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地下１階のアトリウムでも工事が進んでいます



星空ガイド ６月１６日～７月１５日

※惑星は２０２４年７月１日の位置です。

よいの星空
６月１６日２２時頃

７月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
６月１６日 ４時頃

７月 １日 ３時頃

１５日 ２時頃

［太陽と月の出入り（大阪）］

月 日 曜 日の出 日の入 月の出 月の入 月齢

６ １６ 日 ４：４４ １９：１３ １３：４１ ０：４７ ９.６

２１ 金 ４：４５ １９：１４ １８：５２ ３：２４ １４.６

２６ 水 ４：４６ １９：１５ ２２：４５ ８：５０ １９.６

７ １ 月 ４：４８ １９：１５ ０：４１ １４：３４ ２４.６

６ 土 ４：５０ １９：１４ ４：３３ １９：５１ ０.２

１１ 木 ４：５３ １９：１３ ９：４０ ２２：２６ ５.２

１５ 月 ４：５６ １９：１１ １３：２６ ‐‐ ： ‐‐ ９.２

星空ガイド
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七夕の日は雨ばかり！？

七夕の日は、天の川の両側に引き離された織姫と彦星が、天の川を渡って会うこ

とができる年に一度の特別な日。ただし、雨が降ると天の川が氾濫してしまい、２人は

会えなくなってしまう…。このような七夕物語は日本では広く知られています。

ですが、そんな大切な七夕の日に、空がすっきりと晴れていて星がよく見えた経験

が数えるほどしかないような気がしていました。なので１９９１年から２０２０年までの

３０年間で、七夕の日に大阪で晴れの天気が観察された割合（天気出現率）を調べ

てみました。

すると７月７日の晴れの天気出現率は

２６.７％、一年の中でワースト１１位というこ

とがわかりました。感覚ではなく、本当に晴

れの日が少なかったのです！（大阪は梅

雨の時期なので、当たり前といえば当たり

前なのですが。）

「それじゃあ、なかなか織姫と彦星は会

えないじゃないか！」と悲しい気持ちにな

った方、ご安心ください。本来七夕行事

は、私たちが現在使っている太陽の動きを基準にした新暦（太陽暦）ではなく、月の

満ち欠けを基準とした旧暦（太陰暦）の７月７日に行われていました。このような旧暦

に基づく七夕を「旧七夕」と呼んでいます。

今年は８月１０日が旧七夕の日となります。過去３０年間での８月１０日の晴れの

天気出現率は７３.３％、旧七夕であれば天の川が荒れる心配はあまりしなくて済み

そうです。

（出典：大阪管区気象台 大阪の天気出現率

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｊｍａ‐ｎｅｔ.ｇｏ.ｊｐ／ｏｓａｋａ／ｋｉｋｏｕ／ｔｅｎｋｉ２／ｇｒａｐｈ／ｏｓａｋａ.ｈｔｍｌ）

