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星空ガイド ２月１６日～３月１５日

※惑星は２０２４年３月１日の位置です。

よいの星空
２月１６日２２時頃

３月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
２月１６日 ４時頃

３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

２ １６ ６：４３ １７：４１ １０：２４ --：-- ６.２

２１ ６：３７ １７：４５ １４：３４ ４：５１ １１.２

２６ ６：３２ １７：５０ １９：２５ ７：２３ １６.２

３ １ ６：２７ １７：５３ ２３：１５ ８：５９ ２０.２

６ ６：２０ １７：５８ ３：２５ １２：５３ ２５.２

１１ ６：１４ １８：０２ ６：４６ １９：０６ ０.７

１５ ６：０８ １８：０５ ８：５８ ２３：５３ ４.７
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カノープスを見る季節がやってきました！

今年も、りゅうこつ座の一等

星カノープスが見られる季節

がやってきました！

カノープスの明るさはマイナ

ス０.７等と、全天２１個ある一

等星のうちシリウスに次いで二

番目に明るい星です。しかし、

大阪では南の空かなり低いと

ころで輝くため、ナンバー２の

星の割にはとても見えづらい

星なのです。中国では、南極

老人星とよばれ、見ることが

できた人は長生きができる、と

いう言い伝えもあるほどです。

２月中旬であれば夜９時

頃、３月上旬には夜８時頃、

南の方角にあまり高い建物が

ない場所で、ぜひチャレンジし

てみてください。まず目印にす

るのは、オリオン座のベテル

ギウス、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンをつないでできる冬の大三角で

す。ベテルギウスとプロキオンを結ぶ線の中央とシリウスをつないで、その線を地平線

近くまでのばしていくと、カノープスにたどり着きます。ただし空が晴れていても、地平

線近くは街明かりや水蒸気の影響でもやもやして、見えないこともよくあります。肉眼

で見つけられない場合は、ぜひ双眼鏡でも探してみてください。

［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

２ １６ 金 月とすばるがならぶ

１７ 土 上弦（０時）

１９ 月 雨水

２２ 木 金星と火星が接近

２４ 土 ○満月（２２時）

２６ 月 月が最遠（４０６,３１２㎞）

２８ 水 月とスピカが接近

２９ 木 土星が合

月 日 曜 主な天文現象など

３ ４ 月 下弦（０時）

５ 火 啓蟄

８ 金 月と火星がならぶ

１０ 日 ●新月（１８時）／月が今年最近

（３５６,８９５㎞）

１１ 月 夕空の低空に月と水星がならぶ

１４ 木 月と木星がならぶ

１５ 金 月とすばるがならぶ

西野 藍子（科学館学芸員）

図．３月１日 ２０時００分頃の大阪の空
※ステラナビゲーター１０にて作図

図．３月１日 ２０時００分頃の大阪の空
※ステラナビゲーター１０にて作図
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コンピュータで切り拓く未来の化学

千葉工業大学 山本 典史

みなさん、こんにちは。私は、大学で化学を教えている先生、化学を研究している

研究者です。

「化学」というと、白衣を着ていて、実験室でいろいろな薬品を混ぜたりすることをイ

メージするかもしれませんね。私が研究しているのは、そんなイメージの化学とはちょ

っと違った、コンピュータを使った化学。この新しい化学のことを「コンピュータ化学」と

よびます。

最近、薬品を混ぜたり装置を使って測定するだけではなく、コンピュータ化学を上

手に活用しながら研究や開発を進めることが多くなりました。目には見えない小さな

世界で活躍する分子たちのふるまいも、コ

ンピュータの中で再現することで、分子同

士が反応する様子などをディスプレイで眺

めることもできるんです。

コンピュータ化学は、新しい性質の材料

をつくりたいときや、病気を治すための新し

い薬をつくりたいときなど、研究や開発のさ

まざまな場面で役に立っています。さらに

コンピュータ化学は、人工知能や量子コン

ピュータといった最先端の技術と組み合わ

せることで、これから、もっと多くの可能性

を切り拓くことが期待される分野。今回

は、コンピュータを使った化学の面白さに

ついて、わかりやすくご紹介します。

１．宇宙のナゾを解き明かすコンピュータ化学

まずは、この小冊子「うちゅう」を読んでいる皆さんなら心がときめくかなと思う、「分

子」と「宇宙」の深いつながりについて。

最近、日本の探査機「はやぶさ２」が小惑星「リュウグウ」から地球へと持ち帰った

サンプルの中から、さまざまな分子が発見されたことは大きなニュースになりました

ね。サンプルには、単純で小さな分子だけではなく、複雑で大きな分子も含まれてい

ました。なんと、私たちの体の中にある重要な分子もいくつか見つかっています。たと

えば、遺伝に必要なＲＮＡ（リボ核酸）をつくる核酸塩基や、生命活動に必要なタンパ

生成ＡＩ（ＤＡＬＬ‐Ｅ）で作成生成ＡＩ（ＤＡＬＬ‐Ｅ）で作成
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ク質をつくるアミノ酸など。えっ、宇宙にも、

私たちの体の中にある分子と同じものがあ

ったの？

小惑星リュウグウは、太陽系が生まれ

たばかりの状態を保っている可能性が高

いそうです。はやぶさ２によって私たちに届

けられた分子たちは、地球に暮らしている

生命の始まりについて、重要な手がかりを

伝えてくれるかもしれません。このように宇

宙に漂っている分子たちは、どうやって生

まれているのでしょうか？

宇宙には「星間分子」とよばれる、とても

興味深い分子たちが存在しています。こ

れらの分子が見つかるのは、星間分子雲

という、分子が多く集まっていて、新しい星や惑星が生まれる領域。星間分子は、宇

宙がこれまでにたどってきた歴史や、生命の起源について、重要なヒントを与えてくれ

るものと期待されます。

科学者は地球から遠く離れた場所にある星間分子を見つけるために、「電波望遠

鏡」という装置を使っています。電波望遠鏡は、宇宙からの電波をキャッチする大き

な耳のようなもの。星間分子は決まった種類の電波を出すので、地球上、あるいは

宇宙空間でその電波をキャッチすることで、それらがどこにあったのか、どのような種

類の分子なのかがわかるんです。

星間分子が放つ電波は弱いので、それをキャッチするのはすごく大変。南米チリの

標高５,０００メートルの高地には、アルマ望

遠鏡という、たくさんの望遠鏡（パラボラア

ンテナ）を直径１６キロメートルという広さ

（山手線の直径距離と同じくらい！）に並

べて作った超巨大な電波望遠鏡がありま

す。その望遠鏡としての性能は、人間の

視力にたとえると、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くら

い！アルマ望遠鏡は、１３０億光年以上も

遠くにある天体が放った電波をキャッチす

ることにも成功しているそうですよ。

宇宙からの電波を無事にキャッチでき

たら、次は、それがどのような種類の分子

生成ＡＩ（ＤＡＬＬ‐Ｅ）で作成生成ＡＩ（ＤＡＬＬ‐Ｅ）で作成

変わった形を持つ星間分子変わった形を持つ星間分子
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から来たのかを分析します。これは、私たちの手にある「指紋」を調べるようなもの。

