対 流圏界面，特 に冬季圏界 面 は他 の 緯度帯に 比 べ ，上

下 の安定度の 差 が 小 さ い た め，ゆ る い 物 質境 界面 と

な っ て い る可能性が あ る．冬季オゾ ン 加 熱がな い の で ，

成層圏 で の 正 の 温度勾配 が 小 さい ため で ある．中緯 度

の 温度構造 を意識 した世界気象機関 （WMO ）に よ る対

流圏界面 の 定義 を当 て は め る と二 十数 km と い う とん

で もな い 高度 に な る こ とが ある．極域 は中層大気物質

循環 に よ っ て 運 ば れ る 大気微量成分の 終着点で あ る

が ，こ こか ら対流圏や中緯度 へ 戻る仕組みは未解決の

問題 で あ る．

　極域中層大気 を理解す るための 要素 は こ れだ けで は

な い ．極域 は 太 陽風 エ ネ ル ギ ー
の 地球大気へ の 入 口 で

あ り，他の 緯度帯に比 べ て 太陽活動 の 影響が よ り直接

的に 現 れ 得る領域で あ る．た と え ば，
一

度 の オ ーロ ラ

爆発に伴 う等価消費電 力は 1〜10億キ ロ ワ ッ ト に 及 ぶ

と言わ れ （赤祖父，1975），そ れ が ジ ュ
ー

ル 熱と な っ て

大気を加熱す る．しか し ， そ の中性大気へ の影響が ど

の程度の もの か まだ よ く調 べ られ て い な い ．直接的 な

波動の 発生，大規模場の変化，それ に伴 う下層か らの

波動 の伝播特性の変化な どが考えられ る．

　 また ，中層大気 で 重要 な 大気波動 の 発生源 は 主 に 対

流圏に存在す る と考え られ て い る （Sato，2000）．南極

大 陸の 斜面を駆 け下 りる 大規模 な カ タ バ 風 （Parish

and 　Bromwich ，　1991 ；菊地，1993）や ，中緯度か ら の

空気が高緯度 ま で 入 り込 む ブ ロ ッ キ ン グ現象 （Hiras ・

awa 　et 　al ，
，
2000），南緯55度付近 を中心 とす る南半球

ス トーム トラ ッ ク （Sato　 et　al ．，2000）な ど が極域対

流圏力学を特徴 づ ける現象 として考え られ る．しか し，

対流圏も また ，南極の 過酷な環境下 に お い て，そ の観

測 は十分で はな い ．カタバ 風 は高度数百 m 以下 の 地面

付近 の 現 象で あ る が ，そ の 補償流は対流圏全層 に 広が

り ， 物質循環に寄与し ， 上層 に 西風を励起 す る と も考

え られ て い る （こ の 西風 に よ る減衰効果 に対抗 して の

カ タバ 風 の維持メ カ ニ ズム は未解決の 問題で あ る．例

えば，King　and 　Turner，1997）．非常 に シ ン プ ル な現

象で あ りな が ら，こ の ユ ニ ーク で大規模な カ タ バ 風の

南極 大気 に 対す る役割 は十分理解され て い る と は い い

が た い ．極域境界 層の力学 もま た 興味深 い ．極域 は 雪

氷面 の 高 い アル ベ ド と，放射冷却に よ り， 地表面付近

に強い 逆転層が形 成 さ れ る．混合層 の 発達 として 理解

で きる中低緯度 の 境界層 と は 異 な る性質 を持 つ この極

域境 界層 の 構造や，そ の 日変化，自由大気 と の 混合 な

どの 問題 が あ る．特に 日 変化 に つ い て は，同 じ南極大

陸上 で位相が 南極点を 中心 に 日時計の よ うに伝播す る
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ため，水平的 な大気交換 とい っ た面 白 い 問題 が 存在 す

