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星空ガイド ７月１６日～８月１５日

※惑星は２０２３年８月１日の位置です。

よいの星空
７月１６日２２時頃

８月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
７月１６日 ４時頃

８月 １日 ３時頃

１５日 ２時頃

［太陽と月の出入り（大阪）］

月 日 日の出 日の入 月の出 月の入 月齢

７ １６ ４：５６ １９：１１ ３：０３ １８：２３ ２７.９

２１ ４：５９ １９：０８ ７：５０ ２１：２２ ３.４

２６ ５：０３ １９：０５ １２：３７ ２３：２７ ８.４

８ １ ５：０７ １９：００ １９：０３ ３：４７ １４.４

６ ５：１１ １８：５６ ２１：５５ ９：５９ １９.４

１１ ５：１４ １８：５１ ０：１３ １５：２３ ２４.４

１５ ５：１７ １８：４６ ３：４６ １８：２８ ２８.４
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ペルセウス座流星群を見よう

８月１３日（日）にペルセウス座流星

群が極大を迎えます。最も多く流れ星

が流れる極大時刻は１３日の夕方５時

と予報されています。ですので観察の

ねらい目としては、１２日深夜から１３日

未明、もしくは１３日深夜から１４日未明

ということになります。

今年は新月に近いため、月明かりの

影響も少なく、街明かりの少ないところ

ではたくさんの流れ星を見ることができ

そうです。また、１３日の日暮れから２０

時過ぎ頃までは、数が少ないながらも

長経路の流れ星が見られるチャンスが

あります。

流れ星は、ペルセウス座にある放射点から四方八方に流れますので、なるべく空

の広い範囲を見るようにして観察してみてください。

月と明るい夏の一等星の饗宴

７月２５日（火）には、半月近くの月とおとめ座の一等星スピカがならびます。夜９時

頃ですと南西の空の低いところに見られます。また、２８日（金）には半月過ぎの月と

さそり座の一等星アンタレスがならびます。こちらは夜９時頃、南の空をご覧になって

みてください。

［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

７ １８ 火 ●新月（１４時）

１９ 水 夕空の低空に月と水星がならぶ

２０ 木 土用の入／夕空に月と金星がならぶ

月が最遠（４０６,２８９ｋｍ）

２１ 金 夕空に月と火星がならぶ

２３ 日 大暑

２５ 火 月とスピカがならぶ

２６ 水 上弦（７時）

２８ 金 月とアンタレスがならぶ

３０ 日 みずがめ座デルタ流星群が極大の

ころ

月 日 曜 主な天文現象など

８ ２ 水 ○満月（４時）

月が最近（３５７,３１１ｋｍ）

３ 木 月と土星がならぶ

８ 火 立秋／月と木星がならぶ

下弦（１９時）

１３ 日 ペルセウス座流星群が極大（１７

時）

西野 藍子（科学館学芸員）

図：ペルセウス座流星群の放射点
（８月１３日午前１時頃）

星空ガイド
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飯山 青海

１．新彗星発見

今年２０２３年の１月９日に新彗星が発見されました。符号はＣ／２０２３Ａ３、彗星

の名前はツチンシャン・アトラス（紫金山・ＡＴＬＡＳ）彗星と名づけられました。ツチン

シャンは、中国のツチンシャン（紫金山）天文台、ＡＴＬＡＳは地球衝突小惑星の発見

を目的とした自動観測プロジェクトです。

このツチンシャン・アトラス彗星の軌道が決定されると、発見時には太陽から約７.７

天文単位という遠方（木星軌道と土星軌道の間）にあったことが分かり、２０２４年の

秋には太陽に接近してかなり明るくなりそうだということが予想されました。

彗星は氷を主成分とする天体です。太陽に近づくと太陽の熱により氷の蒸発が盛

んになり、それによって放出されたガスやチリが太陽光で照らされて、明るくなります。

ですので、彗星が木星軌道より遠方で発見されることは珍しいことです。木星軌道よ

り外側では、太陽の光が弱いため、彗星からの蒸発が少なく、たいていの彗星は地球

から観測できないほど暗くなってしまうのです。ツチンシャン・アトラス彗星が約７.７天

文単位という遠方で発見されたということは、ツチンシャン・アトラス彗星が大きな彗

星であろうと推定する大きな理由になります。

２．期待は２０２４年秋

ツチンシャン・アトラス彗星は、この原稿を書いている２０２３年５月の段階でもまだ

太陽から約６.５天文単位の遠方にあり、すぐに太陽には近づきません。しかし、

２０２４年９月２７日には、約０.３９天文単位と水星並みに太陽に近づく軌道を持って

います。予想通りに彗星が大きいサイズであれば、この頃にはかなり明るい彗星として

観測できるであろうと期待されます。久しぶりの大彗星になるかもしれません。

ツチンシャン・アトラス彗星の軌道を見ると、２０２４年の秋に日本からツチンシャ

ン・アトラス彗星を観察するチャンスは大きく３つの期間に分けて考えることができま

す。まず第１は、２０２４年９月の末から１０月初めの数日間です。この時期は明け方

の東の低空に観測チャンスがあります。この後ツチンシャン・アトラス彗星は地球から

見て太陽に近すぎて観察できない期間があり、１０月１２日頃から第２の観測チャン

スの期間が来ます。この時期は夕方の西の空での観測となります。おそらくこの時期

が一番観察しやすく、また見栄えもする時期になるのではないかと予想します。そし

て、第３の期間は１０月下旬から１１月初めの時期で、この時期は夕焼けや月明かり

の影響を受けずに観察することが可能で、街明かりのない場所へ出かけて観測する

ツチンシャン・アトラス彗星に期待

ＣＯＭＥＴ
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日付 光度

２０２４／ ９ ／２１ １.８

２０２４／ ９ ／２４ １.２

２０２４／ ９ ／２７ ０.８

２０２４／ ９ ／３０ ０.５

２０２４／１０／ ３ ０.４

２０２４／１０／ ６ ０.３

ツチンシャン・アトラス彗星の
光度予報
ツチンシャン・アトラス彗星の