野村 美月（科学館学芸員）

［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

６ １６ 日 月とスピカがならぶ

１７ 月 日没直後に水星と金星が接近

２０ 木
夕方にアンタレス食

（１８時２９分潜入～１９時１０分出現）

２１ 金
夏至（太陽黄経９０°）

海王星で西矩

２２ 土 ○満月（１０時）

２７ 木
月が最近（２１時・３６９,４０８㎞）

月と土星が接近

２９ 土 下弦（７時）

月 日 曜 主な天文現象など

７ ３ 水 月と木星がならぶ

５ 金
太陽が最遠

（遠日点通過１４時０６分・１.５２１億㎞）

６ 土 ●新月（８時）

７ 日 七夕

８ 月 夕方に月と水星がならぶ

１０ 水 金星が近日点通過

１２ 金 月が最遠（１７時・４０４,３８９㎞）

１４ 日 上弦（８時）

１５ 月 火星と天王星が接近

北の空の星空（６月１日２１時頃：大阪）

星空ガイド
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南極地域観測隊～越冬の１年～

定着氷上の観測船「しらせ」定着氷上の観測船「しらせ」

「しらせ」からみた南極の動物「しらせ」からみた南極の動物

彦根地方気象台 朝原 信長

南極へ向けて出発

日本から約１４０００ｋｍ離れた南極昭和基地、南極地域観測隊はこの昭和基地

を主要基地として活動しています。気象観測もこの昭和基地で行っており、気象庁か

ら５名が気象観測担当の隊員として派遣され観測を行っています。１年間を昭和基

地で過ごしながら観測や基地の管理運営を行う越冬隊として参加します。

２０２１年１１月上旬、第６３次

南極地域観測隊は南極観測

船「しらせ」に乗船して昭和基

地に向かい日本を出発しまし

た。１２月上旬に南極圏へと入

り、暴風圏を通過、船にあまり

なれていない隊員は船酔いに

苦しみながら昭和基地を目指

すことになります。昭和基地へ

向かうにつれて、次第に海は

流氷で覆われるようになり、つ

いには一面凍った定着氷域に

入ります。氷の上ではペンギン

やアザラシたちが出迎え、楽し

ませてくれます。定着氷域で

は、「しらせ」は海氷を砕きなが

ら進みます。１２月中旬、昭和

基地に近づいたところで、ヘリコ

プターにて「しらせ」から飛び立

ち、我々第６３次隊は昭和基地に到着しました。

昭和基地に着いてから、物資の搬入、第６２次隊からの業務引継ぎを行います。

気象観測を担当する隊員も観測引継ぎや物資の搬入等の越冬準備を行います。

南半球では１２月は夏の季節、南緯約６９度に位置する昭和基地ではこの時期は一

日中太陽が沈まない白夜となっています。白夜の中、慌ただしくも充実した期間を過

ごし、２０２２年２月１日には第６２次隊と越冬交代し、第６３次隊の越冬隊として観測

を開始しました。

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｎｔａｒｃｔｉｃ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ
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昭和基地の建物昭和基地の建物

昭和基地での一日

第６３次南極地域観測隊の越冬隊は３２人で約１年をともに過ごしました。観測を

担当する隊員の以外にも、基地の設備維持や、雪上車などの車両や機器類の整

備、通信環境の確保、調理、医療などから観測隊の生活を支えています。

昭和基地での生活は、「管理

棟」という建物を中心に行い、ここ

には食堂があり、食事をとったりし

ます。寝泊りする部屋は「居住

棟」にあり、管理棟と廊下でつな

がっていて、外に出なくても行き

来でき生活できます。この他に観

測を行うための建物がたくさんあ

り、これらはつながっておらず、一

度外に出てから向かうことになり

ます。気象観測は「基本観測棟」

で行っており気象観測を担当す

る隊員はこの建物が職場となりま

す。気象部門では日勤、夜勤等にわかれて交代で１日中継続して観測を実施して

います。

日勤の場合は、朝起きて管理棟で朝食をとった後、基本観測棟へ出勤することに

なります。防寒服を着てから外にでて、基本観測棟へ向かいます。

気象部門では、地上気象観測、高層気象観測、オゾン観測、日射放射観測など

を行っています。基本観測棟でこれらの観測装置の点検やデータチェック、目視観

測や観測データの通報業務を行います。このほか昭和基地の今後の天気を気象観

測データや数値予報をもとに天

気解析を行い、観測隊が安全

に活動できるよう気象情報を共

有する役割もあります。

日勤業務終了後、夜勤の気

象隊員に業務を引継ぎ、交代し

ます。日勤終了後は夕食をとり

ます。メニューはカレーやラーメ

ンなど日本で日常食べている食

事なのですが、月に一度はその

月の誕生日の人をお祝いする

誕生日会があって、お寿司を作
昭和基地からみたオーロラ昭和基地からみたオーロラ

ＡＳＡＨＡＲＡ Ｎｏｂｕｎａｇａ
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ブリザード中の建物間移動ブリザード中の建物間移動