る （平 沢，私信）．

　時間ス ケ ール の 長 い 現象 に つ い て 少 し述 べ れ ば，例

え ば ，こ こ 数年盛 ん な 議論 が な さ れ た 北極振動 （AO ，

Arctic　Oscillation）の 南半球版で あ る南極振動 （AAO ，

Antarctic　Oscillation）の 問題 が あ る ．北極振動 は統計

解析上出て き た 見か け の 環状モ ード と の 議論 も あ る

が，南半球 は 地形や海陸分布 が南極点 を中心 に ほ ぼ軸

対象で あり，モ
ード と し て存在 して も よ さ そ うで ある．

こ れ ら の振動は極渦 の 強さ の変動 と も捉 え られ ，ダ イ

レ ク トに地球温暖化 とも結 び っ く問題 で あ る．地球温

暖化 は対流圏の 現象で あ る が，対流圏界面 は緯度 に

よ っ て 高さ が異 な る の で，温暖化 に伴 い ，低緯度で は

上部対流圏，中高緯度 で は 下 部成層圏 に あ た る 高度

10〜17km の領域で の 温度の南北勾配が大 き く な り，

極渦 が 強 くなる か らで あ る （Rind　et 　al ．，1998），極域

は ， ア イ ス ア ル ベ ド フ ィ
ードバ ッ ク に よ る温暖化 シ グ

ナル が大 きい こ とで 知 られ るが，上記 の 意味 に お い て

も，極域 の 観測 は気候変動 を知 る 上 で 重 要 で あ る，

　以上 の ように，極域 は研究テーマ の 宝庫 と い え る．

そ して 1 魅力的 な の は，新 た な観測 に よ る新 しい 発見

も大い に期待で き る点で ある．

　 3 ．南極昭和基地大型大気 レーダー計画

　 1）計画 の 意義

　 こ の計画 に は， 3 つ の 意義が 考えられ る．第 1 に ，

現在 の 南極観測態勢 の 中 で の位 置づけ で あ る．こ れ ま

で ，南極昭和基地で は，国立極 地研究所 を中心 に，他

の研究機関 との 共同研究 の 形態を と りな が ら，極域大

気 の 研究 を目的 と し て
，
HF ／MF レ ーダーや ，

フ ァ ブ

リペ ロ 干渉計，全天 カ メ ラ，ラ イダー，ラ ジ オ ゾン デ

等の 様々 な測器 の 設置 ， 観測が 行わ れ て きた ，こ れ は

世界的に見て も充実し た観測態勢 と言 える．こ れ ら は

それぞれ 長所があ る も の の ，広 い 鉛直高度領域 の 力学

的っ な が りを 調 べ る の に 必須 の 大気 の 鉛直運動 を観測

で き な い ．大型大気 レ ーダーは大気 の 鉛直運動 を高精

度・高分解能で捉 える こ との で きる唯
一

の 測器 で あ り，

また ， 電離圏大気組成や 中層／下層大気の 運動 を他 の 測

器 に な い 精度 で 連続的 に観測 で きるため ， 極域大気科

学 に ブ レ
ー

ク ス ル ーを もた ら す もの と考え ら れ る．

　第 2 に 国際的 な研 究態勢 の 中 で の 位置 づ けで あ る．

日本 に お い て は，大型大気 レーダーは，京都大学宙空

電波科学研究セ ン ターが 中心 と な り開発 さ れ ， 1984年
に 中緯度 （滋賀県 甲賀郡信楽町） に 設置 さ れ た．他国

第 2 図　地球 を縦断す る大型大気 レ ーダー観測態

　　　 勢．

の 大型大気 レ ーダーに ない 様々 な機能を持 つ こ の レ ー

ダーは，国内 の み な らず，国際 的 に も広 く利用 さ れ，

数多 くの優れ た研究成果をあげ て き た ，最近，赤道（イ

ン ドネ シ ア，ブ キ テ ィ ン ギ） で の同タ イ プ の レ ーダー

も完成し，今後の赤道大気物理 の解明 が期待されて い

る．本計画に よ る世界 ト ッ プ ク ラ ス の 日本の技術を生

か した 南極大型大気 レ
ー

ダ
ー

（PANSY レ ーダー）が

完成す れ ば ， 極域 ， 中緯度，赤道 の 全 て の 緯度領域 を

カ バ ー
す る こ とに な り， 地球気候の 総合研究を行う態

勢が 整 う こ と に な る （第 2 図）．ま た ，国立極地研究所

を窓 口 と して 日本が加盟 し て い る EISCAT （欧州非干

渉散乱 レ
ーダー）科学協会 の 北極 ス バ ール バ ル の 電離

圏観測 用 レ ーダー
， 運用予定の 小型対流圏成層圏観測

レ
ーダー

も合わ せ る と，南北両極の 大気特性の 比較研

究も可能 と な る．

　第 3に ，学問的位置づ け で あ る．高度100km 以下 の

中性大気 と それ以高 の 電離大気 は ， 支配方程式が異な

り，ま た，学会 も異な る た め，両者 をつ な ぐ学問 は そ

の 必要性 が 唱 え ら れ な が ら もな か な か 発展 し て こ な

か っ た．極域は先に の べ た よ う に ，両大気領 域 の つ な

が りが 強 い た め ， そ の 理解に は そ れ ぞ れ の 専門家の 共

同研究が 必須で あ る．この 計画 は，両分野 をつ な ぐ学

際的な研究分 野 を発展さ せ る こ と に もつ な が る．

　PANSY の研究課題 と して，次 の ような もの が考え

ら れ る．

1

2
り
0

極域で の大気波動 （重力波，潮汐波，ロ ス ビー波）

の 力学 と作用

地球規模大気循環 の エ ネ ル ギ
ーバ ラ ン ス

オ ゾ ン や水蒸気 な ど大気微量成分 や エ ア ロ ゾル の
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第 1表 PANSY レ ーダー
の 諸元．