光度予報

ことができれば、尾の淡い部分まで観察できるチャンスがあります。

３．第１の観測チャンス２０２４年９月末

２０２４年の９月の中旬までは、彗星は地球の南側にあって、日本からの観測はで

きません。９月下旬になって、ようやく夜明け前の東の低空にわずかな観測チャンス

が巡ってきます。この時期は、彗星が太陽に最も近づく時期ですので、彗星の尾が

伸びていることが期待できますし、イオンテイルが伸びる場合には、イオンテイルが複

雑な構造を見せる可能性もある時期です。

図はアストロアーツ社のステラナビゲータで作成した

物です。彗星の位置を表す〇印は、各日の日の出６０

分前の方位と高度を表しており、背景の星座は９月３０

日の日の出前６０分の星空です。９月３０日以外の日

は、彗星の位置と星座の星の位置関係は正しくないこ

とにご注意ください。

この期間の彗星は、夜明け前の東の低空に短時間

観測できるだけです。彗星が太陽に最も近いのは日本

時間では９月２８日の朝で、位置的に最も条件の良い

（日の出までの時間が長い）のは９月３０日ですが、低

空の気象条件は日によって大きく変わりますから、空気の澄んだ天候の日に観測で

きるかどうかが、観測成功の一番のカギとなるでしょう。また、明け方の観測ですの

で、夕方の観測と違って待ち伏せ観測（望遠鏡の方位と高度を先に合わせておい

て、望遠鏡のモーターを切って待っていれば、狙った時間に彗星の方が望遠鏡の視

野内へ入ってくる）が可能なのは、望遠鏡を使って観測するには少し有利な点です。

この時期の彗星の予報光度は、全期間を通じて最も明るい値が計算されています。

Ｏ．ＩＩＹＡＭＡ
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日付 光度

２０２４／１０／１０ ０.５

２０２４／１０／１３ ０.８

２０２４／１０／１６ １.４

２０２４／１０／１９ ２.０

２０２４／１０／２２ ２.７

ツチンシャン・アトラス彗星の
光度予報
ツチンシャン・アトラス彗星の
光度予報

４．第２の観測チャンス２０２４年１０月中旬

２０２４年の１０月上旬は、太陽と彗星の位置関係が悪く、観測は困難です。１０月

１２日頃から、彗星は夕方西の空の低空で観測可能になってきます。この時期は、

彗星は太陽から遠ざかり始めますが、観測可能な時間が長くなっていくので、観察の

しやすさという意味では、もっとも観察しやすい時期になると予想されます。

図はアストロアーツ社のステラナビゲータで作成した

物です。彗星の位置を表す〇印は、各日の日の入り

６０分後の方位と高度を表しており、背景の星座は１０

月１３日の日の入り後６０分の星空です。１０月１３日以

外の日は、彗星の位置と星座の星の位置関係は正しく

ないことにご注意ください。

この図を見ても分かる通り、日を追うごとに、彗星の

仰角が高くなっていくので、観察可能な時間が長くな

り、また、低空は空気の透明度が悪い日が多いのです

が、そのような気象条件を回避できる可能性も日を追うごとに高くなってきます。

太陽と彗星の距離は日に日に遠ざかり彗星の明るさもだんだん暗くなっていきます

が、地球と彗星の距離は９月末よりも近くなっていますので、しっかりした尾が伸びて

いる場合は、９月末よりも尾が観察しやすいかもしれません。

特に１０月１２日、１３日、１４日頃のできるだけ早い時期（彗星がまだ明るい時期）

に観察しようとするならば、西の空の視界の開けた場所で観察することが重要です。

また、夕方の観察なので、天文台のように据え付けしてある望遠鏡でない限り、待ち

伏せ観測は難しいです。双眼鏡を使って、夕焼け空の中を探していくことになります

が、事前に、地上の風景と方位の対応をつけておくことができれば、「今日はあのビル

の上に見えるはずだ」という風な見当をつけることができるので、多少探しやすくなる

でしょう。

ＣＯＭＥＴ
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日付 薄明終了 月の出

２０２４／１０／２０ １８：４１ １９：０６

２０２４／１０／２１ １８：４０ ２０：００

２０２４／１０／２２ １８：３９ ２１：００

２０２４／１０／２３ １８：３８ ２２：０４

天文薄明終了と月の出の時刻（大阪）天文薄明終了と月の出の時刻（大阪）

日付 光度

２０２４／１０／２２ ２.７

２０２４／１０／２５ ３.３

２０２４／１０／２８ ３.９

２０２４／１０／３１ ４.４

２０２４／１１／ ３ ４.９

２０２４／１１／ ６ ５.４

ツチンシャン・アトラス彗星の
光度予報
ツチンシャン・アトラス彗星の
光度予報

また、この時期は、夕焼けの中で彗星を探すか、月明かりの下で彗星を探すかに

なるので、星のきれいな場所へ出かけて観測するメリットが小さくなる時期です。大阪

市内から彗星を観察するとしたら、おそらく一番観察しやすい時期ではないかと予想

します。

５．第３の観測チャンス２０２４年１０月下旬～１１月上旬

２０２４年の１０月中旬は、月がある

時期のため、空の状況が真っ暗ではな

い中で観測を強いられる時期です。し

かし、１０月２１日頃から、月の出の時

刻がだんだん遅くなり、夕焼けが終わっ

てから月が出るまでの間、暗い空で観

測できるチャンスがあります。彗星その

ものは、１０月中旬よりも暗くなっているはずですが、街明かりのない場所で観察したり

写真撮影を行うには良い時期になります。

図はアストロアーツ社のステラナビゲータで作成した

物です。彗星の位置を表す〇印は、各日の２１時の星

空に対する彗星の位置を表しています。地平線と星空

の位置関係は、１０月２１日１８：４０のものです。

この時期は、彗星が次第に太陽から遠ざかってい

き、明るさも暗くなり、尾の長さも短く見えるようになって

いきますから、天候が許す限り、早い時期に観測する

ことが望まれます。１０月下旬のうちは、彗星の光度予

報が３等台ですので、空の暗いところで観察すれば、

肉眼で彗星を見つけることも十分可能でしょう。

Ｏ．ＩＩＹＡＭＡ
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また、望遠鏡での観察や、望遠レンズを使っての写真撮影では、尾の淡い部分ま