ってもらうなど、調理担当の隊員が工夫をして食事を作ってくださっていました。限ら

れた物資の中で生活する隊員にとって、食事は楽しみな時間の一つです。

夕食後は自由な時間となり、各々の隊員が趣味など自由な時間を過ごします。

オーロラが発生したときには、隊員の多くは外にでてオーロラの鑑賞や写真撮影を行

います。ときには満天に広がるオーロラを見られることもあります。

ブリザードのなかの気象観測

昭和基地では、低気圧が接近し、

ふぶきとなることが月に数回程度あり

ます。雪を伴って風が強まるため、見

通しも悪くなります。このような状態を

ブリザードと呼び、屋外に出ることが

危険になります。このようなときには

建物間の移動も含めて外に出ること

を禁止する「外出禁止」を越冬隊長

が指示します。禁止とまではならなく

ても、見通しの悪化によるロストポジ

ション（迷子になってしまうこと）等に

注意する必要がある場合は、複数名

で移動し建物間に張られたロープを

伝いながら移動します。

このように気象状態によって業務や生活に大きな影響がでるため、気象情報を観

測隊全体に共有することも気象担当隊員の重要な役割となっています。

強風が吹くときは、精密な観測装置は停止して、観測装置を保護します。オゾン

観測や日射放射観測の一部の装置は太陽を自動追尾して観測を行っていますが、

精密に稼働する装置にとって強風は故

障の原因ともなりますので停止して保護

する、または取り外して屋内に移動させ

る等して、風が弱まったあと再び設置、

観測再開を行います。

このような強風の中でも、「外出禁

止」となるような危険な状態でない限り

は、高層気象観測は実施します。高層

気象観測は、気球（ゴム風船）に「ＧＰＳ

ゾンデ」というＧＰＳ受信機や気温、湿度

を測るセンサ等が取り付けられた気象 強風時の高層気象観測強風時の高層気象観測

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｎｔａｒｃｔｉｃ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ

６



転がる太陽転がる太陽

観測測器を、飛揚させることで上空の観測を行います。

風が強い時には、気球が風にあおられて、ときには持っているのがやっとの状態と

なります。また、建物の影響等により風の乱れがあり、タイミングを見計らって手を放

し、飛揚させる必要があります。風にあおられる気球を持って、タイミングを見計らうの

はなかなか大変です。

観測されたデータは無線によってリアルタイムで基本観測棟に送られます。この

データをチェックした後に世界中の気象機関に送信します。

各国の気象機関に送付されたデータは、日々の気象予報に利用されたり、地球

温暖化や地球環境問題の解明と予測の基礎データとして利用されています。

極夜

昭和基地では、５月になると太陽

が昇っている昼間の時間が短くなっ

ていき、太陽は昇っても地平線（水

平線）付近を転がるように西方向に

移動したあとすぐに沈んでいきます。

５月下旬となると太陽は全く昇らな

い極夜となり、７月中旬にかけて太陽

がまったく昇らなくなります。日中でも

ほとんど暗い状態で、屋外での作業

は難しい時期となります。気象観測で

は、太陽光を利用した観測などはで

きない時期となりますが、多くの観測はこの時期も継続して行います。暗い屋外でヘ

ッドライトの明かりを頼りに、観測機器のメンテナンスを行います。

６月下旬、南半球にとって冬至の頃、南極にある各国の基地では、無事に冬至を

迎えられたお祝いとして「ミッドウィンターフェスティバル」を行います。極夜となり暗闇

が続く期間の中間にあたり、できるこ

とが限られているこの時期、気分を

盛り上げていこうという催しです。１年

を南極で過ごす越冬隊にとって、海

の氷が比較的薄い南半球の夏の時

期に南極に来て、おおむね半分程度

を迎えられたお祝いという意味もあり

ます。

昭和基地でもミッドウィンターフェス

ティバルを開催します。南極の他の ミッドウィンターフェスティバルの雪合戦大会ミッドウィンターフェスティバルの雪合戦大会

ＡＳＡＨＡＲＡ Ｎｏｂｕｎａｇａ
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基地とグリーティングカードを交換したり、自分たちで企画したさまざまなイベントを行

