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星空ガイド ８月１６日～９月１５日

※惑星は２０２３年９月１日の位置です。

よいの星空
８月１６日２２時頃

９月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
８月１６日 ４時頃

９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

８ １６ ５：１８ １８：４５ ４：４５ １８：５９ ２９.４

２１ ５：２２ １８：３９ ９：３０ ２１：０２ ４.７

２６ ５：２６ １８：３３ １４：４９ ‐‐ ： ‐‐ ９.７

９ １ ５：３０ １８：２５ １９：２３ ６：２５ １５.７

６ ５：３３ １８：１８ ２２：０９ １２：１２ ２０.７

１１ ５：３８ １８：１１ １：３９ １６：３０ ２５.７

１５ ５：４０ １８：０６ ５：３１ １８：１９ ０.１

星空ガイド
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土星が衝を迎えます

８月２７日に土星が衝となり、観察の好機

となります。衝とは、惑星が地球をはさんで

太陽の反対側の方向にくることをさします。ま

た、衝の頃の土星は、太陽の沈む夕方頃に

東の空から顔を出し、明け方に西に沈むま

で、一晩中観察することができます。さらに、

衝を迎えた土星は地球との距離も近くなり、

普段よりさらに明るく見え（０.４等）、その上、

見かけの直径（視直径）も大きくなっていて、

観察には最適の時期と言えるでしょう。

望遠鏡をお持ちの方はぜひ土星へ向けて、美しい環を観察してみてください。ま

た、当館でも大型の望遠鏡を用いた土星観察のイベントを企画しています。

旧七夕

８月２２日（火）は、旧暦の７月７日にあたり、いわゆる旧七夕の日にあたります。こ

れは国立天文台が毎年発表しており、「二十四節気の処暑を含む日かそれよりも前

で、処暑に最も近い朔（さく＝新月）の瞬間を含む日から数えて７日目」と定められて

います。今年の場合は８月２３日が処暑であり、直前の新月は８月１６日。これを含め

て７日数えて８月２２日が旧七夕というわけです。（そのため旧七夕の日付は毎年違

うのです。）

現代でも、旧暦に合わせてイベントを開催することもあります。一方で、新旧暦の日

付の差を小さくするため、ひと月ずらした８月７日に行われるものもあります。こういっ

たところにも地域差があって非常に興味深いですね。

加守田 優（学芸補助スタッフ）
［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

８ １６ 水 ●新月（１９時）

月が今年最遠（４０６,６３５㎞）

１９ 土 夕空に月と火星がならぶ

２２ 火 旧七夕

２３ 水 処暑

２４ 木 上弦（１９時）

２７ 日 土星が衝

３０ 水 月と土星がならぶ

３１ 木 ○満月（１１時）

月が最近（３５７,１８１㎞）

月 日 曜 主な天文現象など

９ １ 金 二百十日

４ 月 月と木星がならぶ

６ 水 月とすばるがならぶ

７ 木 下弦（７時）／水星が内合

８ 金 白露

１３ 水 月が最遠（４０６,２９１㎞）

１４ 木 明空の低空に月と水星がならぶ

１５ 金 ●新月（１１時）

星空ガイド
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関東学院大学 理工学部 船木 靖郎

１．はじめに

みなさんは原子核というと何を思い浮かべるでしょうか？残念ながら原子爆弾と

か、核兵器等負のイメージを想起される方も多いと思います。あるいは原子力、こち

らも最近では社会的にポジティブなイメージをお持ちでない方も多々いることでしょ

う。これらはすべて、多数の特定の原子核を集めて（濃縮して）、核反応を連鎖的に

起こし、そこから莫大なエネルギーを取り出す、というものです。原子核を社会の中で

どのように利用するのか、という視点に立つものですが、本稿では、そうではなく、そも

そも原子核とはどのような物質で、どのように理解することができるのか、という視点で

お話ししたいと思います。一つ一つの原子核は本当にイメージすることの難しい、不

思議な物質なのです。そのような話題を中心に展開し、少しでも原子核の不思議さ

についてみなさんに実感して頂ければ幸いです。

２．原子と原子核

私たちの身の回りの物はすべて一つ一つの原子から出来ています。原子核はその

原子の中心に存在するものです。その原子核の周りを電子がまわっている（より正確

には雲のように広がっている）、というのが原子の姿ということになります。

このような原子の構造、あるいは原子核の存在は、１９１１年にラザフォードによって

明らかにされました。ラザフォードは助手のガイガーと当時学生だったマースデンと、

放射線の一種であるアルファ粒子を薄い金箔に照射する実験を行っていました。ア

ルファ粒子のほとんどは金箔をまっすぐ通過することが知られていて、大きな角度に

散乱されるものがないことを確認するための実験だったのですが、そのうち２００００個

に１個は入射方向と逆向きに大きく散乱されることが発見されたのです。ラザフォード

は驚いて、「大砲の砲弾を紙切れめがけて発射したら、跳ね返って自分に当たるよう

なものだ！」と言ったといわれています。原子はスカスカで、アルファ粒子はほとんど

原子を素通りするが、たまに中心に

ある原子核に衝突して大きく散乱さ

れる、というわけです。

この原子核の大きさは、原子の大

きさに比べ非常に小さいです。原子

が１０-１０ｍ程度の大きさであるのに対

して、原子核は１０-１５～１０-１４ｍ程度

原子核という不思議な量子物質

図１．原子と原子核図１．原子と原子核

原子核という不思議な量子物質
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図２．原子核の姿図２．原子核の姿