で観察できたり写せたりするチャンスでもあります。

６．久しぶりの大彗星になるか？

現在の光度予報では、ツチンシャン・アトラス彗星は２０２４年１０月上旬に０等台

前半の光度が計算されており、久しぶりの大彗星になる可能性を持っています。近

年の彗星で、これほどの明るさになった彗星は、２０２０年７月始めのネオワイズ彗星

（Ｃ／２０２０Ｆ３）や２０１３年のパンスターズ彗星（Ｃ／２０１１Ｌ４）が思い起こされます。

２０２０年のネオワイズ彗星は、日本の広い範囲で天候がずっと悪く、大阪にお住まい

の方で最盛期に観察できた方はほとんどいらっしゃらないと思います。筆者もだいぶ

暗くなってからの姿をやっと観察できただけで残念な思いをしました。２０１３年のパン

スターズ彗星は、今回のツチンシャン・アトラス彗星よりも更に太陽に近い位置関係

だったため、夕焼け空の影響の強い中での観測となり、０等級という明るさの割には

観察しやすくない彗星でした。

今回のツチンシャン・アトラス彗星は久しぶりに観察しやすい彗星になる可能性を

持っています。彗星がじわじわと明るくなってくる時期に日本（北半球）から見えにくい

位置にあるのは残念ですが、最盛期は日本から比較的見えやすい位置関係ですの

で、期待して待ちたいと思います。

７．彗星の予報は当たるのか？

彗星が将来どのように見えるか、計算によって予報されているのですが、この予報

は当たるのでしょうか？過去には、大彗星になると期待されながら、期待外れに終わ

った彗星も少なくありません。

まず、彗星の位置に関しては、何月何日にこの位置に彗星が見える、という予報は、

ほぼ当たります。彗星の太陽系内での動きは、太陽の引力による運動がほとんど全

てですので、現在計算されている彗星の軌道が今後大きくずれることはありません。

一方、彗星の光度予報（明るさ）は、当たらないことが良くあります。彗星が明るくな

るかどうかは、彗星がどのくらい活発に蒸発を起こすかということにかかっています。

彗星は氷を主成分とした天体ですが、氷以外に岩石も含んでいます。また、「氷」と

一言で言っていますが、氷の主成分は水（Ｈ２Ｏ）が凍った、私たちの身の回りのよくあ

る氷（水以外の氷と区別するために「水氷」と呼びます）ですが、それ以外にも、二酸

化炭素や一酸化炭素、メタン、アンモニアといった分子も低温で氷になって彗星に含

まれています。特に新発見の彗星では、これらの成分の比率が全く不明のため、過

去の平均的な彗星の挙動を当てはめて明るさの予想をするのですが、実際のところ

彗星の成分の比率は彗星ごとに個性があり、過去の平均的な彗星とは外れてくる

ケースが少なくありません。特に、今回のツチンシャン・アトラス彗星のように、遠方で

ＣＯＭＥＴ
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発見された彗星の場合は、さらに注意が必要です。現在もツチンシャン・アトラス彗