います。

第６３次隊では、カーリングや雪合戦といったチーム対抗のスポーツ大会を行った

り、屋外でバーベキューをしたり、大きな“かまくら”を作って“かまくら”の中でパーテ

ィーをして楽しみました。調理担当が腕を振るったフルコースのディナーもいただき、

無事に極夜を迎えられたことを祝いつつ英気を養いました。

極夜も終わる７月中旬、再び太陽が昇る季節となります。久しぶりに見た太陽は感

慨深いものがありました。

長い夜が終わり、再び屋外での作業も可能な季節となると、ペンギンの個体数調

査などの野外観測も本格的に行う季節となり、越冬隊は徐々に慌ただしくなっていき

ます。気象観測も極夜期間中には実施できなかった、太陽光を利用した観測、オゾ

ン全量観測等も再び可能な季節となっていきます。

オゾンホール

南極の冬季から春季にあたる８～９月ごろになると、南極の上空にはオゾンホール

が発生します。オゾンホールとは、太陽からの有害な紫外線を吸収するオゾン層に、

南極上空でオゾンの量が減少して穴が空いているような状態になっていることです。

１９８２年に昭和基地にて、上空のオゾンの量がそれまでと比較して減少していること

を観測し、オゾンホールの発見につながりました。昭和基地では、オゾン層の状況を

把握するため、現在もオゾン観測を行っています。

オゾンゾンデ観測の個々の観測値を用いて作成

昭和基地の２０２２年のオゾンゾンデ観測総数は５４回

観測値のない高度については、前後の期間のオゾン分圧から内挿処理を行っている

オゾンゾンデ観測の個々の観測値を用いて作成

昭和基地の２０２２年のオゾンゾンデ観測総数は５４回

観測値のない高度については、前後の期間のオゾン分圧から内挿処理を行っている

南極昭和基地におけるオゾン分圧の高度分布（２０２２年）南極昭和基地におけるオゾン分圧の高度分布（２０２２年）

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｎｔａｒｃｔｉｃ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ

８



オゾン観測は、オゾンに吸収されやすい波長の紫外線と比較的吸収されにくい波

長の紫外線の強度比によりオゾンの量を算出するオゾン全量観測、高層気象観測

に用いるＧＰＳゾンデにオゾンと反応する溶液を用いた測定器をとりつけて上空に飛

揚させることでオゾンの濃度を観測するオゾンゾンデ観測を行っています。

オゾンホールは８～９月に発生した後、急速に発達し、１１～１２月ごろに消滅する

という季節変化をします。オゾンゾンデ観測によると２０２２年も９月にはオゾン破壊が

観測され、昭和基地はオゾンホールの内部に位置したとみられます。１１月頃から解

消しはじめ１２月にはオゾンホールは消滅しました。

１０月にもなると陽も長くなってきて、屋外作業も行いやすい季節となってきます

が、オゾンホールの内部にあるということもあって、紫外線による日焼けも気になって

きます。

１１月下旬頃には太陽が沈まない白夜が再びやってきます。次の隊がもうじき昭

和基地にやってくるため、そのための準備を行う時期ともなってきます。１２月下旬、

次の観測隊である第６４次南極地域観測隊が昭和基地に到着し、次の隊へ引継ぎ

を行いながら帰路の準備を進める季節となります。

越冬交代～帰路へ～

こうして過酷な環境の中１年間観測を実施し、第６３次南極地域観測隊の越冬隊

は２０２３年２月１日に第６４次隊と越冬交代しました。１年間無事越冬を終えた安堵

と名残惜しい気持ちを持ちながら、再び「しらせ」に乗り帰路につきます。「しらせ」は

海洋観測等を実施しながら、オーストラリアに向かいます。観測隊はオーストラリアで

「しらせ」を下船し、空路で３月下旬に日本に帰ってきました。久しぶりの東京の街並

みや家族との再会に、「帰ってきたな」と実感し、１年以上の活動が終了します。

昭和基地での生活は過酷な自然環境である一方で、壮大な自然現象を目の当

たりすることができます。また、越冬隊は１年間以上日本に帰ることはできず、物資の

補給もできないため、ときには制限もあることもありますが、工夫して楽しみながら生

活し、観測や基地運営を実施しました。

著者紹介 朝原 信長（あさはら のぶなが）

広島県出身。２００３年気象庁入庁。大阪管区気象台、気象

庁等で勤務の後、第５５次、第６３次南極地域観測隊に気象

観測担当の隊員として参加。現在は彦根地方気象台で勤務

し天気予報等の業務に従事。

ＡＳＡＨＡＲＡ Ｎｏｂｕｎａｇａ
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図１．こよみハンドブック図１．こよみハンドブック