人の指紋がそれぞれ違うように、分子の形や性質の違いを「スペクトル」という固有の

パターンから読み取れます。スペクトルを分析することで、キャッチした電波がどのよ

うな種類の分子から届けられたものなのかがわかるんです。

電波望遠鏡などを使って発見されたさまざまな星間分子の中には、変わった形や

性質を持つものがあるとわかってきました。たとえば、地球ではあまり見かけない重水

素（ふつうの水素に中性子がくっついて少し重くなったもの）を持つ分子や、普通なら

存在するはずの原子が欠けてしまっているような分子など。これらの分子は、みなさ

んが学校で勉強している化学の教科書に書かれているものとは違うので、「そんな形

の分子はないよ！」と思うかもしれないですね。

宇宙空間はとても低温で、分子同士が出会って反応する確率も低いので、地球

上では不安定ですぐに壊れてしまうような分子でも、宇宙では長い時間を生き延びる

可能性があります。不安定で短い間しか存在できない星間分子たちのふるまいを、

地球上にある実験室でじっくりと観察するのは大変。コンピュータの中では、宇宙空間

を再現することも簡単にできるので、星間分子の性質や反応について、くわしく調べら

れるんです。

たとえば、タンパク質のもととなるアミノ酸など、私たちの体の中にある分子が宇宙

空間でつくられる可能性をコンピュータの中でシミュレーション（＝数学モデルを使っ

て再現）。単純な分子から生命をつくるための複雑な分子ができるまでのいろいろな

可能性について、じっくりと検証することもできます。コンピュータ化学は、星々の歴史

や生命の誕生など、宇宙のナゾを解き明かすのに欠かせないツールです。

２．薬の開発にも役立つコンピュータ化学

コンピュータ化学は、私たちが病気のとき

に頼りにするさまざまな「薬」をつくるためにも

役に立っています。

薬をつくるときには、病気を引き起こす原

因や症状のもとになっているターゲット、たと

えば、異常な働きをしているタンパク質やウイ

ルスが増えるのに関わっている部分を探すこ

とからはじめます。ターゲットに効果的に作用

して、その働きを適切にコントロールするため

の分子が見つかれば、それが「薬」。

薬とターゲットの関係は「カギ」と「カギ穴」

のようなもの。ターゲットとなるタンパク質には

「ポケット」とよばれる、小さな「穴」の部分が
タンパク質のポケットと薬タンパク質のポケットと薬

ＣＯＭＰＵＴＡＴＩＯＮＡＬ ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ
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あります。薬は、そのポケットにピッタリと合う「カギ」。薬がターゲットとなるタンパク質の

ポケットにバッチリはまると、そのタンパク質の働きがうまくコントロールされて、病気を

治したり、症状を楽にしたりする効果が現れます。

薬となるかもしれない分子は、考えられるものをすべて数え上げると、１０の６０乗

（ゼロの数が６０個！）くらいあるといわれています。全宇宙にある恒星の数は、いろい

ろな仮説があるようだけど、多くても１０の２６乗くらい。薬の候補となる分子は、宇宙

の星の数よりも多い。調べやすいのは、手に入りやすいもの、作り方が分かっているも

のに限られるので、実際に薬の候補となるのは数十万～数百万種くらい。それでも、

すごい数ですよね。薬の候補を探し出す大変さは、「海の中から探し物を見つけるよ

うなもの」だといわれています。

候補となる分子がたくさんあるので、ひとつひとつをターゲットに作用させながら効

果を調べるのは、とっても大変。でもコンピュータ化学を使うと、さまざまな薬の候補を

コンピュータの中で試して、どれが最も効果的なのかを素早く予測できます。具体的

には、はじめに、ある病気のターゲットとなるタンパク質のポケットの形や性質をコンピ

ュータで分析。次に、候補となるさまざまな分子について、ターゲットにくっつけるシミ

ュレーションをコンピュータの中で何度も繰り返すことで、ターゲットのポケットにピッタリ

とはまる分子を探します。

インフルエンザウイルスに感染したとき、リ

レンザ（ザナミビル）というお薬をもらったこと

がありませんか。リレンザは、インフルエンザ

ウイルスが持っている「ノイラミニダーゼ」とい

うタンパク質をターゲットにした治療薬。ノイラ

ミニダーゼは、ウイルスが人間の細胞に感染

し、体の中で増えるのを助けています。リレン

ザの開発では、科学者たちはノイラミニダー

ゼをターゲットとして、コンピュータ化学のシミ

ュレーションに取り組むことで、ウイルスが増

えるのを防ぐための分子を見つけることに成

功しました。コンピュータ化学のおかげで、薬

の開発が、早くて効率的になったのです。

リレンザは、インフルエンザにかかってしまったときに飲んだことがある人も多いかと

思います。この薬は「ディスクヘラー」とよばれる専用の容器に入っていて、息を吐い

てから一気に「スー」っと吸い込みます。リレンザを飲んだことがある人は、大変だった

なーという思い出もあるのでは。

リレンザは、体に吸収されにくい性質を持つ分子。他のお薬のように、水と一緒に

口から飲んでも、うまく体に吸収されないんです。だからリレンザは、吸引式の薬として

リレンザという薬の分子の形リレンザという薬の分子の形

ＮＯＲＩＦＵＭＩ ＹＡＭＡＭＯＴＯ
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開発されました。体内に吸収されなくても、ウイルスが増えている気管にリレンザを直