の大きさです。これは、原子が東京ドームくらいの大きさだとすると、原子核はそのマ

ウンドに置いたビー玉くらいの大きさに相当します。そのビー玉を除いた広大な領域を

複数個の電子が運動している、というのが原子の姿です。図１に原子と原子核の様

子を示しましたが、原子の中での原子核の大きさはだいぶ誇張されたものです。

しかしながら、原子の質量のほとんどすべてを担っているのは原子核です。原子核

は陽子と中性子を構成要素とするものですが、この陽子や中性子の質量は、電子の

質量の２０００倍程度も大きいのです。原子から出来ている我々の体は、その体積の

ほとんどは物質の無い真空になっていて、その質量はほとんど原子核の質量であり、

そしてその色や固さといった物性は電子の性質が反映されている、と考えると何とも

不思議な気持ちになります。

３．原子核の性質

さて、原子核ですがその大きさは１０-１５～１０-１４ｍ程度と

言いました。１ｆｍ（フェムトメートル）＝１０-１５ｍですので、原

子核の世界をフェムトワールド、と呼んだりします。例えば地

球上にありふれている炭素原子核（１２Ｃ）を例にとりましょう。

これはプラスの電気を持った陽子６個と電気的中性の中性

子６個からなっています。１２Ｃの大きさ（半径）は２.４ｆｍ程度

であることが知られています。陽子や中性子の半径は大体

１ｆｍ弱ですから、大きさの上では、計１２個の陽子と中性子がぎゅうぎゅうに詰まった

形状が想像されます。図２のようなものですが、高校の物理教科書等で見たことのあ

る方も多いのではないでしょうか。陽子や中性子はプラス同士の電気的な斥力に打

ち勝つ非常に強い核力によって結びついている、と高校の教科書にも説明されてい

ます。また核力は非常に短距離力で、核子（陽子と中性子）の間の距離が２ｆｍ程度

以上になると働かなくなります。このことからも、核子が核力で固く結びつくためには、

互いに近づいている必要があるのです。

しかしながら、この描像はある意味全く正しいとは言えないことを次に述べます。ま

ず核子は原子核中で静止していることは出来ず、なんと平均して光速の２０％程度

の速さで飛び回っています。そのような高速でたくさんの核子がぎゅうぎゅうに詰まっ

た領域を飛び回る、というのはにわかには信じがたいことですが、これは核子がマクロ

な世界で考えられるニュートン力学ではなく、ミクロの世界の力学法則である、量子

力学に従うからです。

量子力学に従うミクロの世界では我々の常識とは全くかけ離れた現象が起こります

が、その中でも「パウリの排他律」は特に不思議で重要です。この原理は、２個以上の

核子が「同一の量子状態」を取り得ないことを要求します。この「量子状態」とは、位

置や運動量、スピンといった、粒子の持つすべての自由度を含みます。原子核内の

船木 靖郎
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核子は、こういった自由度を、エネルギーの低い方から順に、すべて占有しつくしてい

るため、平均するとかなり大きな運動量を持つことになります。また、原子核内で核

子同士がぶつかって散乱しようとしても、散乱後に飛び移れる量子状態が全て占有

されているため、散乱は著しく制限されるのです。つまり核子はあたかも幽霊のよう

に、原子核内で互いにすり抜けあってしまう、というわけです。

４．原子核を記述する模型

原子核を記述する模型は様々なものがあります。原子核は互いに核子が核力（と

クーロン力）で強く相互作用することで形成されています。一つの核子は他のすべて

の核子と相互作用するのですが、核力は強い短距離力です。一つの核子は、核内

で他の核子に近づけば強い力を受け、離れるとほぼ０、といったように強い揺らぎのも

と運動しているはずなのですが、なぜか不思議なことに、結果として核子は、すべて

の他の核子との相互作用を平均化したポテンシャル中を運動するとした近似が非常

に良く成り立つのです。量子力学ではすべてのエネルギー準位が連続的ではなく、飛

び飛びに存在することを要求しますので、核子は同一のポテンシャル中で飛び飛び

の準位を占有して埋まっていくことになります。これを原子核の平均場模型と呼び、

特に基底状態（安定な一番エネルギーの低い状態）近傍について、原子核全般を

非常にうまく記述する模型として知られています。平均場模型は、核子が受ける他の

すべての核子からの相互作用による寄与を、同一かつ単一のポテンシャルとして繰

り込んだもの、ということができます。このポテンシャル中を核子はあたかも他の核子

が存在しないかのように独立に運動する、という独立粒子描像が成り立ちます。図３

に平均場近似に立脚した典型的な模型である原子核の殻模型について示してありま

す。これは原子における電子の殻模型と類似のものですが、この場合の電子が感じ

る平均ポテンシャルは、原子核によるクーロン電位で近似されるものとして、容易に

理解できるものです。原子核の場合はそのような核になるものも無く、核子がみな互

いに同等に相互作用しあっているので、なかなか不思議なものです。

一方で、独立に運動しているはずの核子が、

一斉に協調運動をし、原子核全体として変形

し、回転運動や振動運動を起こすことも知られ

ています。これは集団運動模型と呼ばれるもの

ですが、ミクロな立場から理解するため、核子

の独立運動に基づいた平均場模型を用いた議

論が活発になされています。

また、原子核のクラスター構造模型も良く知

られた模型です。これは、核子が平均ポテンシ

ャルの中を独立に運動する、という描像とは全 図３．原子核の様々な模型図３．原子核の様々な模型

原子核という不思議な量子物質
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く異なるもので、原子核が複数の核子集団でサブユニット（クラスター）を作って全体