図２．こよみハンドブックの天文カレンダー図２．こよみハンドブックの天文カレンダー

こよみハンドブック

大阪市立科学館では、２年に１度「こよみハンド

ブック」という冊子を発行しています（図１）。この２

月末にも発行しました。サイズは月刊うちゅうと同じ

Ａ５サイズ・１５０ページで５５０円（税込）です。科

学館でしか販売していない商品で、休館中の現在

はオンラインショップ ｈｔｔｐｓ：／／ｏｓｍ.ｏｆｆｉｃｉａｌ.ｅｃ／

でのみの販売になります。

このこよみハンドブックは、かねてから多かった

「満月はいつですか？」「来年の春分の日は？」

「次の日食はいつ？」といった質問に一冊で答えら

れるように作ったものです。

また２年間＋１ヶ月分の大阪での天文カレン

ダー（日出没時刻や惑星の位置ほか主要な天文現象等）が載っています（図２）。白

黒ですが、月刊うちゅうの星空ガイドを２年間分先取りできるようになっているのは通

常の年鑑類より優れており、発行が近くなると、大阪近郊の科学館や天文台から毎

度「早く欲しい」とリクエストが寄せられます（関係機関には寄贈しています）。ちなみ

に、このカレンダー部分（図２の左側）は、コピーしてプラネタリウムの解説台において

あり、私たちがお話するときのアンチョコとしても活用しています。

Ｅｘｃｅｌで天文カレンダーを作る

さて、この天文カレンダーですが、

ここ２０年くらいは私が作成してきまし

た。２年分あまりの天文ニュースを表

にする作業です。

もちろん突発的にやってくる新発

見の彗星や超新星などは書きようも

ないのですが、天文学の世界は日食

や惑星の接近のように、何年も先の

できごとでも正確に予測できることも

多く、それらは天文カレンダーに入れ

込むようにしています。

こよみハンドブックの天文カレンダー

天文の話題
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もちろん、この作成作業は楽ではないのですが、先ほど書いたように天文学の知識