接届けちゃいます。だけど吸引式のお薬って、飲みにくいですよね。

インフルエンザウイルスの薬には、リレンザのほかに、タミフル（オセルタミビル）があ

ります。タミフルはリレンザとは違って、水と一緒に飲めるお薬。リレンザとタミフルは、

実は、ノイラミニダーゼにくっついて働きを抑えるのは同じだけど、飲み方はまったく違

う。なぜだと思いますか？タミフルは、リレンザをもとにして分子の一部を変えて、体の

中での吸収性が良くなっているので、飲み薬でも大丈夫なんです。薬が体内でどのよ

うに吸収・分布・代謝・排泄されるかを上手にコントロールすることも、薬をつくるときに

は大切。コンピュータ化学を使うと、体内での薬のふるまいも予測できます。コンピ

ュータ化学は、安全で効果的な薬を開発するために、重要な役割を果たしていま

す。

３．コンピュータ化学の仕組み

最後に、コンピュータ化学の仕組みにつ

いても、少しだけ説明してみますね。

分子たちが活躍するミクロの世界は、私

たちの日常とはまったく違う不思議なルー

ルが支配しています。たとえば私たちの日

常では、目の前のテーブルにリンゴがあれ

ば、手に取って重さを確かめることもできる

し、ガブッとかじって味わうこともできますよ

ね。ミクロの世界になると、原子や分子は

「たぶんここにある」という考え方でしか捉

えられません。ミクロの世界では、離れた

場所にある二つの粒子が、まるで糸でつ

ながれているかのように、一方が変わると

もう一方も同時に変わる「量子もつれ」とい

う現象も起こるんです。未来のコンピュータとして期待される量子コンピュータは、量

子もつれを利用しています。

このようなミクロの世界の不思議なルールについて教えてくれるのが、量子力学と

いう理論。コンピュータ化学では、量子力学に基づくシュレディンガー方程式や、原子

や分子の動きを表すニュートン方程式などの数学的なモデルを「コンピュータの中」

で解くことで、分子のふるまいを明らかにします。私たち人間が紙と鉛筆だけを使って

これらの方程式を解こうとすると、ものすごく時間がかかってしまうし、ときどき計算を

まちがってしまうかも。コンピュータだったら、これらの方程式を高速に、ミスなく計算

できちゃいます。

生成ＡＩ（ＤＡＬＬ‐Ｅ）で作成生成ＡＩ（ＤＡＬＬ‐Ｅ）で作成
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それじゃあ、どんな分子でもコンピュータで分析しちゃえばいいじゃん！と思います

よね。残念ながら、コンピュータはそんなに万能でもないんです。タンパク質のような

大きな分子や、たくさんの分子が複雑に反応している現象などを分析しようとすると、

世界で一番速いコンピュータを使っても、一週間以上、場合によっては一ヶ月くらい

かかってしまうこともあります。このような難しさがあるときこそ、コンピュータ化学者の

腕の見せどころ。リアルな現象をコンピュータの中で上手に再現するために、大きな

分子を小さな部分の集まりとして扱う方法を考えたり、複雑に見える現象に隠された

分子のふるまいを捉える理論を作ったり。なかなか解決しなくて、失敗をくりかえしな

がら、何度もチャレンジすることも。大変なこともあるけれど、実験ではわからなかった

分子たちの生き生きとした姿をコンピュータの中で「見る」ことができたときには、自然

の巧みさや美しさに感動することもあります。

４．未来を切り拓くコンピュータ化学

最近、人工知能や量子コンピュータという技術が注目されています。ニュースなど

で聞いた人がいるかも。このような新しい技術が、コンピュータ化学の分野を大きく発

展させようとしています。人工知能とコンピュータ化学を組み合わせると、大量のデー

タを学習したコンピュータが、分子の形や性質を高速に予測したり、人間が思いつか

ないような新しい分子を提案することも可能に。量子コンピュータとコンピュータ化学

を組み合わせると、分子の反応を高い精度で予測することが、これまでのコンピュー

タと比べてはるかに短い時間でできると期待されています。とは言え、量子コンピュー

タはまだまだ開発の途中。いますぐに誰もが使えるというわけではないんだけれど、こ

れを読んでいるみなさんの中には、将来、完成した量子コンピュータを使って研究や

開発に取り組むひとがいるかもですね。

みなさんが将来、環境問題を解決するための新しい素材を開発するとき、困難な

病気を治すための薬を研究するとき、コンピュータ化学が大きな助けになるはず。み

なさんはコンピュータ化学を使って、どんなことにチャレンジしてみたいですか？

著者紹介 山本 典史（やまもと のりふみ）

千葉工業大学 工学部 応用化学科 教授

コンピュータをつかって、体内ではたらくタンパク質、機能

を持った材料などの研究に取り組んでいます。組み立て

ながら楽しく学べる分子パズル「ＰｕｚＭｏｌ」も作っていますよ

（ｈｔｔｐｓ：／／ｐｕｚｍｏｌ．ｃｏｍ）。星間分子とリレンザの図は、ア

プリ版のＰｕｚＭｏｌを使って描きました。

ＮＯＲＩＦＵＭＩ ＹＡＭＡＭＯＴＯ
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天文の年鑑データブック