を形成する、というものです。良く知られたものには、アルファクラスター構造があり、

これはヘリウム４原子核（４Ｈｅ）がユニットになった構造です。先の１２Ｃ原子核では、３

つの４Ｈｅ核からなる３アルファ構造状態や、１６Ｏ原子核中に現れる４Ｈｅ＋１２Ｃクラス

ター構造等が知られています。

ここで紹介した模型は、一見互いに非常に異なる模型であり、互いに矛盾するもの

でさえあります。しかしすべて原子核構造を説明することに大きく成功した模型です。

これらは原子核の真の姿が明らかになればいずれ淘汰され、一つ、真の模型のみが

生き残る、といったものでは無いのです。それぞれの模型が備えた性質はそのすべて

が原子核の持つ構造であり正しい描像なのです。ここに量子力学とそれによって記

述される原子核の不思議さが現れていると言えると思います。量子力学によれば、

全ての量子状態はベクトルと呼ぶべきものです。原子核の一つの量子状態には、複

数の模型で記述される構造がベクトルの足し算のように混ざっているという事が出来

ます。あるベクトルが異なる（一般には直交しない）複数のベクトルの重ね合わせで表

現される、という数学的表現と同等のものとして、物理的状態が複数の相矛盾する

構造の成分を同時に含んでいることも、量子力学的には許されるのです。ただ、実は

これらすべての構造を内包するような原子核のスーパー模型が存在し、それが将来

発見されるかもしれません。

５．ボーズ・アインシュタイン凝縮

２．で「パウリの排他律」について説明しましたが、実はこれは、粒子のより大きな統

計性に含めて議論することができます。量子力学で記述される粒子は全て、スピンと

いう自由度を持っています。これは古典的には自転（回転）する電流による磁気双極

子（単純にはＮ極Ｓ極の棒磁石）に対応するものですが、重要なのは、量子力学では

これらが整数か半整数（のプランク定数倍）の値のみを取ることができる、という点で

す。そして、半整数のスピン値を持つ粒子をフェルミ粒子、整数のスピン値を持つ粒

子をボーズ粒子、と呼びます。核子や電子はスピン１／２を持つのでフェルミ粒子、光

子はスピン１，アルファ粒子はスピン０を持つので共にボーズ粒子です。偶数個のフェ

ルミ粒子からなる系も全体で整数のスピンをもつことになり、ボーズ粒子となります。

奇数個のフェルミ粒子の場合はやはりフェルミ粒子です。

多数の粒子が集まったとき、粒子の統計性に著しい制限が付きます。これは一つ

一つの同種粒子を本質的に区別することができない、ということから来ているのです

が、要は、フェルミ粒子は「パウリの排他律」に従う、というものです。一方でボーズ粒

子は複数の粒子が「同一の量子状態」を取ることができます。ボーズ粒子系の場合、

系の温度を下げていくことにより、全ての粒子の熱的かく乱を抑え、より低いエネル

ギー状態を占有させるようにすると、最終的に大部分のボーズ粒子が同一の最低エ

船木 靖郎
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図４．トリプルアルファ反応図４．トリプルアルファ反応

ネルギー状態を占有するようになります。「パウリの排他律」に従うフェルミ粒子との著

しい違いです。これが「ボーズ・アインシュタイン凝縮」と呼ばれる現象で、現在様々な

物理系で生じていることが調べられています。

現在日本でも実用化されようとしているリニア中央新幹線や、粒子加速器、磁気

共鳴装置等で利用されている「超伝導」現象も、ボーズ・アインシュタイン凝縮現象

の一種です。２個の電子が対をなしてボーズ粒子として振る舞うことにより、全てのペ

ア（クーパー対）が同一の運動量状態を占める、というものです。またヘリウムガス（ヘ

リウム４）の温度を下げていくと、４.２Ｋで液体ヘリウムに状態変化しますが、さらに温

度を下げていくと、２.１７Ｋで超流動ヘリウムに転移します。これもボーズ・アインシュタ

イン凝縮の一つで、全ての粒子が同一の量子状態を占有することで、あたかも一つ

の原子のように振る舞うことを示す様々な不思議な現象が実験室で観測されていま

す。

６．クラスター化現象とアルファ凝縮

さて、５．ではボーズ・アインシュタイン凝縮現象について説明しましたが、これは

様々な物質階層で共通に見いだされる普遍的な現象です。原子核の世界でも、２

核子がペアーを組み、ボーズ粒子のように振る舞って同一の量子準位を占有してい

ます。これはペアリングと呼ばれる２核子相関で、原子核はいわば「超伝導」状態に

なっていると言えます。

最後に、４．で説明したクラスター構造がボーズ・アインシュタイン凝縮現象を引き

起こす独特な例を紹介します。１２Ｃ原子核が３つのアルファ粒子からなるクラスター

構造を作る、ということを述べましたが、これは１２Ｃの基底状態ではなく、より高いエネ

ルギーを持った、ある励起状態に顕著に現れることが分かっています。これはホイル

状態と呼ばれる特別な状態で、星の中で１２Ｃ核が形成されるために必須の量子状

態として知られています。これは３つのアルファ粒子が星の中で偶然くっ付き、ホイル

状態を通じて、安定な炭素が出来る、というものです。これはトリプルアルファ反応と

呼ばれ、炭素元素が形成される唯一のプロセスです（図４参照）。ただしホイル状態

は不安定で、形成されてわずか１０-１６秒後には崩壊してしまいます。このようなほん

のわずかの間しか存在しない寿命の短い状態ですが、それが無いと我々生物が生ま

原子核という不思議な量子物質
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図５．アルファ凝縮状態の出現の様子図５．アルファ凝縮状態の出現の様子