で将来が予測できる、つまりは計算できるので、パソコンのプログラムである程度作成

するようにしています。

プログラムでは、日の出・日の入り・月の出・月の入り・月齢・満月等まではぱっと出

るようになっており、これに肉眼光度になる脈動変光星の極大、流星群の極大、惑

星の接近や衝、日食、月食、星食などの天象、二十四節気や主要暦の年初やイベ

ントなどは別途計算した表を合併させています。計算がやりにくいのが、天体同士の

接近で「見栄えがする」ものをセレクトするのですが、これだけは大雑把に日付を計算

しておいて、それをシミュレーションソフトで再現して判断するようにしています。

これらのやり方のあらましは、大阪市立科学館が発行している「研究報告誌」の

２００８年号に論文として書いています（研究報告誌は一部オンラインで読めますが、

この論文は現状読めないです。すみません。８月１日のリニューアル後に科学館３F

の図書コーナーでチェックしてください）。

さて、こうしたプログラムを江越学芸員は、ＡＩのアプリを作れることでも有名なプログ

ラミング言語Ｐｙｔｈｏｎで作っています。Ｐｙｔｈｏｎはネットから無料で入手でき使用でき

るものでＷｉｎｄｏｗｓだけでなくＭａｃやＬｉｎｕｘでも活用できます。詳しくは江越学芸員の

ホームページをごらんいただければと思います。

私はというと、なにしろ昔からやっているので、実はＥｘｃｅｌで作っています。Ｅｘｃｅｌ

で天文計算ができるのかというともちろんできます。実はもっと前はｄＢＡＳＥＩＩＩＰＬＵＳと

いうデータベースソフトで作っていましたが、ＰＣで計算ができるアプリや開発環境なら

ば、こよみハンドブックの表を作る程度の計算は概ねできるのです。

ただし、Ｅｘｃｅｌの表に書き込んでいくだけだとなかなか見通しが悪くて作りにくいの

で、Ｅｘｃｅｌに付属しているＶＢＡというスクリプト言語を使っています。ＶＢはＶｉｓｕａｌ

ＢＡＳＩＣの意味で、１９８０年代のＰＣ草創期に標準の開発言語だったＢＡＳＩＣを大幅

に拡張したもので、Ｅｘｃｅｌをコントロールでき複雑な計算を高精度で行わせることがで

きます。

問題は、そうしたプログラムを作る基礎になる計算式です。天体の運動方程式を

精密に解くと相対論などもふくむ莫大な量になるので、先人が開発した略算式を利

用しています。私は井上・鈴木「天体位置略算式の解説」海文堂出版や、長沢「日

の出・日の入りの計算」地人書館などを利用しています。さらに大阪にあわせての座

標変換は、友の会の草創期に尽力いただいた長谷川一郎先生の、長谷川「天文計

算入門」恒星社厚生閣を参照しながら開発しました。

なお、月刊うちゅうの星空ガイドは、こよみハンドブックから引いているので、実はこ

れらがベースになっています。内容は三角関数程度で高校の数学まででやれます。

よかったらチャレンジしてみてください。

渡部 義弥（科学館学芸員）

画像３．ＳＯＲＡ‐Ｑが月面で撮影したＳＬＩＭ
ⒸＪＡＸＡ／タカラトミー／ソニーグループ（株）／同志社大学

Ｙ．ＷＡＴＡＮＡＢＥ
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

みなさんは、この写真を見たこ

とがありますか？写っているのは、

日本の月たんさ機「ＳＬＩＭ」です。

ＳＬＩＭは今年１月２０日、日本で初

めて月面着陸に成功したたんさ機

です。ただ着陸した時に、前のめり

につんのめって、ひっくり返ったす

がたで月に降りてしまいました。こ

われてしまったかも？と心配され

ましたが、何日かたってから地球と通信ができて、今も月でがんばって

います。プラネタリウム①では、このＳＬＩＭについておはなししましょう。

にしの あいこ（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）のページです。

ジュニア科学クラブ 6ジジュュニニアア科科学学ククララブブ 66

■６月のクラブ■

６月１６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

受付で会員手帳をお見せください

◆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（全員）
１０：３０～１１：３０ プラネタリウム②（会員番号１－５０）
１０：３０～１１：３０ 実験教室（会員番号５１－１００）

・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②、実験教室のないようは、うちゅう５月号をご覧ください。

※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。

き ス リ ム ちゃく りく

月たんさ機「ＳＬＩＭ」、ひっくり返って着陸！

前半のプログラム

写真．右上の黄色く写っているのが、ＳＬＩＭ写真．右上の黄色く写っているのが、ＳＬＩＭ
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鉱物の名前になった元素の発見者たち（２）

京都薬科大学 名誉教授 桜井 弘

約５０００種の鉱物のうち、元素を発見した化学者たちの名前に由来する鉱物はど

のくらいあるのであろうか？表１は元素を発見した化学者の業績を讃えて鉱物名がつ

けられた鉱物１３種を、また表２は元素の科学の発展に貢献して、その業績を讃えて

鉱物名がつけられた鉱物４種をまとめた。それぞれの鉱物にはそれぞれ興味深い物

語が知られているが、表１の中から代表的な二つの鉱物を取り上げて以下に紹介し

よう。

鉱物の名前になった元素の発見者たち

表１．鉱物名となった元素発見者
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＊１ カニッツァロは、アボガドロの考え方を再評価して、アボガドロの仮説（法則）とデュロ

ン＝プティの法則を組み合わせると、原子量、分子量を正確に計算できるとした。

＊２ ボアボードランは、高山技師サマルスキーが見つけた石から新元素を見つけ、彼の

業績を讃えてサマリウムと名づけた。

＊３ メンデレ－エフは、当時知られていた６３元素を用いて周期律と周期表を発見し、

新元素の発見を予測した。

リチウムを発見したアルフェドソンとアーヴェゾン閃石

ヨ ア ン・オーガ ス ト・アル フ ェ ド ソ ン

（１７９２－１８４１）（写 真１）は１７９２年 に

スウェーデンの裕福な家庭に生まれ、

１８０３年にウプサラ大学に入学した。

１８１２年に鉱山学の学位を得て、１８１４

年にストックホルムの王立鉱山局に入り、

書記官を務めた。２５歳のとき、ストックホ

ルムのカロリンスカ医科大学で教授をして

いた化学者であり医師であったイエンス・

ヤコブ・ベルセーリウス（１７７９－１８４８）

の下で化学分析の研究ができる機会を得

た。鉱石の灰柱石や白榴石の化学分析

やマンガンの酸化物について研究して新し

い成果を得た。マンガンの研究を終えたア

ルフェドソンに、ベルセーリウスはウーテ島

で発見されたペタル石（葉長石）（写真２）

を分析するテーマを与えた。分析を繰り返

し、この鉱物には未知の元素が含まれていると仮定すると化学組成をうまく説明でき

た。ベルセーリウスの助言を受けて、未知の元素はアルカリ金属元素であり、鉱物界

鉱物の名前になった元素の発見者たち

表２．鉱物名になった化学者

写真１．ヨアン・オーガスト・アルフェドソン
（１７９２－１８４１）

（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｎ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｊｏｈａｎ_
Ａｕｇｕｓｔ_Ａｒｆｗｅｄｓｏｎ）

写真１．ヨアン・オーガスト・アルフェドソン
（１７９２－１８４１）

（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｎ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｊｏｈａｎ_
Ａｕｇｕｓｔ_Ａｒｆｗｅｄｓｏｎ）
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からはじめて発見されたため、ギリシャ語の