構成 モ ノス タティックパ ル ス ドッ プ ラ
ー

レ
ー

ダ
ー

周 波数 約50MHz

ア ン テナ 略 円形 アレイ（直径約 ［00m）
3 素 子直交八 木アン テナ 約 500 本

送信機 固体送 受信 モ ジュール 約 500 台

ピーク電 力 lMW （消費電 力約 230kW ）

円偏 波

受信 機 同期 直交検 波 4 系 統

（各モ ジュール の 受 信機設 置も検 討）

PANSY レ
ーダー

の 電源確保 に 必要 な電源設計を 進

め る 予定で あ る．安定 した 電力が得 られ る デ ィ
ーゼ ル

発電機 に 加 え，風 力発電や太陽光 パ ネル 等 自然 エ ネ ル

ギ
ー

の 利用 も積極的に考慮す る，現地調査 も開始 した ．

現在越冬中の南極 地域観測隊 43次隊 に お い て は，パ ッ

シ ブ な 電波環境調 査 や， レ ーダー
シ ス テ ム 設計 に 必要

な地 形調査 を進 め て い る．今年 11月 に 出発予定 の 44次

隊で は，グ ラ ン ドク ラ ッ タ
ー

や PANSY レ
ーダー

の 電

波が 妨害と な る可能性 ， 極限環境下で 動作す る ア ン テ

ナ調査等も行 う予定 で あ る．

　 輸送 ・混合過程

4．極域固有の大気現象 （極成層圏雲 ， 夜光雲 ， オ ー

　　ロ ラ ）

5　 オ ゾン ホー
ル の 将来予測

6　 極域大気 ・オーロ ラ の 南北非対称性

7　 太陽活動 の 地球気候 へ 及 ぼ す影響

　2）主要諸元

PANSY レ ーダーの 主要諸元 を第 1表 に ま とめ る．

基本的 に，MU レ
ーダー

や赤道大気 レ ーダーと同様の

構成で ある．す な わ ち ， 直径約100m の 円形領域 を占

め ，約500本の 八 木ア ン テ ナの ア レ イ で 構成さ れ る，周

波数約 50MHz の 大型 レ ーダーで あ る．ピ ーク電力は ，

対流圏は言う ま で もな く，下部成層圏，中間圏 の 風 の

3成分が 観測可能 で あ る こ と，電離圏 で の 組成や 大気

運動の推定が 可能な IS （Incoherent　Scatter）観測 が

で き る こ と を条件と して い る．対流圏 の 最低観測高度

は約 1km ，電離圏の最高観測高度は約500　km で あ る．

こ れ に よ り，た と え ば ， 夏季，PMSE が 出現 しな い 時

期 の 風 の 観測が初めて可能 とな り，極中間圏雲の物理

に 迫 る こ とが で き る．ま た ， 新技術導入 と して ，各 ア

ン テ ナ モ ジ ュ
ール に 高速 の デ ジ タル 受信機 をつ け ， 受

信信号 の 強度 と位相 を記録 し，後か ら受信 ビーム 構成

を行う工 夫を検討して い る．こ れ を用 い れ ば，イ メ ー

ジ ャ と して の新た な観測が可能 とな る．また ， 後で も

述 べ る よ うに ，
こ の計画で は 風力発電，太陽光 パ ネ ル

な どの 自然 エ ネル ギーの利用 を考え て い る が，発電量

が 十分で な い 場合に ，送 信は
一

部 の ア ン テ ナ で 行 っ て，

ブ ロ
ー

ドな ビーム を形成し ， 受信に は ア ン テ ナ ア レ イ