れなかった、というのも何とも不思議なものです。星の中での元素合成の話、不安定

な状態から安定な元素が生まれる話は、本誌２０１９年４月号に谷畑勇夫氏による

解説記事がありますので、そちらも参照してみてください。

このホイル状態は、構造の上でも３つ

のアルファクラスターが深く関連した状

態であることは示唆されており、実際多

くの理論計算で３つのアルファクラス

ターが空間局在化した状態であること

が示されてきました。これだけでなく、こ

の２０年ほどの間に、ボーズ粒子である

アルファ粒子がまさしくボーズ・アインシ

ュタイン凝縮した状態である証拠が積

み重なってきました。これは現在ではア

ルファ凝縮と呼ばれ、原子核中でまず

アルファクラスター構造が形成され、こ

れらが互いに緩く束縛したガスのように

運動し、最低エネルギー配位に凝縮す

る、というものです。なにせわずかな時

間で崩壊してしまう状態ですので、加速

器でいったん形成しても実験的に調べ

るのは大変です。まだまだ調べていく必

要があります。

現在では、このアルファ凝縮状態は、１２Ｃ核に限らず１６Ｏや２０Ｎｅ原子核で４つ、あ

るいは５つのアルファクラスターによっても引き起こされることが、理論、実験的に示

唆されてきています（図５参照）。また、励起状態に現れるアルファ凝縮状態を出発

点として、さらにアルファクラスターが励起した構造状態の存在も予言されており、今

後の発展がとても期待されます。

著者紹介 船木 靖郎（ふなき やすろう）

２００６年京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物

理学専攻で博士（理学）を取得。理化学研究所などでの研

究員、中国北京航空航天大学副教授を経て、現在関東

学院大学理工学部准教授。原子核構造、反応の理論研

究を行っています。

船木 靖郎
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天文用語共通化の歴史

写真１：天文研究会の会誌
『Ｔｈｅ Ｍｉｌｋｙ Ｗａｙ』

写真１：天文研究会の会誌
『Ｔｈｅ Ｍｉｌｋｙ Ｗａｙ』

天文学で使う用語

私たちが天文や宇宙について語る時、さまざまな用語を使っています。しかし、使

われる用語がバラバラですと何かと不便なため、なるべく共通化しようというのは自然

の流れでしょう。そこで日本では、１００年以上前から用語を統一しようという動きがあ

りました。始まりは１９０８（明治４１）年。東京天文台を中心に日本天文学会が結成さ

れました。その際、特に海外からの論文や情報を利用する場面などで用語の共通化

の必要が痛感され、有志の間で約３００の用語を制定し、会誌で使用しました。

１９２０年代に入ると、プロの天文学者だけでなくアマチュアの層も厚くなってきま

す。すると、学者やグループなどによって使う用語が異なる場合が顕著になってきま

した。有名な「惑星」か「遊星」か、という話はその一例です。この問題に対し、京都帝

国大学教授の山本一清は、１９３４（昭和９）年から主宰する東亜天文協会（現東亜

天文学会）の会誌『天界』上で「天文用語に関する私見」と題した原稿を不定期に連

載し、天文用語について意見を述べていました。これを機に、山本に刺激を受けたア

マチュアたちも使用する用語に対して大きな興味を示すようになるのです。

アマチュア天文家による天文用語制定の動き

中でもユニークなのは、大阪に拠点を置くアマ

チュア天文団体「天文研究会」で、天文用語に興

味を持つだけでなく、何と自ら検討・制定しようと

試みたのです。１９３６（昭和１１）年９月発行され

た天文研究会の会誌『Ｔｈｅ Ｍｉｌｋｙ Ｗａｙ』第１６

号の巻頭言は、「大阪天文研究会選定 天文学
ご い

術語彙」と題された記事（写真１）で、以下のよう

に会で独自の天文学術用語を選定し、誌上で連

載する宣言をしています。

「我が天文学に限らずあらゆる学問に於いて、

その学術語の統一は邦家学術振興上の見地より
ゆる

見て一日も忽がせにできない問題であります。

（中略）我が天文学界に於いても権威者を網羅し

たる調査会に於いて統一を見る日の一日も早か

らん事を吾人は望んで居るのであります。斯かる

日まで本会に於いては暫定的に天文学術語を本

紙に連載する如く制定する次第であります。」

天文の話題
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写真２：『天文術語集』の一部写真２：『天文術語集』の一部