「石（ｌｉｔｈｏｓ）」にちなんで１８１７年に「リチウム

（Ｌｉ）」と名づけた。

元素の発見者は、慣習的にはアルフェドソ

ンとベルセーリウスのふたりとなるであろうが、

ベルセーリウスはアルフェドソンひとりの名前で

発表させた。ベルーリウスの若人への敬愛と

心の広さが感じられる。ペタル石の化学組成

はＬｉＡｌ（Ｓｉ２Ｏ５）２とわかり、アルフェドソンはその

後リシア輝石やリシア雲母からもリチウムを発

見した。１，２）

１８２３年にイギリスの鉱物学者ヘンリー・ジ

ェイムズ・ブルック（１７７１－１８５７）は、グリー

ンランドから見つけた新鉱物に、アルフェドソン

が鉱物学にもたらした貢献を讃えて「アー

ヴェゾン閃石（ａｒｆｖｅｄｓｏｎｉｔｅ）」（写真３）と名

付けた。この鉱物は、暗緑色、板状の結晶で

ＮａＮａ２（Ｆｅ２＋
４Ｆｅ３＋）Ｓｉ８Ｏ２２（ＯＨ）２の化学組

成をもつ角閃石の一種である。

［引用文献とノート］

１） ウィークス／レスター著、大沼正則監訳『元素発見の歴史３』、朝倉書店（１９９０）．

２） Ｄ.Ｎ.トリフォノフ、Ｖ.Ｄ.トリフォノフ著、阪上正信、日吉芳朗訳『化学元素 発見の

みち』、内田老鶴圃（１９９４）．
桜井 弘

ＨＩＲＯＭＵ ＳＡＫＵＲＡＩ

写真２．ペタル石
（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｎ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｐｅｔａｌｉｔｅ）

写真２．ペタル石
（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｎ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｐｅｔａｌｉｔｅ）

写真３．アーヴェゾン閃石
（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｎ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ａｒｆｖｅｄｓｏｎｉｔｅ）

写真３．アーヴェゾン閃石
（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｎ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ａｒｆｖｅｄｓｏｎｉｔｅ）
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２０２２年ノーベル物理学賞（その８）
窮理の部屋２０５