星は木星軌道よりも遠方にあり、太陽の光と熱が少ない位置にありますが、このよう

な環境でも蒸発するのはメタンやアンモニアと言った沸点の低い分子で、水（Ｈ２Ｏ）の

ような沸点の高い分子はほとんど蒸発しません。つまり、現在のツチンシャン・アトラス

彗星の明るさを支えているのはメタンやアンモニアの蒸発と言えます。しかし、彗星が

太陽に近づいたときにもっとも活発に蒸発する分子は水（Ｈ２Ｏ）なのです。水がどのく

らい激しく蒸発を起こすかによって、彗星の明るさは大きく変わります。なので、現在

のツチンシャン・アトラス彗星（水はほとんど蒸発していない）の明るさの観測をそのま

ま太陽に近づいた場合に当てはめて計算しても、その予測通りになる可能性はあまり

高くないのです。

更に、尾がどのくらい見えるか、とい

うことについては、もっと予想できませ

ん。彗星には２種類の尾があります。

イオンの尾と呼ばれる、細くてまっすぐ

伸びる尾と、ダストの尾と呼ばれる、幅

が広く湾曲して見える（見かけ上まっ

すぐに見える場合もあります）尾の２種

類です。

イオンの尾は、彗星から蒸発したガ

スが、太陽の紫外線などの影響で電

離したイオンとなって吹き飛ばされた

もので、これは彗星に含まれる一酸化

炭素の量が多いとイオンの尾が顕著

に観察されます。ダストの尾は彗星に

含まれている岩石質のチリが、氷が蒸

発するときに一緒に吹き飛ばされて彗

星から離れたものが作る尾で、彗星の

蒸発が活発で、さらに彗星が岩石質

のチリの多く持っていると、ダストの尾が発達します。彗星によって、イオンの尾もダス

トの尾も両方よく観察される場合もあり、どちらか一方だけが立派になる場合もあり、ど

ちらもあまりよく見えない場合もありますが、これらは新発見の彗星の場合、彗星の成分

が分からないので、実際に彗星が近づいてみるまで分からないことがほとんどです。

逆に言えば、このような不確定要素が多いので彗星が実際にどのように見えるか

楽しみ、という側面もあります。まだ来年の秋まで時間がありますが、期待して待ちた

いと思います。

（いいやま おおみ：科学館学芸員）

Ｏ．ＩＩＹＡＭＡ
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アルマ望遠鏡 本格運用１０周年

画像１． アルマ望遠鏡
ⒸＡＬＭＡ （ＥＳＯ／ＮＡＯＪ／ＮＲＡＯ）

画像１． アルマ望遠鏡
ⒸＡＬＭＡ （ＥＳＯ／ＮＡＯＪ／ＮＲＡＯ）

６月から絶賛投影中の新番組「ＯＲＩＧＩＮ 太陽系のはじまりを求めて」では、アルマ

望遠鏡による惑星系形成の観測成果をテーマにしています。まだご覧になっていな

い方はぜひ見ていただきたいですが、ここでは、アルマ望遠鏡について改めてご紹介

することにしましょう。

世界最大の電波望遠鏡「アルマ」

アルマ望遠鏡は、南米チリの

アタカマ沙漠にある標高５,０００ｍ

の高地に建設された世界最大

の電波望遠鏡群です。アタカマ

大型ミリ波サブミリ波干渉計

（Ａｔａｃａｍａ Ｌａｒｇｅ Ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ

／ｓｕｂｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒ Ａｒｒａｙ）、略 し

てＡＬＭＡ（アルマ）と呼ばれてい

ます。ミリ波・サブミリ波というの

は、アルマが観測対象としてい

る波長域を指します。電波は赤

外線よりも波長の長い電磁波の

ことですが、その中でも波長が１～１０ｍｍの領域をミリ波、０.１～１ｍｍの領域をサブ

ミリ波と呼んでいます。また干渉計とは、複数の望遠鏡を組み合わせて観測を行うし

くみのことです。アルマ望遠鏡では、実に６６台ものパラボラアンテナを最大で直径

１６ｋｍの範囲に展開して観測を行います。アルマの視力は最高で６,０００！あまりピ

ンとこないかも知れませんが、大阪に落ちている１円玉の大きさが、東京から見分け

られる能力に相当するのだとか（※１）。２０１１年より科学観測を開始し、２０１３年３月

１３日には開所式をむかえ、本格運用をスタートしました。

いきなりとらえた！原始惑星系円盤の驚きのすがた

運用を始めて間もない２０１４年１０月２４日、アルマ望遠鏡は当時過去最大のア

ンテナ展開範囲１５ｋｍで試験観測を行い、若い星のまわりの原始惑星系円盤の驚

きのすがたをとらえました。観測対象になったのは、おうし座の方向約４５０光年の距

離にある、１００万歳にも満たない非常に若い星、おうし座ＨＬ星です。

この時公開された、おうし座ＨＬ星の観測成果（画像２）は、研究者たちにとって非

常に意味のあるものでした。画像の中心に、おうし座ＨＬ星があり、そのまわりに同心

天文の話題
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円状の塵の円盤が幾重にも連なっている

様子がとらえられています。こうした塵やガ

スからなる円盤のことを“原始惑星系円

盤”と呼んでいて、この円盤の中から惑星

などが生まれてくると考えられています。こ

うした円盤は可視光では見えませんが、そ

の代わり電波が出ていることが分かってい

ました。ところがアルマ望遠鏡以前の電波

望遠鏡では解像度（視力）が足りず、円盤

のくわしい構造までは見ることはできなか

ったのです。この時の観測によって、おうし

座ＨＬ星を取り巻く原始惑星系円盤に隙

間（もしくは溝、黒く見えている部分）があ

ることが、はっきりととらえられたのです。こ

れは、まさに研究者たちが解き明かしたいと願っていた惑星系形成の理解への、非

常に大きな一歩だったのです（前述した新番組では、この話題を取り上げています）。

はじまりをさぐる望遠鏡、そしてその先へ…

アルマ望遠鏡の観測対象は、惑星系形成の分野だけではありません。その他にも

宇宙が誕生して間もない頃の銀河の観測、生命の起源に迫る可能性のある有機分

子の観測など多岐にわたります（※２）。私は、アルマ望遠鏡は「はじまりをさぐる望遠

鏡」だととらえています。銀河はどのように生まれ、どのように進化していったのか、太

陽系はどのように生まれてきたのか、そして私たちのような生命は、いつ、どのように、

どんな環境で生まれてくるのか。それらのルーツを解き明かすために、アルマ望遠鏡

での観測は続きます。今年度にはアルマ２計画もスタートしました。観測を続けながら

も、望遠鏡の機能をさらに強化して、性能をパワーアップさせる計画です（※３）。

これからも、アルマ望遠鏡の観測成果をワクワクしながら待ちたいと思います。

（※１） 国立天文台ホームページより引用（ｈｔｔｐｓ：／／ａｌｍａ-ｔｅｌｅｓｃｏｐｅ．ｊｐ／ａｂｏｕｔ）。

（※２） 詳しくは同ホームページの科学観測１０周年サイトをぜひご覧ください。

（ｈｔｔｐｓ：／／ａｌｍａ-ｔｅｌｅｓｃｏｐｅ．ｊｐ／ａｌｍａ１０ｔｈ）

（※３） ２０２３年４月に、同ホームページの下記ページにて発表されました。

（ｈｔｔｐｓ：／／ａｌｍａ-ｔｅｌｅｓｃｏｐｅ．ｊｐ／ｎｅｗｓ／ａｌｍａ２-ｐｒｏｊｅｃｔ-２０２３０４）

西野 藍子（科学館学芸員）

画像２． おうし座ＨＬ星の観測画像
ⒸＡＬＭＡ （ＥＳＯ／ＮＡＯＪ／ＮＲＡＯ）

画像２． おうし座ＨＬ星の観測画像
ⒸＡＬＭＡ （ＥＳＯ／ＮＡＯＪ／ＮＲＡＯ）

Ａ．ＮＩＳＨＩＮＯ
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夏休みの天体観察

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

星の観察をしてみたい！と思っても、ふだんはなかなか夜ふかしも
できないし、大阪だと星もたくさんは見えないし、などということがあると
思います。夏休みであれば、少し夜ふかしをしてもいいかな？という日
もあると思います。ふだんはなかなかできない星の観察に、じっくり取り
組んでみましょう。

金星、いつまで見えるかな？
今年に入ってから、夕方西の空に金星がずっとよく見えていました

が、最近は金星の見える時間が短くなってきました。これから８月にか
けて、さらに見えづらくなってきます。何日まで見られるか、チャレンジし
てみましょう。西の空の見晴らしの良いところで観察してみましょう。

夏の大三角や明るい星を見つけよう
ころ ざ

夜の９時頃、すっかり暗くなると、夏の大三角や、さそり座のアンタレ
ス、うしかい座のアークトゥルスなど、明るい星は大阪市内でも見つける

じっ さい

ことができます。実際の空で、星を見つけて名前を調べてみましょう。

月を観察しよう
月をじっくり観察すると、いろいろおもしろいことに気づくことができま

じ こく

す。まず、月が見える時刻は、毎日変化しています。夜になったらいつ
でも月が見える、というわけではありません。今年の夏休みで、あまり夜
ふかししなくても月を観察することができるのは、７月２０日ころから８月

くら

４日ころです。毎日観察すると、他の星と比べて月の位置が毎日少し
ずつ変化していたり、月の形が少しずつ変化していることが分かります。
月の近くに目印になるような星が見えたら、月と星の位置関係をスケッ
チして記録に残しましょう。

ここから２ページはジュニア科学クラブ（小学校５・６年生を対象とした会員制）のページです。

ジュニア科学クラブ 7ジジュュニニアア科科学学ククララブブ 77

ジュニア科学クラブ
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流れ星を観察してみよう
ぐん

８月１３日前後に、「ペルセウス座流星群」を観察するチャンスがあり
ちょうせん

ます。天気が良い日に観察に挑戦してみましょう。ペルセウス座流星
群の観察では、流れ星が見えるチャンスが多いのは、毎日朝２時頃～

おそ

４時ころです。夜の早い時間はチャンスは少なめで、遅い時間ほどおス
スメです。

また、流れ星が見えるチャンスが多い日は、８月１３日の朝と１４日
い

の朝、その次におススメなのが１２日の朝です。１１日以前や１５日以
こう ちょう

降はチャンスは少ないです。超早寝して超早起きして観察するのがお
むつか

ススメですが、難しい人は１３日の夜は他の日よりも夜の早い時間から
チャンスがあります。

あらわ

流れ星は空のどの場所にでも現れるチャンスがありますので、ペル
セウス座と関係なく、好きな方角を観察すればＯＫです。見晴らしの良
い方向の空を観察しましょう。流れ星の飛ぶ向きに注意して観察する
と、何か発見があるかもしれません。

観察は安全な場所で
天体観察を行うときは、必ず安全な場所で行いましょう。公園などで

いっ しょ ちゅう しゃ じょう

観察するときは、大人の人と一緒に観察しましょう。道路のわきや駐車場
など、車が来る可能性のある場所での観察はぜったいにやめましょう。

いいやまおおみ（科学館学芸員）

■７月のクラブ■

７月１６日（日） １０：０５ ～ １０：４５
◆集 合：プラネタリウムホール（地下１階）

９：３０～９：５５の間に来てください

◆もちもの：会員手帳・会員バッジ
◆内 容：１０：１０～１０：４５ プラネタリウム「夏休みの天体観察」見学
・途中からは入れません。ちこくしないように来てください。
・プラネタリウムは、一般の方と一緒に見学していただきます。ご家族の方も、
観覧券をご購入のうえご覧いただけます（※満席の場合はご覧いただけません）。
・７月のクラブでは、「てんじ場たんけん」は行いません。
※変更等がある場合があります。
来館前に、科学館の最新情報やクラブ当日についての詳細を、科学館公式ホームページでご確

認ください。

ジュニア科学クラブ
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２０２２年ノーベル物理学賞（その３）
窮理の部屋１９７