続けて、８８星座とアルゴ座を加えた合計８９の星座名について、それぞれ学名、

学名物主格、日本語の星座名を列挙し、さらに、ギリシア文字のアルファベットの文

字と発音（カタカナと英文字）も挙げています。

この「天文研究会」は、発行直後に東亜天文協会の大阪支部になったため、続編

が掲載されることはありませんでした。しかし、その活動は引き継がれ、１９３８（昭和

１３）年６月、東亜天文協会大阪支部編集として、『星座名対照表』（銀河叢書第一

輯）が発行されています。

学術研究会議による用語統一の動き

そのような中、１９４１（昭和１６）年

２月には、国の学術研究会議に天文

学術語委員会が設けられます。それ

に先立つ１９４０（昭和１５）年には、

帝国学士院において「天文学術語統

一に関する委員会設置準備委員

会」が組織され、１９４１年１月２５日

付で、アマチュアを含めた関係団体

に対して、用語統一の参照のために

星座名８９、天文用語３２９を英語で

記した表を送付し、それぞれの団体

が使用している用語を記入し報告す

るよう要請しています。つまり、用語

の共通化にあたっては、プロの天文

学者だけでなく、アマチュアが使っていた用語についても一定の配慮をしていたので

す。これは、当時のアマチュア天文家の層が厚かったことを物語っていると言えます。

そして、委員会では１０回の審議を重ね、その成果として８９の星座名（アルゴ座を

含む）と、５０５の用語が掲載された『天文術語集』が１９４４（昭和１９）年１月に発行

されたのです（写真２）。

その後、戦後には文部省（当時）が学術用語の制定を開始し、１９７４（昭和４９）

年に『学術用語集 天文学編』を刊行していますが、残念ながら１９９４（平成６）年

発行の改訂版が最新という状態で、現時点では新しい動きもありません。そこで、日

本天文学会がインターネット上で「天文学辞典」を公開し、用語については標準的に

使われるものを選んでいますが、統一を目的としたものではありません。今後、また標

準的な用語に関する議論が出てくるかもしれません。

嘉数 次人（科学館学芸員）

Ｔ．ＫＡＺＵ
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サイエンスフェスタ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