写真１：『天文年鑑』１９２８年版写真１：『天文年鑑』１９２８年版

天文のデータをまとめた本

季節の星空や日月食、流星群といっ

た天体現象を知りたい時、また天体に

関するちょっとしたデータを知りたい時、

インターネットで調べる方が多いのでは

ないでしょうか。一方で、手元に置いた

紙の本をパラパラめくって調べるという

従来からの方法も非常に便利です。そ

んなニーズに応えた書物が、天文に関

する年鑑類です。

科学全般に関するデータが網羅され

た『理科年表』（国立天文台編集）は

１９２５（大正１４）年の創刊で、天体や

暦に関するデータが掲載されていま

す。一方、天文分野に特化した年鑑類

で最も古いものは、１９２７ （昭和２）年

に創刊された天文同好会編集の『天文年鑑』と思われます。編集を行った「天文同

好会」は京都帝国大学の山本一清が中心となって１９２０（大正９）年に結成した日

本最初のアマチュア同好会で、幅広い活動を展開し天文ファンからハイアマチュアま

で多くの人を惹きつけていました。現在も東亜天文学会という名称で活発な活動を

続けています。会では情報発信にも力を入れ、会誌『天界』を毎月発行し、身近な

星空情報から天文学の最先端の動向まで、会員に情報発信をしていましたが、『天

文年鑑』は１９２８（昭和３）年版から新光社という出版社から刊行しています。

１９２８年版『天文年鑑』の内容

科学館には、１９２８年版があります（写真１）。ちょっとその中身を見てみましょう。

冒頭には創刊の言葉があり、「天体も天文学も天文学者も所々の天文台も、皆、

年々の進展を続けている。故に天文を知らんとする者は、誰でも、この生きた事実に

接触を絶たないことが必要である。「天文年鑑」はこのような要求に応ぜんために生

まれたものである」と発刊の目的を述べています。さらにページをめくってみると、現

在の年鑑類と同じように、太陽や月、惑星の天球上の位置、日月食や星食、木星の

ガリレオ衛星の位置と食現象の予報、変光星、流星群などのデータが掲載されてい

ます。

天文の話題
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写真２：『天文年鑑』１９２８年版の一部写真２：『天文年鑑』１９２８年版の一部

写真３：年鑑類いろいろ。左
が１９７２年版『天体観測年
表』、右 上 が１９３７年 版『理
科年表』、右下が１９５７年版
『天文年鑑』

写真３：年鑑類いろいろ。左
が１９７２年版『天体観測年
表』、右 上 が１９３７年 版『理
科年表』、右下が１９５７年版
『天文年鑑』

加えて、季節の星座紹介（写真２）を

はじめ、主な星雲星団、二重星、銀河

などの一覧表もあり、天体観測の計画

を立てる際などには便利です。また、そ

れぞれの天体や現象に関する基本的

な情報も掲載されていますから、読み

物としても楽しむことができます。この点

については、冒頭の創刊の言葉で「中

に各種の図表や解説を加えた意味は、

一般の天文愛好家の必携書として、そ

の座右を賑わし、天界への案内、理解

の基礎、知識の標準、話題の論拠、研

究の素材と便宜を供給せんためであ

る」と説明されています。９０年以上も前の年鑑ですが、その内容は、日頃から年鑑

類を使用している現代の人にも違和感が少ないように思えます。

いろいろな天文の年鑑類

天文同好会の『天文年鑑』は、その後も名称

や編集体制や発行所を変えながら、１９６０年

ころまで発行されていたようです。一方、現在

誠文堂新光社から発行されている『天文年鑑』

は、１９４９年版から刊行されています。

その後、１９６０年代には『天文観測年表』、

１９７０年代には手帳形式の『天文手帳』が発

刊し、現在ではその他にも多くの年鑑類が書店

を賑わしています。科学館も、自主出版として

『こよみハンドブック』を隔年で発行しています。

まだまだ紙媒体の年鑑類は、たくさん刊行さ

れています。特に手帳類や小型サイズの本は

カバンに入れて携帯できますし、パラパラと

ページをめくると関連情報まで広く知ることがで

きるのも便利です。ぜひ一度紙媒体の年鑑類

を手に取ってみてはいかがでしょうか。

嘉数 次人（科学館学芸員）

Ｔ．ＫＡＺＵ
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名画たんてい「この絵にかかれた星は何？」

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

さて、ここに星空をえがいた絵が

何まいかある。でも、画家が何の星

を、なぜかいたのか、分かっていな

い…。さあ、みんなの頭のうを働か

せて、何の星がかかれているのか、

すい理してみよう。ヒントは星のなら

び方と、動き方だ。

星たちは夜空で、どく特のならび

方をしている。星は時間とともに東から西へと日周運動する。また、月は

毎日位置を変えながら満ち欠けするよね。みんなはナゾをとけるかな？

石坂 千春（科学館学芸員）

この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）用です。

ジュニア科学クラブ 2ジジュュニニアア科科学学ククララブブ 22

■２月のクラブ■

２月１８日（日） ９：４５ ～ １１：３０
◆集 合：プラネタリウムホール（地下一階）

９：３０～９：４５の間に来てください
入口で会員手帳を見せてください

◆もちもの：会員手帳・会員バッジ・筆記用具
◆内 容： ９：４５～１０：３０ プラネタリウム①見学（全員）

１０：３０～１１：３０ プラネタリウム②見学（会員番号１～３２）
１０：３０～１１：３０ 実験教室（会員番号３３～６４）

・とちゅうからは、入れません。ちこくしないように来てください。

・プラネタリウムに入れる保護者の方は１名までです。

※最新の情報は、科学館公式ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／）をご覧ください。

前半のプログラム
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写真．旧・ぐるぐるカプセル写真．旧・ぐるぐるカプセル

今度の展示場リニューアルでは、

まったく新規に導入されるものもあり

ますが、これまでに実績のある実験

装置がさらにバージョンアップして再

登場するものもあります。

「ぐるぐるカプセル」もバージョンアッ

プして作り替えします。

新ぐるぐるカプセルが、どんなデザ

イン・どんな名称になるのか、この原

稿を書いている２０２３年１２月現在

では、まだ確定していませんが、どう

いう改良をしようと思っているか、ちょ

っとだけご紹介します。

ぐるぐるカプセルは、回転するカプ

セルの中に入れられている球の動き

から遠心力を観察する装置ですが、

もしも下図のように、カプセルにすき間（穴）があったとしたら、球はどうなるでしょう

か？

① ポトンと落ちる？

② 回転軸と垂直の方向（外側）に飛び出す？

③ 回転方向に飛び出す？

答えは…③です。

遠心力は慣性力。動い

ている物体は、動き続け

ようとします。新展示は、

その遠心力の作用が分

かるように改良します。

お楽しみに！

石坂 千春

（科学館学芸員）

展示場リニューアル

シン・ぐるぐるカプセル（仮）
新展示場紹介 ２Ｆ

図２． もしカプセルに穴が開いたら、球はどうなる？図２． もしカプセルに穴が開いたら、球はどうなる？
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２０２２年ノーベル物理学賞（その６）
窮理の部屋２０２