図１．同じ角度だけ回転させても、回転
させる軸の方向を入れ替えると全く違う
結果になる。

図１．同じ角度だけ回転させても、回転
させる軸の方向を入れ替えると全く違う
結果になる。

前回シュテルン・ゲルラッハ（ＳＧ）の実験を紹介しました。銀は、４７番目の元素で

すので４７個の電子を持っていますが、ビームが２本に分かれるのは、４７番目の電

子のスピンに起因していて、電子に２つの成分（状態）があったからです。天下り的で

すが、２つの成分を持つ粒子をスピン１／２の粒子と呼びます。

２つの成分を持つとは、測定をすれば、↑か↓のどちらかの状態しかとらないという

意味です。磁場をかけるとスピンは磁場に対して平行、あるいは反平行のどちらかの

向きを向くのですが、もともと自然界には上下と左右の違いなどなく、ここでは（習慣に

従って）磁場の方向を上下としたまでです。

強調したいのは、ＳＧ実験でビームが２つに分かれるのは、①古典的に全く説明が

つかず、量子力学で初めて説明がつく。②スピンに２つの成分があることに起因して

いる。③方向についてややこしい話がある。の３点です。以下③について解説します。

入れ替えれない操作と両立しない測定

テーブルの上に本があります。この本

をｘ軸まわりに９０度回転させてからｚ軸

まわりに９０度回転すると背表紙が上を

向きます。ところが、先にｚ軸まわりに回

転させてからｘ軸まわりに回転させると

背表紙は向うを向きます。このように回

転操作は順序を入れ替えることできな

いことが分かります。

量子力学では、この順序が入れ替え

れないことと、同時に測定できないとい

うことの関連は、「数学」という道具を使

えばエレガントに説明可能なのですが、

ここではその結果だけを認めることにし

ましょう。たとえば、物差しで長さを測り、

秤で重さを測るのはどちらを先にしても

かまいません。しかし、スピンとは、まさ

に同時測定不可能な量なのです。

窮理の部屋
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図２．ヘリウム（基底状態）の２個
の電子はスピン０を組み、それぞ
れの向きは反平行となる。

図２．ヘリウム（基底状態）の２個
の電子はスピン０を組み、それぞ
れの向きは反平行となる。

図３．もしⅠでスピンを測定して↑なら、Ⅱで
は必ず↓。もしⅠで↓ならⅡでは必ず↑。
図３．もしⅠでスピンを測定して↑なら、Ⅱで
は必ず↓。もしⅠで↓ならⅡでは必ず↑。

ヘリウムの基底状態

原子番号２のヘリウムは２個の電子を持ち、

一見、↑↑、↑↓、↓↑、↓↓の４つのスピン

状態が実現しそうに思えます。しかし↑↓と↓

↑は電子の入れ替えについて対称になってい

ません。実現するのは、↑↑、（↑↓＋↓↑）／

�２、↓↓そして（↑↓－↓↑）／�２の４つの状

態で、最初の３つの状態をスピン三重項、４番

目をスピン一重項と呼びます。三重項というの

は、それぞれ状態は違うけれど、ヘリウムのエ

ネルギーが同一だという意味で、縮退した状態と呼びます。三重項はスピン１／２と

１／２とで１を組んだ状態で、一重項はスピン０を組んだ状態でもあります。ヘリウムの

エネルギーの一番低い基底状態は、スピン０の状態になります。

電子のような粒子が多数あるとき、２個の粒子がペアになってスピン０に組むことが

多くあります。銀の原子がまさにそうで、ペアになれなかった最後の４７番目の電子が

銀の原子のスピンを決めていたのでした。

量子もつれ

スピン０の状態は、↑↓と↓

↑が重ね合わされた状態です。

その意味するところは、測定する

までスピンの成分は決まってな

いのだけれど、片方を測定しても

し↑であれば、もう片方は測定

すれば必ず↓であり、片方を測

定して↓であれば必ずもう片方

は↑になっているということです。

座標軸を図のように取り、スピン０であった２つの電子が分裂してサイトⅠとサイトⅡ

に向かったとしましょう。そしてⅠとⅡでスピンを測定するとしましょう。両サイトともｚ軸

を選んでスピンを測定すれば、先述したとおりです。２つのサイトの距離が何キロ離れ

ていても、何光年離れていても、結果は変わりません。どんなに離れていても片方の

サイトの結果がもう片方のサイトの結果に影響を与えているかのようです。シュレーデ

ィンガーは、この奇妙な関係を量子もつれと呼びました。

では、Ⅰではｚ軸、Ⅱではｘ軸を選んで測定したら、その結果はどう解釈できるので

しょうか？

大倉 宏（科学館学芸員）

Ｈ．ＯＨＫＵＲＡ
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和ろうそくのサイエンスとよろこび（後編）

京都薬科大学 名誉教授 桜井 弘

絵ろうそくと『赤いろうそくと人魚』

和ろうそくには、表面に美しい絵を描いた絵ろうそくがあり、独自の世界を作ってい
お がわ み めい

ます。絵ろうそくを見ると、小説家・童話作家小川未明（１８８２－１９６１）による『赤い

ろうそくと人魚』５）が思い出されます。

ある暗い海に身重の人魚がいました。人魚はこの寂しい海では生まれてくる子供

がかわいそうだと思い、人間は優しい心を持ち街は楽しいと聞いていたので子供を人

間の世界に預けることにし、海辺の町の神社に産み落として立ち去ります。人魚の子

供はろうそく屋を営む老夫婦に拾われて、神様が授けてくれた子として大切に育てら

れ美しい娘に成長しました。人魚の娘がろうそくに絵を描くとたちまち評判となり、ろう
や し

そく屋は繁盛しました。しかし、人魚の娘に目をつけた香具師が老夫婦に人魚の娘を

売ってくれと迫ります。人魚は不吉で、手放さないと悪いことがおこると言いくるめら

れ、差し出された大金に目がくらみ人魚の娘を売る決意をします。このことを知った
おり

人魚の娘は最後にろうそくを赤く染めて残します。そして、檻に入れられて連れて行

かれました。その夜、老夫婦の元に青白い女が現れて人魚の娘の残した赤いろうそく

を買っていきますが、女が帰ったとたんに嵐となり海が荒れ狂い人魚の娘の乗った船

も沈んでしまいました。その後は、神社で赤いろうそくを見ると災いが起きるようになり

ました。老夫婦は人魚の娘を売ったため神様の罰に当たったと後悔して、ろうそく屋

を廃業します。しかしすでに遅く、人魚の呪いは続き、ついに町は滅んでしまったとい

う悲しい物語です。

人間への厚い信頼が裏切られた母人魚の怒りは、どれほど激しかったことでしょ

う。救いのない結末で、読者は強い衝撃を受けます。赤いろうそくには、母子の人魚

の魂が潜んでいたのでしょうか？

ろうそくを愛でる

東大寺二月堂の修二会で見た「闇」の中で灯る和ろうそくの光は、周りを照らしだ

すだけでなく、なにか神秘的なもの、幽玄的なものを感じさせてくれました。
たに ざき じゅんいち ろう いん えい らい さん

小説家谷崎潤一郎（１８６６－１９６５）は、『陰翳礼讃』６）（１９３３年）で、闇を照ら

す和ろうそくの価値を見事に描いています。

和ろうそくのサイエンスとよろこび
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ろうそくの灯の下では、日本の漆器の美しさは、そう云うぼんやりした薄明りの中に