８月は科学館での集まりはお休み

ですが、サイエンス・フェスタ（科学の

祭典）と呼ばれる大きなイベントがあり

ます。楽しい実験がたくさん見れます

よ。最寄り駅は谷町線の阿倍野駅で

す。学校で開催されるので、上履きと

外靴を入れる袋を忘れず持って行き

ましょう。

おおくら ひろし（科学館学芸員）

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 8ジジュュニニアア科科学学ククララブブ 88

■８月のクラブ■

★実験のテーマや地図

なども、コチラから →

８月は、科学館でのクラブはお休みです

「科学の祭典」で、いろいろな理科の実験を体験しましょう。

◆日にち：８月１９日（土）、２０日（日）

◆時 間：１０時～１７時

◆会 場：大谷中学校・高等学校（大阪市阿倍野区）

◆参加は自由です（好きな日、好きな時間に行ってください）

※詳細や最新情報は、「青少年のための科学の祭典 大阪大会」の

ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｐｅｓｊ‐ｂｋｋ.ｊｐ／ＯＳＦ／）をご覧ください。

ジュニア科学クラブ
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電気アイロン

科学館の

コレクション 資料登録番号

２００６‐２３
１１９

写真１：ナショナル製アイロン写真１：ナショナル製アイロン

電気アイロンは、服のシワを伸ばすのに便利な家電として、日々の生活の中で親し

まれています。熱と圧力を利用して衣類などのシワを伸ばす技術は古くからあったよ

うで、日本でも熱したコテや、取っ手の付いた金属容器に熱した炭を入れたものを使

っていたそうです。

電気アイロンが家庭にやってきたのは２０世紀前半のことで、１９１５（大正４）年に、

東芝が初の国産電気アイロンを販売しています。原理的には、ニクロム線に電流を

流した時に生じる熱（ジュール熱）で金属をあたためて使うという簡単な構造でしたか

ら、家電製品の中では価格も比較的手ごろでした。そのため短い期間で普及し、統

計によると１９３７（昭和１２）年における国内での普及台数は約３１３万台でした。

電気アイロンが進化したのは

１９５０年代以降のことで、１９５４

（昭和２９）年に水を熱して蒸気を

発生させるスチームアイロンが、そ

して１９５９（昭和３４）年には過熱

防止や温度を調節できるサーモス

タットを内蔵したアイロンが登場しま

した。特にサーモスタットは、膨張

率の異なる２つの金属を貼り合わ

せた「バイメタル」が使われてい

て、一定の温度に達すると形を変

えることによりスイッチを切ります。そして一定以下に温度が下がると、再び金属の形

が戻ってスイッチを入れるのです。この調節機能により、電流を流し続けて加熱しす

ぎるトラブルから解放され、さらには使用する繊維に適した温度に調節することもで

き、安心して使えるようになりました。そして近年では、アイロンはコードレス化や、ス

チーム機能の高性能化など、さらに進化しています。

さて、科学館にはいくつかアイロンが所蔵されていますが、写真の資料はナショナ

ル製で、詳しい製造年代は不明です。まだサーモスタットによる温度調整機能はない

ことや、持ち手の素材がベークライトのようであることから、１９５０年代前半に製造さ

れたものと思われ、家庭用電気アイロンの変遷を見る上で興味深い製品です。

嘉数 次人（科学館学芸員）

コレクション

大阪市立科学館では、物理・化学・天文学・科学技術に関連した資料を収集しています

１３



花の色にまつわる化学１２７

図１～３．カラフルな花々

図４．アントシアニンの色変化

皆さんは、花を見るのは好きですか？私はとても好きです。沢山の種類の花が咲

いている公園に時々足を運んでは、きれいな花に癒されています。下の図１～３は、

今年の春に私が撮影した写真です。左から濃いピンク色の梅の花、淡いピンク色の

桜の花、特徴的な青い色のネモフィラの花です。どうして花はこんなにカラフルな色

をしているのでしょうか？

花の色は、花びらの表面にある細胞で作られる色素で決まります。色素として機能

する分子はたくさんありますが、構造で分類すると「フラボノイド色素」「カロテノイド色

素」「ベタレイン色素」「クロロフィル色素」の４つのグループに分けることができます。

化学反応が生み出す花の色

フラボノイド色素の中から一つをご紹介しましょう。この記事を書いている今は６月

下旬。梅雨の時期に見頃を迎える花といえば、アジサイですね。アジサイの花に含ま

れているのは、アントシアニンという色素です。

アントシアニンは、酸性の溶液中ではピンク

色、アルカリ性の溶液中では青色になるという

特徴があります（図４）。紫キャベツや紫芋に含

まれるアントシアニンを使った色変わり実験は、

夏休みの自由研究の定番です。

アジサイも根から吸い上げた水が酸性の場

合はピンク色の花で、アルカリ性の場合は青色

の花が咲くのかなと思っていたのですが、調べ

てみるとそうではありませんでした。鍵となるの

化学のこばなし
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図６．黄色のバラ

は、土壌に含まれるアルミニウムです。土

壌が酸性の場合は、アルミニウムイオン

（Ａｌ
３＋
）という形になって水に溶け、根から

吸い上げられます。そして、がく（花びらに

見える部分）でアントシアニンおよび補助

色素と反応し、花が青色になります。一

方、土壌がアルカリ性の場合は、アルミニ

ウムがイオンになりません。そのため花に

取り込まれず化学反応が起きないので、

花はピンク色や紫色になります。ちなみ

に、アントシアニンを持たない品種のアジ

サイは、白い花を咲かせます。

奥が深い色素の世界

カロテノイド色素は、タンポポやバラなどの黄色

や橙色の花の色のもとになっています。また、エ

ビやカニの赤色もカロテノイド色素の一種、アスタ

キサンチンによるものです。ビートなどの赤色のも

とになるベタレイン色素は、オシロイバナやサボ

テンの花に含まれています。クロロフィル色素は

主に葉や茎の緑色のもとになりますが、一部の

緑色の花にも含まれています。このような色素を

組み合わせることで、多種多様な花の色が表現

できるのです。

図３のネモフィラの青色の発色機構を調べて

みると、アジサイと同じでアントシアニンと金属イ

オンによってできる、メタロアントシアニンという化

合物に由来するものだと知りました。大学時代の

研究分野と近くて興味があるので、またじっくり論文を読んでみようと思います。

とはいえ、そろそろ夏本番。まぶしい黄色のひまわりの写真を撮りに行かなければ！

〈参考文献〉

名古屋大学プレスリリース（２０１９．４．２）「アジサイの青色色素の可視化に成功」

（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｎａｇｏｙａ-ｕ.ａｃ.ｊｐ／ａｂｏｕｔ-ｎｕ／ｐｕｂｌｉｃ-ｒｅｌａｔｉｏｎｓ／ｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｆｏ

／ｕｐｌｏａｄ_ｉｍａｇｅｓ／２０１９０４０２_ｉ.ｐｄｆ）

図５．青紫色のアジサイ

宮丸 晶

Ａ．ＭＩＹＡＭＡＲＵ
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星になった宮沢賢治（前編）

図１．『よだかの星』図１．『よだかの星』

京都薬科大学 名誉教授 桜井 弘

童話作家、詩人そしてサイエンティストとしてよく知られている宮沢賢治（１８９６－

１９３３）（以下、賢治）の作品を楽しんでおられる人は多いのではないでしょうか？

今年２０２３年は、賢治が亡くなってから９０年の年にあたり、各地でいろいろなイベ

ントが開かれ、映画も上映されたりしています。

『よだかの星』

賢治の作品のひとつ、童話『よだかの星』（図１）はご存

知ですか。

よだかは醜い鳥で、ほかの鳥から嫌われています。強

い鷹は「俺の名前を勝手に使うな、名前を返せ！」とおど

します。誰もたよりにできないよだかは、自分の運命を悲

しく思いつめ、どこか遠くへ行ってしまおうとします。ぐんぐ

んと空に向かって飛び、羽が凍りつくほど高くまで来たと

き、よだかは力尽きてしまいます。気がつくと、よだかは自

分のからだが青く美しい光になって、静かに燃えているの

を見ます。よだかは星となって燃え続け、今でもまだ燃え

ているのです。最後の悲しくて美しい場面を見てみましょ

う。

それからしばらくたってよだかははっきりまなこをひらきました。そして自分のからだ
りん

がいま燐の火のような青い美しい光になって、しずかに燃えてゐるのを見ました。

すぐとなりは、カシオピア座でした。天の川の青じろいひかりが、すぐうしろになって

ゐました。

そしてよだかの星は燃えつづけました。いつまでもいつまでも燃えつづけました。

今でもまだ燃えてゐます。

この童話では、鳥が星になりました。

『銀河鉄道の夜』

もう一つの童話『銀河鉄道の夜』（図２）を見てみましょう。ジョバンニとカムパネル

ラの二人の少年が天の川に沿って宇宙を旅する物語です。この中で、船が難破して

おぼれ、亡くなったばかりの姉弟が銀河鉄道に乗り込んでくる場面があります。二人

が、別の世界で生きるために銀河鉄道に乗り込んでしばらくたった時、列車の窓の外

星になった宮沢賢治

１６



に、“ルビーよりも赤くすきとおりリチウムよりもうつくしく酔っ

たような火が燃えている”のが見えてきます。姉が語る次

のような場面が描かれています。

「…どうか神さま。私の心をごらん下さい。こんなにむな

しく命をすてずどうかこの次にはまことのみんなの幸のた

めに私のからだをおつかひ下さい。って云ったといふの。
さそり

そしたらいつか蝎はじぶんのからだがまっ赤なうつくしい火

になって燃えてよるのやみを照らしてゐるのを見たって。
おつしや

いまでも燃えてるってお父さん仰ったわ。ほんとうにあの

火それだわ。」

「そうだ。見たまへ。そこらの三角標はちやうどさそりの

形にならんでいるよ。」

ジョバンニはまったくその大きな火の向ふに三つの三角標がちやうどさそりの腕のや

うにこっちに五つの三角標がさそりの尾やかぎのやうにならんでゐるのを見ました。そし

てほんたうにそのまっ赤なうつくしいさそりの火は音なくあかるくあかるく燃えたのです。

列車の窓から見えたさそり座の赤い輝きは、死んださそりの姿だったのです。

この童話では、さそりが星座になりました。賢治は、生き物の尊い命を星や星座に

よみがえらせたのです。 （続く）

［参考］

１） 『宮沢賢治全集 １～１０』 ちくま文庫 （１９８６－１９９５）

２） 宮沢賢治 作・中村道雄 絵 『よだかの星』 偕成社 （１９８７）

３） 宮沢賢治 絵・司修 『絵本 銀河鉄道の夜』 偕成社 （２０１４）

桜井 弘

図２．『銀河鉄道の夜』図２．『銀河鉄道の夜』

ＨＩＲＯＭＵ．ＳＡＫＵＲＡＩ
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新スタッフ紹介

皆さん、こんにちは。５月から学芸スタッフとしてプラネタリウムの投影を担当してい

ます、長尾碧（ながおみどり）です。よろしくお願いします。

突然ですが、皆さんがプラネタリウムに行くのはどういう時でしょうか。学校行事、家

族でのお出かけなど、非日常のイベントである時が多いでしょうか。

実は私にとっては、日常の中にあるものでした。母校にプラネタリウムがあり、天文

部の活動の中でほぼ毎日プラネタリウムの星空を眺めていました。恐らく、本物の星

よりプラネタリウムの星を見た時間の方が長いと思います。まさに私の青春そのものだ

った訳です。

そんな私が仕事としてプラネタリウムで解説をするようになって、プラネタリウムで星

を見ることについて、改めて考えるようになりました。

学校のプラネタリウムで、私はいつも誰かと一緒に星空を見上げていました。暗闇

の中で、囁き声が聞こえたり、ただ無言で星空を指差したりする時間がありました。そ

う、プラネタリウムには必ず自分以外の誰かがいるのです。解説員になった今も、来

場される皆さんと一緒に星を見上げています。私はそのことが、誰かと星を見ることが

大好きなのだ、と気づきました。

プラネタリウムの星は作り物――と偶に言われますが、そこで過ごした時間や感じ

たことは偽物でも作り物でもない、本物です。

嗚呼……美しい、わくわくする、切な

い、ドキドキする！ 体験した全ての非

日常は、いずれ日常へと静かに息づい

ていきます。その時間や空間の一部分

になれるこの仕事が、私は大好きです。

近代的なプラネタリウムが誕生して今

年で１００年（実はメモリアルイヤーなん

ですよ！）、満天の星だけでなく、大迫

力の映像、遠隔地からの中継映像な

ど、プラネタリウムで見られるものは多様

になりました。皆さんの非日常と日常を繋げて、実際の空の楽しみ方は勿論、プラネ

タリウムならではの楽しみもご一緒できれば嬉しいです。

さあ、一緒に空を見上げましょう。

長尾 碧（プラネタリウム担当）

学芸スタッフ紹介
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※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。

所要時間：各約４５分間、途中入退場不可

土星ヒストリア土星ヒストリア
学習
投影

ファミリー
学習
投影

８／３０以降の
平 日

１６：００１５：００１４：００１３：００１１：５５１１：００９：５０

★

学芸員ＳＰ
土星ヒストリア土星

ファミリー
ヒストリア土星

ファミリー９／２以降の
土日祝休日

宇宙望遠鏡ORIGIN宇宙望遠鏡ORIGIN宇宙望遠鏡８／２７まで

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

プラネタリウム 開演時刻

科学館行事予定９月末までの

楽しいお天気講座「空気のふしぎな実験」（９／２０必着）土３０

天体観望会「月と土星を見よう」（９／１２必着）土２３

中之島科学研究所コロキウム木１４９

天体観望会「土星を見よう」（８／２９必着）土９

楽しいお天気講座「台風のふしぎ」（８／２３必着）土２

企画展「プラネタリウムの歴史と大阪」（～１１／５）

サイエンスショー「水の科学」（～１１／５）

プラネタリウム「宇宙ヒストリア～１３８億年、原子の旅～」（～１１／５）
水３０

プラネタリウム「土星～白い氷が彩る世界」（～１１／５）

メンテナンス休館（～８／２９）月２８

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
８

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
● 土星：土星～白い氷が彩る世界 ● ヒストリア：宇宙ヒストリア～１３８億年、原子の旅～
● 学芸員ＳＰ：学芸員スペシャル（★土日祝休日と８／１１～８／１５のみ）
● 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。

１９
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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」をメインテーマに掲げ、身近な日常生活の中で、科学がどの

ように生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（ｈｔｔｐｓ：／／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

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。

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土星を見よう ②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：①９月９日（土） ②９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：①８月２９日（火） ②９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）。