表１．データの例とその平均値表１．データの例とその平均値

こんなからくり簡単！

Ｈａｓｅｇａｗａ商会のＦＡＸは、受信機の向きを変えると受信状態が変わるのだっ

た。送り手は、受信機の向きをいつ変えたのか分からないのにこんな芸当が可能な

のだろうか？

Ｇｉｆｕから向う２週間は受

信機はそのままの向きでも

いいし、９０度傾けてもいい、

その日の気分で好きなよう

にやって宜しい、という指令

が来た。それで、そうしてみ

た。おそらくＴｏｋｙｏでも同じ

指令が下ったのだろう。集計

すると、＜ｏｔ＞は正確に-１

日とほぼ０の日が半々にあっ

た。

最初驚いていたＯｈｋｕｒａ

であったが、からくりが分かる

とな～んだ、と思った。実は

紙には１か-１しか印字され

てないが、印字されないデータも送られていたのである！

どういうことかと言えば、例えば図１のようなデータをＧｉｆｕから送ればいい。Ｏｓａｋａ

には ｏ と ｏ’が送信されＴｏｋｙｏには ｔ と ｔ’が送られていたのである。ＦＡＸの位置が

そのままなら ｏ を、９０度傾いていたら ｏ’が印字されるからくりである。東京も同様で

ある。

日々の＜ｏｔ＞は、実は、＜ｏｔ＞、＜ｏｔ’＞、＜ｏ’ｔ＞、＜ｏ’ｔ’＞のいずれかだっ

たのである。図１から分かるように＜ｏｔ＞と＜ｏ’ｔ’＞は必ず-１であり、＜ｏｔ’＞と

＜ｏ’ｔ＞の値は０に近い。だから＜ｏｔ＞（実は４種類ある）は半分は-１に半分は０に

近くになったのである。最初驚いていたＯｈｋｕｒａであったが、気づけばこんな子供だま

しの馬鹿げた実験を繰り返すことに何の意味があるのだろうと思った。からくりに気づ

いたころ、Ｔｏｋｙｏからは、その日ＦＡＸ機の向きを変えたかどうかという情報も送られ

て来るようになり、Ｏｈｋｕｒａは自分の説を確信した。

窮理の部屋
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謎のおばちゃん登場！

Ｏｓａｋａに謎のおばちゃんが採用された。彼女の仕事は、彼女の気分でＦＡＸの切

り替え機をカチャカチャ切り替えることである。そう、ＦＡＸが２台になったのである。そ

して、１台はもう１台に対して９０度傾けて取付られた。どうやらＴｏｋｙｏにもおばちゃん

が採用されＦａｘが２台になったようである。

おばちゃん達は、勤務時間中にＴＶのワイドショーを見ながら、お菓子を食べなが

ら、始終切り替え機をカチャカチャしていた。ある朝、おばちゃんは妙なことを始めた。

１台目のＦＡＸ（その出力はｏ）を適当に傾け、そして２台目（ｏ’）も９０度ではなしに適

当な角度で固定し、その後はルーチンのカチャカチャである（休憩時間を考慮して

か、おばちゃんは２人に増員されていた。めちゃ楽な仕事のはずなのに！）。

Ｏｈｋ ｕ ｒ ａの仕事は、４つの

＜ｏｔ＞毎に、つまり＜ｏｔ＞，

＜ｏｔ’＞，＜ｏ’ｔ＞，＜ｏ’ｔ’＞の

集計をすることに変わった。それぞ

れその値は相変わらず必ず-１か

ら１の間にあった。当然である。

また、Ｓ＝＜ｏｔ＞-＜ｏｔ’＞＋

＜ｏ’ｔ＞＋＜ｏ’ｔ’＞という量を計

算せよとＧｉｆｕから指令があった。２

番目のデータだけ引き算だが、ここ

がミソで、間違いではない。このＳ

の値は、どんなことがあっても

｜Ｓ｜＞２となることはあり得ない。

それは、数学的に証明されている

ので、右枠にまとめておこう。

ところがある日、｜Ｓ｜＞２にな

ってしまったのである！何かの間

違いではないだろうか？そんなこと

が起こるはずがない！Ｓ決定のプロセスと証明をよく見てほしい。数学的に｜Ｓ｜＞２

はアリエナイのである。Ｏｈｋｕｒａは再び愕然とした。

おばちゃんたちは毎朝２台の受信機の角度を変えてから固定するが、その２台の

受信機の間の角度が１２０度付近だとそのようなことが起こるらしいことがだんだんと

分かってきた。

大倉 宏（科学館学芸員）

※編集部より １０月号の窮理の部屋のタイトルは「２０２２年ノーベル物理学賞（その４）」、１２月号のタイ

トルは「２０２２年ノーベル物理学賞（その５）」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

Ｈ．ＯＨＫＵＲＡ
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星になった牧野富太郎発見の「さくら」をご存知ですか？