全体を 用 い る と い っ た，柔軟 な観測 も可能 と な る．

　 3）現在 の 進捗状況 ， 近未来の計画

　 PANSY レ
ー

ダ
ー

の 技術検討，設計は2001年度か ら

進 め て い る．2001年度に は レ ーダー心臓部 で あ る 送受

信 モ ジ ュ
ー

ル の 設 計 に 着 手 し た．2002年 度 に は

　　 4 ，PANSY に 向け て の 研究観測

WMO の ラ ジオ ゾ ン デ定 常観測 デ
ー

タ ア
ーカ イ ブ

を用 い た 研究 に よ れ ば，南極成層圏 の 重力波 エ ネ ル

ギーは ， 冬季に極大 と な る北極と は異 な り，春季 に 極

大 と な る （Yoshiki　and 　Sato，2000＞，対流圏 に ク リテ ィ

カ ル レ ベ ル が あ る こ と か ら地形起 源 の 重力波 は成層 圏

に 伝播す るの が 難 しい こ と もわ か っ た．こ の研究の発

展 として ，PANSY レ ーダー実現ま で の期間，
こ れを

意識した い くつ か の 研究観測 を計画，実行 し て い る．

　 まず，2001年 11月末〜12月末に か け て は，東京大学

海洋研究所の観測船白鳳丸 に て ， 太平洋 中部 の赤道 を

含む 28N 〜48　S の 70度以 上 の 広 い 緯 度領域 を ほ ぼ 1

度 ご と に ラ ジ オ ゾン デを打ち 上 げ ， 対流圏，下部成層

圏 ス キ ャ ン 観測 を行 っ た （佐藤ほ か ，2002）．海洋は地

形 な どの 局所 的な波動の起源が な く， 南極大気 と自然

に つ な が る特徴が見られ る と考 えられ るか らで あ る．

第 3図 に こ の 観測 で 得られ た 温度プ ロ フ ァ イ ル を示

す．低緯度か ら高緯度の 対 流圏界面 の 変化，成層圏の

小規模擾乱が捉 えられて い る．

　昭和基地で も，2002年に 1年間越冬 す る43次隊 に お

い て ラ ジ オ ゾ ン デ に よ る 集 中観測 を各季節．（3， 6 ，

10，12月） に 計画し て い る． 3 月の観測 は開始 が ブ リ

ザードに よ り遅 れ た もの の ，10日間 3 時間毎の計80発

の 観測 が 欠測 な く終了 した
†2
．第 4 図 に観測 で 得 られ

た 南北風 の 時間高度断面 図を示す．高 さ 10〜35km の

広 い 成層圏領域で ， 重力波 と思わ れ る波状構造 が 見 ら

れ ， 時間と と もに位相 が 下降し て い る の が わ か る．温

度や東西風 も用 い た詳 し い 周波数 ス ペ ク トル や 位相解

析，季節特性解析な ど を行 う予定で あ る．

†2 こ の 観測 は，第 43次 南極 地 域観測隊 の 吉識宗佳，木津

　 暢彦，櫻庭俊 昭，若林裕之，吉廣安昭，上 野 圭 介，長

　 井勝栄，鎌田 浩嗣 ， 金 濱晋 各氏 に よ り行わ れ た．
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第 4 図　昭和基地 に お け る 200Z年 3 月 の 南 北風 観 測 結 果 （吉 識 ほ か，私信 ）．等