置いてこそ、始めてほんとうに発揮されると云うことであった。「わらんじや」の座敷と

云うのは四畳半ぐらいの小じんまりした茶席であって、床柱や天井なども黒光りに光っ

ているから、行燈式の電燈でも勿論暗い感じがする。が、それを一層暗い燭台に改

めて、その穂のゆらゆらとまたゝく蔭にある膳や椀を視詰めていると、それらの塗り物の

沼のような深さと厚みとを持ったつやが、全く今までとは違った魅力を帯び出して来る

のを発見する。（中略）「闇」を条件に入れなければ漆器の美しさは考えられないと云

っていゝ。（中略）もしそれらの器物を取り囲む空白を真っ黒な闇で塗り潰し、太陽や

電燈の光線に代えるに一点の燈明か蝋燭のあかりにして見給え、忽ちそのケバケバ

しいものが底深く沈んで、渋い、重々しいものになるであろう。

一方、ヨーロッパでは、ろうそくの光が素晴らしい

作品を生み出しました。フランスのロレーヌに生れ

た画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥール（１５９３－１６５２）

が描いた『大工の聖ヨセフ』（図４）７）には、漆黒の

中で人々の表情を浮き上がらせるろうそくの灯の

美しさが極限にまで高められて描かれています。

ヨーロッパでは、火をともしたろうそくは信仰の象徴

や生命のはかなさを暗示するものだそうです。この

絵はキリストの父ヨセフと少年キリストでしょうか。漆

黒の中のろうそくの明りのもとで、少年の無邪気そう

な顔やヨセフの真剣そうな表情や力のこもった腕

が美しく浮き上がっています。

現代の生活は光に満ち溢れ、最近ではＬＥＤランプが夜をいっそう明るくしていま

す。しかし、現代生活から遠ざけられた暗闇を照らすろうそくとゆらめく灯を見つめな

がら暗闇を味わい、しばし生活の中の美を愛でる時間を楽しむのはいかがでしょうか？

［引用文献とノート］

５） 小川未明：小川未明童話集 改版、新潮文庫、２００３年

６） 谷崎潤一郎：『陰翳礼讃』、中公文庫、１９７５年

７） ジョルジュ・ド・ラ・トゥール画『大工の聖ヨセフ』（１６４０年）、パリ・ルーブル美術館

蔵 ｈｔｔｐｓ：／／ｃｏｍｍｏｎｓ.ｗｉｋｉｍｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｆｉｌｅ：Ｌａ_Ｔｏｕｒ.ｊｐｇ

桜井 弘

図４．ジョルジュ・ド・ラ・トゥール画
『大工の聖ヨセフ』

図４．ジョルジュ・ド・ラ・トゥール画
『大工の聖ヨセフ』

ＨＩＲＯＭＵ．ＳＡＫＵＲＡＩ
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科学館行事予定８月末までの

企画展「プラネタリウムの歴史と大阪」水３０

フェスタ日２０

第３２回 青少年のための科学の祭典 大阪大会２０２３サイエンス・土１９

金１１
夏休み自由研究教室③「月の模型を作ろう」（７／２７必着）

木１０
８

夏休み自由研究教室②「電池を作ろう」（７／２５必着）水９

木３
夏休みミニ気象台２０２３

水２

ファミリー電波教室（７／１８必着）／科学の体験マルシェ日３０

天体観望会「月を見よう」（７／１９必着）／七夕講演会「素粒子と宇宙」土２９

金２８
夏休み自由研究教室①「くるくるレインボーを作ろう」（７／１３必着）

木２７

小・中学生のための電気教室（申込終了）水２６

プラネタリウム特別投影「夏休みの天体観察」（１０：１０の回）日１６

中之島科学研究所コロキウム木１３
７

サイエンスショー「ハラハラ！バランス大実験」（～８／２７）

プラネタリウム「学芸員スペシャル」（土日祝休日）

プラネタリウム「ファミリータイム」

プラネタリウム「ＯＲＩＧＩＮ 太陽系のはじまりを求めて」（～８／２７）

プラネタリウム「シン・宇宙望遠鏡～ジェームズ・ウェッブ～」（～８／２７）

行 事曜日月

開催中

● 宇宙望遠鏡：シン・宇宙望遠鏡～ジェームズ・ウェッブ～ ● ＯＲＩＧＩＮ：ＯＲＩＧＩＮ 太陽系のはじまりを求めて
● 学芸員ＳＰ：学芸員スペシャル※土日祝と８／１１～８／１５
● ファミリー：ファミリータイム（幼児とその保護者を対象にしたプラネタリウム・約３５分間）
● 学習投影：事前予約の学校団体専用（約５０分間）
☆プラネタリウム投影中、静かに観覧いただけない場合はプラネタリウムから退出していただきます。
観覧券の返金・交換はできませんのでご了承ください。

スケジュールは変更する場合があります。最新の情報は科学館公式ホームページをご覧ください。
★７／１６（日）１０：１０の回は小学５・６年生向け夏休み企画のプラネタリウムを投影します。

所要時間：各約４５分間、途中入退場不可

宇宙望遠鏡ＯＲＩＧＩＮ宇宙望遠鏡ＯＲＩＧＩＮ学習投影ファミリー学習投影

平 日
（７／２０～
８／２５を除く）

１６：００１５：００１４：００１３：００１１：５５１１：００９：５０

学芸員ＳＰ※宇宙望遠鏡ＯＲＩＧＩＮ宇宙望遠鏡ファミリーＯＲＩＧＩＮ宇宙望遠鏡
★

ファミリー

土日祝休日
および７／２０
～８／２５

１７：００１６：００１５：００１４：００１３：００１２：００１１：００１０：１０

プラネタリウムホール 開演時刻
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科学の体験マルシェ

展示場解説ボランティア「サイエンスガイド」と一緒に楽しい科学ワークショップにご参加いた
だけます。
■開催日：７月３０日（日） ■場所：研修室
■申込方法等、詳しくは科学館公式ホームページをご覧ください。