京都薬科大学 名誉教授 桜井 弘

２０２３年に放映されたＮＨＫの連続テレビ小説『らんまん』のモデルは、日本の植

物学の父・牧野富太郎（１８６２～１９５７）１）であったことはまだ記憶に新しいことでしょ

う。生涯を通して植物と向き合った植物学者の物語は故郷の高知県佐川町で始まり

ました。

同じ高知県の市内に生まれた関 勉（１９３０年生まれ）２）は、１９５０年から天体観

測を続け、これまでに６つの彗星と２２０以上の小惑星を発見したアマチュア天文家

です。『うちゅう』の読者の皆さんはよくご存じのことと思います。関 勉は、２０世紀最

大級の「イケヤ・セキ彗星」の発見者の１人です。高知市内の明かりを避けるため、

１９７３年からは芸西村に観測所を移し、１９８１年から現在まで高知県立芸西天文

学習館の「芸西天文台」で観測を続けています。

星の発見者には名前をつける権利、命名権が与えられるため、関 勉は発見した

小惑星に高知県に由来する地名や人名などを多く使って命名しました。初めに紹介

した牧野富太郎にも敬意を表して、１９９０年に発見した小惑星に「牧野」の名前をつ

けています。

２０２３年、関 勉が１９９１年に発見していた小惑星に、牧野富太郎が高知県佐川

町尾川城で１８８９年に発見していたヤマザクラの一種「ワカキノサクラ（稚木の桜）」

という名前がつけられま

した。１３０年以上の時

を超えて、牧野富太郎

の発見した桜に注目が

集まりました。高知県、

佐川町、芸西村、牧野

富太郎、ワカキノサクラ

がすべて星となり宇宙

で輝いています。なぜ

このようなことになった

のでしょうか？ここに

は、素敵な物語が隠さ

れています。星になっ

た「さくら」のお話を紹介

しましょう。 写真１．ワカキノサクラ（佐川町提供）

ワカキノサクラ
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ワカキノサクラの発見

１８８９年、牧野富太郎が故郷の高知県佐川町の尾川城で栽培されていたバラ科

の落葉樹でヤマザクラの一種を発見しました。かつては山林中に自生していました

が、現在では絶滅したと考えられています。この桜は、種子をまいて発芽すると１年

ほどで木の高さが２０～３０ｃｍくらいになりますが、そんな若木でも花が咲くそうです。

このために、牧野は１９０６年に「ワカキノサクラ（稚木の桜）」と命名し、学名は

Ｐｒｕｎｕｓ ｏｇａｗａｎａ Ｍａｋｉｎｏ （Ｍａｋｉｎｏ １９２８）とされました。その後、研究が進

められて、現在ではＣｅｒａｓｕｓ ｊａｍａｓａｋｕｒａ （Ｓｉｅｂｏｌｄ ｅｘ Ｋｏｉｄｚ.） Ｈ. Ｏｈｂａ

ｖａｒ. ｈｕｍｉｌｉｓ （Ｍａｋｉｎｏ） Ｉｗａｍｏｔｏ ＆ Ｈ. Ｏｈｂａとされています。３） Ｐｒｕｎｕｓ は

「スモモ属」のことで広い意味で「サクラ属」を指し、Ｃｅｒａｓｕｓ は「サクラ属」、ｈｕｍｉｌｉｓ

はラテン語で「低い、小さな、わずかな」を指します。発見された桜は小さくても花が

咲くため、この言葉がつけられたのではと想像されます。花びらの縁が赤く、花の芯が

白色です（写真１）。４）

宇宙で過ごしたワカキノサクラの種子

この「ワカキノサクラ」が初めて注目を集めたのは、２００８年のことでした。ワカキノ

サクラの種子が、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に送られて宇宙に滞在する実験を経

験することになりました。日本各地１４ヵ所で小中学生らよって集められた名高い桜の

種子（各約２００粒）のひとつとして、２００８年１１月１５日（日本時間）に若田光一宇

宙飛行士らが乗ったスペースシャトル・エンデバー号で宇宙へ打ち上げられました。

約８か月半国際宇宙ステーションの実験棟「きぼう」に滞在した後、２００９年７月３１

日（日本時間）

にエンデバー

号で地球に帰

還しま し た 。

２００９年秋か

ら ２０１１ 年 に

かけて発芽が

試みられて、

その一部が発

芽し、成長した

桜 は 宇 宙 桜

（そらざくら）と

よばれるように

なりました。５）

宇宙を旅した

表１．宇宙を旅した１４種のさくら

ＨＩＲＯＭＵ ＳＡＫＵＲＡＩ
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さくらの１４種は、表１のとおりです。

「ワカキノサクラ」は２００８年５月２８日に佐川町立尾川小中学校の生徒たちにより

採集され、宇宙から帰還した種子から８本の苗が育ちました。宇宙滞在を経験した

桜の種子の中で、もっとも早く花が咲いたそうです。８本のうち７本は全国に送られ、１

つは尾川小中学校で育てられて、２世、３世として繋がれているそうです。６）

宇宙で輝く小惑星「ワカキノサクラ」

２０２３年の春から秋にかけて放映されたＮＨＫの連続テレビ小説『らんまん』のモデ

ルは、日本の植物学の父・牧野富太郎でした。これを機会に、２０２３年、天文家の

関 勉を中心とした高知県の人々は、関が１９９１年に発見していて、まだ名前がつけ

られていなかった小惑星４３８０３（１９９１ＲＨ２）に、同じ高知県出身の牧野が１８８９

年に発見し、宇宙桜として注目された「ワカキノサクラ」と命名しようと考えたことは素

晴らしいことでした。２０２３年４月に国際天文学連合の小天体命名ワーキンググルー

プ （Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ ｆｏｒ Ｓｍａｌｌ Ｂｏｄｉｅｓ Ｎｏｍｅｎｃｌａｔｕｒｅ, ＷＧＳＢＮ）に申請

され、２０２３年５月に正式に命名されることとなりました。こうして、「ワカキノサクラ」は

再び注目を集めることとなりました。ＷＧＳＢＮ Ｂｕｌｌｅｔｉｎ ２０２３年第７号には、英文

で、次のとおりに紹介されました。７）

Ｗａｋａｋｉｎｏｓａｋｕｒａ ｉｓ ａ ｋｉｎｄ ｏｆ ｗｉｌｄ ｃｈｅｒｒｙ ｔｒｅｅ ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄ ｉｎ １８８９ ｂｙ

Ｊａｐａｎｅｓｅ ｂｏｔａｎｉｓｔ Ｔｏｍｉｔａｒｏ Ｍａｋｉｎｏ ａｔ Ｏｇａｗａ Ｃａｓｔｌｅ ｉｎ ｈｉｓ ｈｏｍｅｔｏｗｎ

ｏｆ Ｓａｋａｗａ， Ｋｏｃｈｉ ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ. Ｉｎ ２００８ ｓｅｅｄｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｅ ｗｅｒｅ

ｃａｒｒｉｅｄ ｔｏ ｔｈｅ Ｊａｐａｎｅｓｅ ｍｏｄｕｌｅ Ｋｉｂｏ ｏｎ ｔｈｅ ＩＳＳ ａｎｄ ｔｈｅ ｃｈｅｒｒｙ ｔｒｅｅｓ

ｇｒｏｗｎ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｒｅｔｕｒｎｅｄ ｓｅｅｄｓ ａｒｅ ａｆｆｅｃｔｉｏｎａｔｅｌｙ ｃａｌｌｅｄ Ｕｃｈｕ-

Ｚａｋｕｒａ （“ｓｐａｃｅ ｃｈｅｒｒｙ ｂｌｏｓｓｏｍｓ”）.