　　　 値 線 は2．5n1／s 間隔．

　2003年に越冬す る 44次隊 で は，オ ゾ ン ホ
ー

ル 形成期

と オゾン ホー
ル 回復期 の 2期間 に お い て オ ゾ ン ゾ ン デ

に よ る キ ャ ン ペ ー
ン 観測 を行う．オ ゾ ン ホ ール 形成期

の 6 月 か ら10月 に は南極の オ ゾ ン 化学の解明を目的と

した南極初の Match キ ャ ン ペ ー
ン 観測 が 行われ る．こ

れ は ドイ ツ の マ ッ ク ス プ ラ ン ク研究所を中心 と し て ，

各国 の 南極 の観測基地 で ネ ッ トワーク を組み ，成層圏

オ ゾ ン の ラ グ ラ ン ジ ュ 変化 を調 べ る観測 で あ り ， 昭和

基地 で は 50発 の オ ゾ ン ゾ ン デ観測 を 予定 して い る．ま

た ，オ ゾ ン ホー
ル 回復期 の

11〜12月で は ， 昭和基地に

て 50日間連続 の オ ゾ ン ゾン

デ と ラ ジオ ゾ ン デ に よ る集

中観測 を予定 して い る．ロ

ス ビ ー波砕波 に 伴 う渦擾乱

や重力波 の オゾン 分布 に 及

ぼ す作用 を 調 べ る の が 目的

で あ る．特に，宇宙科学研

究所，東北大学 との 共 同研

究と し て 上部成層圏 ま で到

達可能 な高高度気球 に よ る

光学オ ゾン ゾ ン デ を開発，

数 回観測 す る 予 定 で あ る．

こ れは高速 の テ レ メ ト リが

可能で あ り，近 い 将来乱流

等微細構造観測，分光計観

測 に 発 展 さ せ る計画 で あ

る．ま た ，PANSY レ ー

ダーで は第 1 図 に 示 すよう

に中上部成層圏，下部中間

圏が観測不能領域 とな る．

こ の 領 域 を PANSY レ ー

ダーと同程度の高度分解能

で 観測 で き る レ イ リー ・ラ

マ ン ラ イ ダー
シ ス テ ム の 導

入 を検討 して い る．

　 5 ．設置運用上 の 問題点

　南極 に お い て は，夏が短

い た め， 1年分 の 建設作業

は ほぼひ と月の問に行 うこ

と に な る．現在 の 南極観測

体制で は ， 作業は ， 研究者

を含む 夏隊20名 と越 冬隊4 

名で 行 わ れ ， 専門家が行 う わ け で は な い の で，作 業工

程の簡略化，安全化 が 必 要で ある．PANSY レ ーダー

は特に多 くの作業工程が 予想さ れ ，そ の 徹底が 望 まれ

る．また，最 も大 きな問題 とな っ て い る の は 電力確保

で あ る．現在の 昭和基地 で の 平均消費電力 は約 170kW

で あ る の に 対 し，現在 の 仕様 で の PANSY レ ーダーの

標 準観測時 の 消費電力 は約230kW で あ る．安定 し た

電力を得る た め に はデ ィ
ーゼ ル 発電機の使用 が 望 ま し

い が ，地球環境 の 研究 の た め の 観測 が 地球環境 に 厳 し
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い とい う矛盾 が 生 じて し ま う．そ の た め，過酷な環境

な らで は の 自然 エ ネ ル ギーの利用 を検討 して い る．例

えば風 力発電技術 は こ こ 数年 で 大 き く進歩して い る．

南極で も ， オ ー
ス トラ リア で は モ ーソ ン 基地 に 出力300

kW の 風力発電機を 3 基建設す る 計画が あ る．モ
ー

ソ

ン 基 地 は カ タ バ 風 が 頻 繁 に 観 測 さ れ ，平 均風 速 は 12

m ／s で あ る．昭和基地 で の年間平均風速 は6．4m ／s と

弱い が ，特 に 冬季 の 利用 は期待 で きる，レ
ー

ダ
ー

運用

に つ い て は，情報通信技術 （IT）を生か して ， 日本で

もオ ペ レ ーシ ョ ン を可能 と し，リア ル タ イム で の 研究

が出来るような形態 を目指 して．い る．近 い 将来 イ ン テ

ル サ ッ トの 昭和 基 地 導入 が 行 わ れ る予 定で あ り，そ の

下地 は 確実 に 整 い っ っ あ る．
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