※先着順です。

所要時間：各約３０分間、会場：展示場３階サイエンスショーコーナー

－○－－
平 日

（７／２０～８／２５を除く）

○○○○
土・日・祝休日

および７／２０～８／２５

１５：００１４：００１３：００１１：００

サイエンスショー 開演時刻

天体観望会

科学館の大型望遠鏡を使って、見ごろの天体を観察してみましょう。
①月を見よう ②土星を見よう ③月と土星を見よう
※天候不良時は、科学館の望遠鏡の設備見学のみになります。
■日時：①７月２９日（土） ②９月９日（土） ③９月２３日（土） 各日１９：３０～２１：００
■場所：屋上他
■対象：小学１年生以上 ※小学生の方は、必ず保護者の方と一緒にお申し込みください。
■定員：各日５０名（応募多数の場合は抽選） ■参加費：無料
■申込締切：①７月１９日（水） ②８月２９日（火） ③９月１２日（火）必着
■申込方法：専用Ｗｅｂフォームまたは往復ハガキに、住所・氏名・年齢（学年）・電話番
号、一緒に参加希望の方の氏名と年齢（学年）と希望日を記入して、大阪市立科学館
「天体観望会〇月〇日」係へ

★友の会の会員は、友の会事務局への電話で応募できます（抽選は行います）。
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夏休み自由研究教室①「くるくるレインボーを作ろう」

梅本春枝さんが考案したくるくるレインボーを作りましょう。くるくる回すと遠心力によって虹色
の回転体がシャボン玉のように広がります。
■日時：７月２７日（木）、７月２８日（金） 各日１４：００～１５：３０ ■場所：工作室
■対象：小学３年生～中学３年生 ■定員：各日２４名（応募多数の場合は抽選）
■参加費：５００円 ■申込締切：７月１３日（木）必着
■申込方法：往復ハガキに希望日、参加希望本人の住所・氏名・年齢（学年）・電話番号、
一緒に参加希望の方の氏名・年齢（学年）を記入して、大阪市立科学館「くるくるレイン
ボーを作ろう７月２７日または７月２８日」係へ

ファミリー電波教室

ラジオを組み立てて、ラジオの仕組みを学びましょう。完成したラジオを使って電波とはどの
ようなものか実験してみましょう。完成したラジオはお持ち帰りできます。
■日時：７月３０日（日） １３：００～１６：３０ ■場所：工作室 ■参加費：無料
■対象：小学５年生～６年生と保護者の２名１組（子どもだけ１名の参加も可）
■定員：８組（応募多数の場合は抽選） ■申込締切：７月１８日（火）必着
■申込方法：往復ハガキに、住所・氏名・年齢（学年）・電話番号と保護者の参加の有無を
記入して、大阪市立科学館「ファミリー電波教室」係へ

■主催：ラジオ研究会 共催：大阪市立科学館、アイコム株式会社

夏休み自由研究教室②「電池を作ろう」

おもちゃやリモコン、スマホなどに入っている電池。なんと手作りできるって、ホント！？約２００年
前に発明されたボルタの電池をはじめ、身近なものをつかってさまざまな電池を手作りしまし
ょう。
■日時：８月９日（水） １４：００～１５：３０ ■場所：工作室
■対象：小学４年生～中学３年生 ただし、小学生には保護者（中学生以上）の付き添い
が必要です。※付き添いは１名のみ。

■定員：１２名（応募多数の場合は抽選）
■参加費：５００円 ■申込締切：７月２５日（火）必着
■申込方法：専用Ｗｅｂフォームまたは往復ハガキに参加希望本人の住所・氏名・年齢（学
年）・電話番号と保護者の付き添いの有無を記入して、大阪市立科学館「電池を作ろう」
係へ

夏休み自由研究教室③「月の模型を作ろう」

現在、月探査機ＳＬＩＭという月への着陸探査計画が進んでいます。ＳＬＩＭが着陸を目指して
いる月の模型を作りましょう。
■日時：８月１０日（木）、８月１１日（金） 各日１４：００～１５：３０ ■場所：工作室
■対象：小学３年生～中学３年生 ■定員：各日１２名（応募多数の場合は抽選）
■参加費：１０００円 ■申込締切：７月２７日（木）必着
■申込方法：往復ハガキに希望日、参加希望本人の住所・氏名・年齢（学年）・電話番号、
一緒に参加希望の方の氏名・年齢（学年）を記入して、大阪市立科学館「月の模型を作
ろう８月１０日または８月１１日」係へ

申し込みの往復ハガキは、１イベントにつき１通のみ有効です。

２０

インフォメーション



大阪市立科学館 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／

電 話：０６‐６４４４‐５６５６ （９：００～１７：３０）

休館日：毎週月曜日（７／１７、８／１４は開館）、７／１８、８／２９

開館時間：９：３０～１７：００ （プラネタリウム最終投影は１６：００から）

所在地：〒５３０‐０００５ 大阪市北区中之島４‐２‐１

お天気のことならおまかせ！４年ぶりに、ミニ気象台の開催です。気象や地震についての実
験コーナーや、雨や風などを計る機械の展示、急に降る大雨の話、いろんな工作コーナーな
ど、もりだくさんです。
■日時：８月２日（水） １１：００～１６：３０、３日（木） ９：３０～１５：００ ■場所：多目的室（予定）
■対象：どなたでも ■定員：なし ■参加費：無料
■参加方法：当日、直接会場へお越しください。
■主催：大阪管区気象台、大阪市立科学館
※気象・地震等の状況により、イベントを中止または縮小する場合があります。

夏休みミニ気象台２０２３

今回も中学や高校、大学、企業などが実験ブースや講演会を開催するほか、新たにダイナ
ミックな実験を披露する野外実験ブースも開設予定です。「青少年の創造力とこどもの想像
力を育む科学実験と工作教室」をメインテーマは掲げ、身近な日常生活の中で、科学がどの
ように活かされているかを改めて考察し、子どもから大人まで、広く情報発信する機会といた
します。
■日時：８月１９日（土）、８月２０日（日） １０：００～１７：００
■場所：大谷中学校・高等学校（大阪市阿倍野区共立通り２丁目８‐４）
※科学館では行いませんので、ご注意ください。
■最寄駅：Ｏｓａｋａ Ｍｅｔｒｏ谷町線「阿倍野」駅 他 ■対象：どなたでも ■参加費：無料
■参加方法：当日、直接会場へお越しください。（上履きが必要です）
※定員制の工作教室は行いません。会場の混雑状況によっては入場制限をする場合があります。
※詳しくは、大阪大会のホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｐｅｓｊ‐ｂｋｋ.ｊｐ／ＯＳＦ／）をご確認ください。
■問い合わせ：「青少年のための科学の祭典」大阪大会実行委員会（読売新聞大阪本社
企画事業部内） 電話０６‐６３６６‐１８４８（平日１０：００～１７：００）

第３２回 青少年のための科学の祭典 大阪大会 ２０２３サイエンス・フェスタ
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友の会 行事予定

友の会サークルは、会員が自主的に学習し合う集まりです。
科学館内が会場のサークルは、参加申込は不要です。記載の日時に会場にお越しのう
え、世話人に見学の旨お伝えください。テキスト代など実費が必要なものもあります。初めて
参加される場合は、まずは見学をおすすめします。