ワカキノサクラは、１８８９年に日本の植物学者牧野富太郎が故郷の高知県佐川

町尾川城で発見した野生の桜・山桜の一種です。２００８年、その木の種子が国際

宇宙ステーション（ＩＳＳ）の日本の実験棟「きぼう」に運ばれて、帰還した種子から成

長した桜の木は「宇宙桜」という名称で親しまれています、といった意味です。

ワカキノサクラ（４３８０３ Ｗａｋａｋｉｎｏｓａｋｕｒａ）は、火星と木星との間のメインベルト

（小惑星帯、アステロイドベルト）に約１００万個も発見されている小惑星の１つです。

直径は約６.６キロメートルで、約５.２８年（１９２９.６日）の公転周期で太陽の周囲を回

っています。ワカキノサクラに関連する小惑星を表２にまとめてみました。

ワカキノサクラは、故郷と天文台と牧野富太郎とともに星となり、宇宙で出会い、楽

しく語り合っている様子を想像できることは素晴らしいことですね。

宇宙で約８か月半滞在したワカキノサクラの種子は、宇宙線が飛び交う環境の下

で生存し、再び地球で木として成長し花を咲かせ、人々を喜ばせています。宇宙線

を経験したワカキノサクラには、どのような宇宙生物学的な影響があったのかは、興

ワカキノサクラ
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味がひかれることです。

最後に、ワカキノサクラの写真をご提供下さいました高知県高岡郡佐川町の牧野

公園の関係の皆様に感謝申し上げます。

［引用文献］

１） ｈｔｔｐｓ：／／ｊａ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／牧野富太郎

２） ｈｔｔｐｓ：／／ｊａ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／関勉

３） Ａｋｉｔｏｓｈｉ Ｉｗａｍｏｔｏ ａｎｄ Ｈｉｄｅａｋｉ Ｏｈｂａ：Ａ Ｎｅｗ Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ ｉｎ

Ｃｅｒａｓｕｓ （Ｒｏｓａｃｅａｅ ） バラ科ワカキノサクラの新学名、Ｊ . Ｊｐｎ . Ｂｏｔ . （植

物研究雑誌） ８５：１８６－１８７ （２０１０）．

４） 佐川町 まちまるごと植物園 四季の植物たち

ｈｔｔｐｓ：／／ｓａｋａｗａ‐ｍａｃｈｉｍａｒｕ.ｊｐ／ｓｅａｓｏｎａｌ‐ｐｌａｎｔｓ

５） 長谷川洋一『宇宙桜誕生秘話：花伝説・宙へ！』ワンアース、２０１７年．

６） ｈｔｔｐｓ：／／ｕｍｉｙａｍａｋａｗａｓｈｉｎｂｕｎ.ｎｅｔ／ｐｏｓｔ／１３９６５６７０８６６６／宇宙に行

った伝説の桜

７） ＷＧＳＢＮ Ｂｕｌｌｅｔｉｎ （ＩＡＵ） ３（７）． （２０２３）．

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｗｇｓｂｎｉａｕ.ｏｒｇ／ｆｉｌｅｓ／Ｂｕｌｌｅｔｉｎｓ／Ｖ００３／ＷＧＳＢＮＢｕｌｌ_Ｖ００３

_００７.ｐｄｆ＃ｐａｇｅ＝１３

桜井 弘

表２．関 勉が発見した牧野富太郎関連の小惑星

関 勉は、「はりまやばし（１９８１）、「竜馬（１９８２）」、桂浜（１９８２）、「四万十（１９８４）」、「足
摺（１９８４）」、「万次郎（１９８９）」、「おりょう（１９８９）」など高知県に由来する小惑星を多数
発見している。（ ）内の数字は、発見年。
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学芸員の研究発表など

講演「電視観望望遠鏡ｅＶｓｃｏｐｅの衝撃」

渡部 義弥（学芸員）

天文教育普及研究会 関東支部会（２０２２年３月９日）

本講演は、フランスＵｎｉｓｔｅｌｌａｒ社が２０１９年に発売した、持ち運び式の電視観望

望遠鏡ｅＶｓｃｏｐｅについて使用経験を紹介した。従来の望遠鏡とは格段に簡易な

操作性と電視観望によって大都会でも銀河の渦巻きや星雲が楽々見える性能を踏

まえ、今後の天体観望会や天文教育活動に多大な変化をもたらすと紹介した。ま

た、観望会参加者が望遠鏡を操作する可能性、モダンな天体物理を学ぶことでおも

しろくなる解説など活用のあり方を唱えた。

講演「大阪市立科学館がめざす第４次展示改装」

吉岡 克己（総務企画課長）

第１３回全国理工系学芸員展示研究大会（２０２３年１月１９日）

１９８９年の開館以来の当館展示改装の経緯と令和４年度までに進めてきた今次

改装の考え方について、全国の科学館等でそれぞれの施設の展示更新を担う学芸

員に向けて紹介した。

特に、理工系博物館の特殊性、来館者層の低年齢化とその弊害を整理した上

で、当館の使命「科学を楽しむ文化の振興」、基本展示デザイン「本物・実物・生の

現象」を示し、スローガン「他にない、みんなで科学を楽しむ、快適空間の構築」に向

けて当館が目指す方向性を示した。

研究発表
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大阪市立科学館 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／

電 話：０６‐６４４４‐５６５６ （９：００～１７：３０）

長期休館中（～２０２４年夏まで）

所在地：〒５３０‐０００５ 大阪市北区中之島４‐２‐１

■編集後記■

１１月の休館以来、展示改装のための作業が続いています。改装に備えて、展示場にある

資料をすべて梱包して引き上げる作業をしつつ、合間に展示業者さんと詳細な打合せを行

っています。間もなく本格的な工事が始まる予定です。（江越）

２０２３年１１／６（月）より、リニューアル工事等のため長期全館休館しています。皆様に
は、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
リニューアルオープンは、２０２４年夏の予定です。科学を楽しむ快適空間へと進化する