※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

－○－－８／３０以降の平日

○○○○
８／２５までの平日

および土・日・祝休日

１５：００１４：００１３：００１１：００

サイエンスショー 開演時刻

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（８／１４は開館）、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

中之島科学研究所の研究員による科学の話題を提供するコロキウムを開催します。

■日時：９月１４日（木） １５：００～１６：４５ ■場所：研修室 ■申込：不要

■参加費：無料 ■テーマ：プラネタリウム１００周年

■講演者：西野藍子（研究員）、嘉数次人（研究員）

■概要：丸い天井に本物そっくりの星空を映し出すプラネタリウムは１９２３年にドイツで誕生

し、今年が１００周年にあたります。プラネタリウム１００年の歩みや国内での記念事業の動

き、日本初のプラネタリウムを導入した大阪の伝統などを紹介します。

中之島科学研究所 第１４２回コロキウム

楽しいお天気講座「空気のふしぎな実験」

空気には重さがあるかな？？空気のふしぎな実験をやってみよう！天気予報でよく使われる

気圧とは何か、実験を中心に気象予報士がお話しします。

■日時：９月３０日（土） １３：３０～１５：３０ ■場所：工作室 ■参加費：５００円（１組につき）

■対象：小学３年生～中学３年生と保護者の２名ペア（３年生以上の小学生と中学生のペ

アでも可）※ペアの２名１組で実験を行います。

■申込締切：９月２０日（水）必着

■定員：９組（応募多数の場合は抽選）※会場にお入りいただけるのは、参加される２名のみ

■申込方法：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）を記入して、大阪市立科学館「空気のふしぎな実験」係へ

■主催：一般社団法人 日本気象予報士会関西支部、大阪市立科学館

２１
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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

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

９ 土
１１：００～１６：３０ りろん物理 研修室

１９：００集合 星楽（せいら） 次ページ記事参照

１０ 日
１４：００～１５：３０ 化学 工作室

１６：００～１７：００ 光のふしぎ 工作室＋Ｚｏｏｍ

友の会合宿天体観測会

９ １６ 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

１７ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２３ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう 工作室＋Ｚｏｏｍ

２４ 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。

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。

８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：８月１９日（土）１４：００～１６：００ ■会場：科学館多目的室、Ｚｏｏｍ
■今月のお話：「スーパームーン」江越学芸員
８月３１日は、今年一番大きく見える満月で、 近ではスーパームーンと呼ばれることもあ

るようです。実は満月の大きさは、毎月少しずつですが違っています。同じように見えて、少し
ずつ表情が変わる月の姿を紹介します。

友の会
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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

■化学サークルのテキストが変わります

９月から化学サークルで使うテキストが、「絶対に面白い化学入門 世界史は化学でできて

いる」佐巻 健男 著、ダイヤモンド社 発行、定価 １８７０円（１７００円＋税１０％）

ＩＳＢＮ ９７８４４７８１１２７２４ に変わります。

新しいテキストに変わる機会に化学サークルに新しく参加される方も歓迎です。

友の会例会報告

７月の例会は１５日に開催しました。メインのお話は

石坂学芸員の『シン・宇宙望遠鏡～ジェームズ・ウェッ

ブ～』＋（プラス）でした。休憩後、乾さん（Ｎｏ．４１５１）

から「時間について」、山田さん（Ｎｏ．２７６０）から「イプ

シロンＳロケットの２段目燃焼試験について」の紹介があ

りました。その後会務報告では、上田さん（Ｎｏ．５３３９）

から化学サークルの講師テキストの変更についてと、飯

山学芸員から合宿について説明がありました。参加者

は科学館に３２名、Ｚｏｏｍに２２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

■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。

■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／

■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。

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

２３



ダジック・アース

図１．ダジック・アース図１．ダジック・アース

図２．世界の気象観測網（気象庁ホームページより）図２．世界の気象観測網（気象庁ホームページより）

展示場４階には「ダジック・アース」とい

う大きな地球儀の展示があります。ダジッ

ク・アースとは、京都大学大学院理学研

究科の地球惑星科学輻合部可視化グルー

プが中心になって進めているプロジェクトで

す。地球のような球体の映像を立体的に表

示することで、よりリアルな姿をとらえ、地

球や惑星の科学を楽しんでもらおうという

ものです（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｄａｇｉｋ.ｎｅｔ／）。

展示の前のレバーを倒すとそれに応じて、

上下左右、いろいろな向きに地球を動かすことができます。

展示では、春の季節の１週間についての、地球全体の雲の動きを表示していま

す。日本付近の雲の動きを見ると、西から東へ天気が移り変わっていく様子を見るこ

とができます。一方、赤道付近では反対向きの動きがあり、緯度による雲の動きの違

いも興味深いです。

この雲の写真は、気象衛星

「ひまわり」で撮影したもので

すか、と聞かれることがありま

す。「ひまわり」は東経１４０度

付近の赤道上空付近に留ま

る静止衛星で、日本を中心と

して、東アジア・西太平洋地

域を観測しています。そのた

め「ひまわり」だけでは、地球

全体の雲の様子を知ることができません。展示の雲の映像は、同じ日の世界各地の

気象衛星のデータを合わせた画像になっています。

なお科学館は、１１月６日（月）より、リニューアル工事のため長期休館となります。

展示場もリニューアルで大幅に入れ替わる予定です。現在の展示場をご覧いただけ

るのも、あと３ヶ月ほどですので、ぜひ今のうちにお越しださい。

江越 航（科学館学芸員）

展示場へ行こう

う
ち
ゅ
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！