月 日 曜 時間 例会・サークル・行事 場所

９ 日
１４：００～１５：３０ 化学 工作室

１６：００～１７：００ 光のふしぎ 工作室＋Ｚｏｏｍ

１５ 土
１２：１０～１３：４５ 英語の本の読書会 工作室＋Ｚｏｏｍ

７
１４：００～１６：００ 友の会例会 多目的室＋Ｚｏｏｍ

１６ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２２ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう 工作室＋Ｚｏｏｍ

２３ 日
１０：００～１２：００ 天文学習 工作室＋Ｚｏｏｍ

１４：００～１６：３０ 科学実験 工作室

１２ 土 １１：００～１６：３０ りろん物理 研修室

１９ 土
１２：１０～１３：４５ 英語の本の読書会 工作室＋Ｚｏｏｍ

１４：００～１６：００ 友の会例会 多目的室＋Ｚｏｏｍ

８ ２０ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２６ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう 工作室＋Ｚｏｏｍ

２７ 日
１０：００～１２：００ 天文学習 工作室＋Ｚｏｏｍ

１４：００～１６：３０ 科学実験 工作室

８月の化学サークル、光のふしぎサークルはお休みです。

最新情報は、科学館ホームページ・友の会会員専用ページでご確認ください。

友の会入会は随時受け付けています。年会費３０００円、入会資格は中学生以上です。
詳しくは科学館ホームページ、友の会ホームページをご覧ください。

７月の友の会例会

友の会の例会では、学芸員による「今月のお話」の他、会員同士での科学に関する話題

の発表があり、科学の話題に触れて会員同士の交流を深めるチャンスです。Ｚｏｏｍを利用し

たオンライン参加のほか、科学館多目的室での参加も可能です。

１９：００からはＺｏｏｍを利用した、交流会（おしゃべり会）も開催いたします。

■日時：７月１５日（土）１４：００～１６：００ ■会場：科学館多目的室、Ｚｏｏｍ

■今月のお話：「『シン・宇宙望遠鏡～ジェームズ・ウェッブ～』＋（プラス）」石坂学芸員

６月１日から投影しているプログラム「シン・宇宙望遠鏡～ジェームズ・ウェッブ～」につい

て、本編では触れていない、もう少し“深い（ディープな）”お話をします。

友の会

２２



大阪市立科学館 友の会事務局

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｋｉｔａ.ｏｓａｋａ.ｊｐ／～ｔｏｍｏｎｏｋａｉ／

電 話：０６‐６４４４‐５１８４ （開館日の９：３０～１７：００）

メール：ｔｏｍｏ＠ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ

郵便振替：００９５０‐３‐３１６０８２ 加入者名：大阪市立科学館友の会

友の会例会報告

６月の友の会の例会は、１７日に開催しました。メイン

のお話は、大倉学芸員から「不思議なスピンとコンピ

ュータ」というタイトルで、「量子もつれ」についてのお話

でした。休憩をはさんだ後も、さらに追加で解説をしてい

ただきました。そのあと山田さん（Ｎｏ.２７６０）から「Ｃｈａｔ

ＧＰＴについて」紹介がありました。参加者は科学館会場

で２６名、Ｚｏｏｍ参加で１９名の合計４５名でした。

夕方には友の会会員専用観望会が晴天で開催でき

ました。金星や、二重星（ヘラクレス座α）などの観察を

しました。観望会の参加者は４８名でした。

合宿天体観測会のご案内

今年度の友の会合宿観測会は、９月１６日（土）～９月１８日（月・祝）の２泊３日の日程

で、奈良県吉野郡吉野町で開催します。都会では見ることのできない美しい星空をたっぷり

観察しましょう。ジュニア科学クラブの会員さんや、ご家族の方も歓迎です。みんなでワイワ

イ、楽しい合宿にしましょう。多くの方のご参加をお待ちいたします。

■日程：９月１６日（土）～９月１８日（月・祝） ■定員：２０名

■対象：友の会の会員とそのご家族、ジュニア科学クラブの会員とそのご家族

■合宿先：奈良県吉野郡吉野町上市

ゲストハウス三奇楼 ｈｔｔｐ：／／ｓａｎｋｉｒｏｕ.ｃｏｍ／

結ほんまち屋敷 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｙｕｉ‐ｈｏｎｍａｃｈｉｙａｓｈｉｋｉ.ｃｏｍ／

■参加費その他詳細は友の会会員専用ホームページにてご確認ください。

■申込締切：８月２３日（水） ただし、定員に達した場合には早く締切る場合があります。

■申込方法：友の会事務局までお電話で。

■備考：原則として宿泊は男女別の相部屋です。

会場となるゲストハウス三奇楼と結ほんまち屋敷は２０ｍほどの

距離にあり、天体観察は三奇楼の展望デッキで、宿泊は三奇楼

と結ほんまち屋敷の両方に分かれて行う予定です。

合宿に関する打合せは、インターネット掲示板上で行っており

ます。（掲示板のＵＲＬは右の２次元コードから）

友の会
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図書コーナー

展示場３階の奥の方、エスカレータの降り口を通

り過ぎ、通路を通った先に「図書コーナー」がありま

す。サイエンスショーコーナーの手前ですね。

ここには、２０００冊あまりの科学に関する本を設

置しており、また天文ガイド、日経サイエンスなどの

科学雑誌の最新号が配架してあり、その場で自由に

閲覧できます。なお貸し出しはしていません。

私事ですが、子供のころ、近くに科学館やプラネ

タリウムがなかったため、好きだった宇宙の情報はも

っぱら本で得ていました。絵本、図鑑、学習マンガ、

入門書、新書、専門書、科学小説などを夢中で読

んだものです。かこさとし、藤井旭、都筑卓司さんな

どの本を夢中で読んでいました。太陽が一生の最後

にものすごく大きくなってしまうこと。ブラックホールが

本当にあること。地球の内部がどうなっているか。恒

星までの宇宙飛行は可能か。二次元や四次元って

何なのか、なによりカラフルでダイナミックな宇宙の

姿に魅せられました。そして、科学館に就職してか

ら、そうした本の著者、松田卓也さんや福江純さんと

お話する機会がたくさんできたのは、夢のようでし

た。

図書コーナーは、科学との出会いを演出できるように、学芸員セレクトでいろいろな

本を置くようにしています。科学館出版の本も「うちゅう」はじめ全ておいています。著

者や出版社からの寄贈もありがたい限りです。最近は人気の学習マンガ「サバイバ

ル」シリーズから科学館にあっているものをおいたり、子供の科学の人気連載「ビー

カーくん」などゆるい（でも実は内容はハードな）本をおいています。展示やプラネタリ

ウムの特集に関係した本もできるだけ入手し、わかりやすいところにおくようにしていま

す。ゆったりと本を読めるデスクなどもありますから、時には科学館の一日を図書コー

ナーで過ごしていただければと思います。新しい科学との出会いがきっとあると思いま

す。

渡部 義弥（科学館学芸員）

展示場へ行こう
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「学芸員の展示場ガイド」では、サイエンスガイドの方といろんな展示を動画で
紹介しています。ホームページからアクセスできますので、ぜひご覧ください！