科学館にご期待ください。

休館のお知らせ

講演「科学館における科学技術史資料の展示課題」

吉岡 克己（副館長）

日本科学史学会第７０回年会（２０２３年５月２８日）

日本科学史学会シンポジウム「博物館における科学技術史資料の展示をめぐっ

て」において、シンポジウム主催の有賀氏（一橋大学）から依頼を受けて講演したも

のである。

吉岡からは特に地域の理工系博物館の現状について紹介し、地域の科学技術史

資料の逸失を避けるために地域の科学館が担うべき役割と課題を整理した上で、こ

れまでに実践した取り組みについて具体的に紹介した。

研究発表
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友の会 行事予定

月 日 曜 時間 例会・サークル・行事 場所

１０ 土 １１：００～１６：３０ りろん物理 研修室

１１ 日
１４：００～１５：３０ 化学 研修室

１６：００～１７：００ 光のふしぎ 研修室＋Ｚｏｏｍ

１２：１０～１３：４５ 英語の本の読書会 工作室＋Ｚｏｏｍ

２
１７ 土 １４：００～１６：００ 友の会例会 研修室＋Ｚｏｏｍ

１８：３０～２０：００ 友の会天体観望会 屋上

１８ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２４ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう 工作室＋Ｚｏｏｍ

２５ 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

１０ 日
１４：００～１５：３０ 化学 研修室

１６：００～１７：００ 光のふしぎ 研修室＋Ｚｏｏｍ

１６ 土
１２：１０～１３：４５ 英語の本の読書会 工作室＋Ｚｏｏｍ

３ １４：００～１６：００ 友の会例会 研修室＋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

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。

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。

２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、科学館研修室での参加も可能です。
お天気が悪い場合は、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：２月１７日（土）１４：００～１６：００ ■会場：科学館研修室、Ｚｏｏｍ
■今月のお話：「ＳＬＩＭ月面着陸 成功」西野学芸員
昨年９月に打ち上げられた日本の小型月着陸実証機「ＳＬＩＭ」が、２０２４年１月２０日午

前０時２０分頃（日本時間）、月面への着陸に成功しました。これは日本では初、世界では５
か国目の快挙となります。さらに、ＳＬＩＭや着陸直前に放出された月面探査ローバーが、写
真を撮影することにも成功しています。ということで今回は、このＳＬＩＭの月面着陸の様子を、
くわしく見ていきましょう。

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

■休館中の科学館への入館について

科学館の休館中、入館入り口は、建物南西側の職員通用口をご利用ください。例会やサー

クルの開始１５分前～開始時刻までは通用口を解錠しております。それ以前・以降に入館さ

れる方は、通用口脇のインターホンを押して、友の会行事に来られた旨、事務所へお伝えくだ

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。

友の会例会報告

１月の友の会の例会は、友の会ナイトとして、２０日

（土）の１８時から、科学館のプラネタリウムで開催しまし

た。最初に会務報告のあと、飯山学芸員による今夜の

星空解説があり、その後、客席での携帯端末の明かり

の影響に関する調査を行いました。休憩を挟んだ後、

ＨＡＹＡＢＵＳＡ -ＢＡＣＫ ＴＯ ＴＨＥ ＥＡＲＴＨ-の上映

を行いました。最後に、毎年恒例のカレンダー争奪じゃ

んけん大会を開催しました。参加者は１０６名でした。

友の会会員専用天体観望会

科学館の屋上で、月や木星などを観察しましょう。

■日時：２月１７日（土） １８：３０～２０：００（１８：３０～１９：３０の間にご入館ください）

■会場：屋上 ■定員：なし ■申込み：不要

■天候が悪く星が見えそうにない場合は中止します。天候判断は当日１６：００です。

■当日スケジュール

１６：００ 天候判断

１８：００ 望遠鏡準備（望遠鏡組立等お手伝い頂ける方はこの時間にお越しください）

１８：３０ 観望会開始（１９：３０までの自由な時間に職員通用口から入館してください）

１９：３０ 入館終了

２０：００ 観望会終了・片付け

開催か中止かわかりにくいお天気の場合は、当日１６時以降、友の会会員専用ＨＰでご確認

いただくか、科学館までお電話でお問い合わせください。

※観望会の受付や、望遠鏡の組立・操作等、観望会の運営にお手伝いいただける方は、科

学館の飯山学芸員か、友の会事務局までお申し出ください。

友の会

２３



第２世代ミュオグラフィの検出器

科学館の

コレクション

１２３

細長い板状の透明プラスチックとその右の懐中電灯のようなものは、第２世代のミ

ュオグラフィ検出器の一部です。ミュオグラフィというのは宇宙線を利用して、山やピ

ラミッドなど巨大なものの内部をレントゲン撮影のように透写する技術または装置のこ

とを言います。

プラスチックの

右側は円筒状に

なってますが、そ

こに懐中電灯の

ような形をした光電子増倍管（光を電気信号に変換する真空管の一種）を取り付け

て使います。宇宙線はプラスチックを通過するとシンチレーションといって弱い光を出

します。シンチレーションが起こる物体がシンチレータ（今の場合プラスチック）です。

光はシンチレータ内部で何度か反射して円筒状の部分に集まってきます。その光を

光電子増倍管で電気信号に変えるというわけです。

このシンチレータを、例えば縦に６本、横に６本格子状に組みます。正方形の面を

形成できますがこれで１セットです。光電子増倍管の信号で面のどこを宇宙線が貫い

たかわかります。このセットを何面か重ねて設置し、ひとつの装置とします。捉える宇

宙線はミュオンと言って、まっすぐ直進して装置を貫きますが、各面のどこを通ったか

は、電気信号からわかります。その場所を結んでやれば、宇宙線がどの方向からやっ

てきたか、ということがわかるわけです。

説明が長くなりましたが、ミュグラフィ装置というのは、要は宇宙線がどの方向から

飛んできたかを数え上げる装置です。ミュオンは空からまっすぐ、まんべんなく降り注

ぐ透過力の高い粒子ですが、その方向に密度の高いものがあると幾分数を減らしま

す。Ｘ線が肉をほとんど透過するけれど骨には幾分吸収されるのに似てますね。

第１世代のミュオグラフィは写真乾板でした。置いとくだけでいいので電源は要りま

せんが、像を得るには乾板を取り出して、現像して解析しなければなりません。ピラミ

ッドなんかにはいいでしょう。ところが火山のように刻々と変化するものの内部を撮影

しようと思えば、リアルタイムに画像を得ることのできる第２世代のミュオグラフィがい

いに決まってます。

科学館では、高精度の画像の得られるさらに進歩した第３世代の多線比例計数

管式ミュオグラフィを展示しています。

大倉 宏（科学館学芸員）
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大阪市立科学館では、物理・化学・天文学・気象に関連した資料を収集しています。