Ｈａｓｅｇａｗａ商会の謎のＦＡＸとアインシュタインの問題提起

Ｈａｓｅｇａｗａ商会の謎のＦＡＸは、どの向きにしても必ず１か-１とだけ印字されまし

た。後はタイムスタンプだけです。２つの値のどちらかしかとらない、いわゆる２値であ

ることは、スピンが上か下、あるいは右か下というのと一緒でした。前回登場したＳ（こ

こでは相関関数と呼びましょう）という量は、①遠く離れた場所での測定はお互いに影

響を与えず（局所性）、②測定の前から状態は定まっている（実在性）、という古典的

な存在様式（＝局所実在性）を仮定すれば２を超えないのでした。｜Ｓ｜≦２はＣＨ

ＳＨ不等式あるいは改良されたベルの不等式と呼ばれます。

ところがオーソドックスな量子力学のコペンハーゲン解釈では、測定するまで状態

は確定しません。②と真っ向対立しています。本当に測定するまで確定しないのでし

ょうか？この話の発端のアインシュタインは、物理的な実在は、各瞬間各瞬間定まっ

た物理量を持っていて、それは原理的に測定可能なはずだと考えました。確率でし

か物理量を言えず、確定でない量子力学は、不完全な理論なのではないか、という

問題提起です。

アスペの実験

アスペらは量子力学の綻びを見つけるため次のような実験を行いました。ＦＡＸ器

ならぬ偏光を測定する４つ装置はお互いに角度をずらして設置されます。図中の細

長い四角に斜め線を引いた装置はｘ-ｙスプリッターと呼ばれる素子ですが、ここでは

偏光板だと思

ってください。１

個の光子が来

ると通るか、通

らないか、すな

わち２値です。

片方に１、もう

片方に-１を割

り振れば、先

回の議論から

光子が局所性

と実在性を持

てばＳは２を超

図１：アスペの実験のスケッチ的レイアウト。Ｓは光源。左がＯｓａｋａ、右

がＴｏｋｙｏだとしてください。Ｃ１、Ｃ２はちゃかちゃ。Ｉ（ａ）、Ｉ’（ａ’）、ＩＩ（ｂ）、

ＩＩ’（ｂ’）とそれらに続くＰＭはＦＡＸ器ならぬ偏光を測定する装置。

Ａｌａｉｎ Ａｓｐｅｃｔ,’ ＢＥＬＬ’Ｓ ＴＨＥＯＲＥＭ ： ＴＨＥ ＮＡＩＶＥ ＶＩＥＷ

ＯＦ ＡＮ ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴＡＬＩＳＴ’より

図１：アスペの実験のスケッチ的レイアウト。Ｓは光源。左がＯｓａｋａ、右

がＴｏｋｙｏだとしてください。Ｃ１、Ｃ２はちゃかちゃ。Ｉ（ａ）、Ｉ’（ａ’）、ＩＩ（ｂ）、

ＩＩ’（ｂ’）とそれらに続くＰＭはＦＡＸ器ならぬ偏光を測定する装置。

Ａｌａｉｎ Ａｓｐｅｃｔ,’ ＢＥＬＬ’Ｓ ＴＨＥＯＲＥＭ ： ＴＨＥ ＮＡＩＶＥ ＶＩＥＷ

ＯＦ ＡＮ ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴＡＬＩＳＴ’より

窮理の部屋
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えません。アスペも２を超えることがないことを期待していたようです。さて、実際はど

うだったのでしょう？

エンタングル（量子もつれ）した光

アスペらは、エンタングルした光を使いました。カルシウムの４ｐ２ １Ｓ０という励起状

態は光（波長５５１.３ｎｍ）を放出して４ｓ４ｐ １Ｐ１という状態になります。この状態は寿

命が短く（５ナノ秒程度）さらに光（波長４４２.７ｎｍ）を放出して基底状態４ｓ２ １Ｓ０にな

ります。Ｓ とかＰ は原子の状態を表す記号なのですが、ここではあまり気にしなくとも

いいです。ともかく短い時間間隔で２つの光子が飛び出すのですが、この２つの光子

は強い相関を持っています。

スピン０の２電子系が崩壊して飛び出す２つの電子は、お互いのスピンが反平行で

したが、この２つの光子は、偏光の向きが同一なのです。Ｏｓａｋａ（図ではサイトⅠ）と

Ｔｏｋｙｏ（図ではサイトⅡ）に同じ向きに偏光板を置くと、Ｏｓａｋａで光子が偏光板を通

り抜ければ、必ずＴｏｋｙｏでも通り抜け、Ｏｓａｋａで光子が偏光板を通り抜けれなけれ

ば、必ずＴｏｋｙｏでも通り抜けれません。このような光をエンタングル状態の光と呼び

ます。

装置をθ傾けたときの相関関数Ｓ

アスペの実験でＯｓａｋａに対してＴｏｋｙｏの偏光板をθだけ傾けたらどうなるでしょ

う？複雑な量子力学の計算をしなくとも、射影（コサイン成分を拾う）と波の強度は振

幅の２乗に比例するという高校で習った？ことを思い出せば十分です。最初の偏光

板を通り抜けた光の振幅はθ傾けた２枚枚目の偏光板を通り向けるとｃｏｓθ倍にな

るのですから、Ｏｓａｋａで光子が偏光板を通

り抜ければ、Ｔｏｋｙｏでは、ｃｏｓ２θの確率で

通り抜けるはずです。

もし、Ｏｓａｋａで通り抜けなければ、Ｔｏｋｙｏ

でも、ｃｏｓ２θの確率で通り抜ません。Ｏｓａｋ

ａで通り抜けるか通り抜けないかは半々なの

でＰ＋＋ ＋ Ｐ－－ はｃｏｓ２θとなります（記号は

右表）。１-ｃｏｓ２θはｓｉｎ２θですから、Ｐ＋－ ＋ Ｐ－＋ はｓｉｎ２θとなります。通ったとき

は１、通らなかったとき-１ですから、ｏｐは両方とも通り抜けるか通り抜けない時は１、

片方を取り抜け、もう片方を通り抜けない時は-１なので＜ｏｔ＞を計算すると＜ｏｔ＞

＝Ｐ＋＋ ＋ Ｐ－－ - Ｐ＋－ - Ｐ－＋ ＝ ｃｏｓ２θ - ｓｉｎ２θ＝ ｃｏｓ２θとなります。たしかに

＜ｏｔ＞は-１と１の間の値です。

大倉 宏（科学館学芸員）

Ｔｏｋｙｏ

通過 不通過

Ｏｓａｋａ
通過 Ｐ＋＋ Ｐ＋－

不通過 Ｐ－＋ Ｐ－－

表１．通り抜けるか通り抜けないかの確

率の記号

表１．通り抜けるか通り抜けないかの確

率の記号

Ｈ．ＯＨＫＵＲＡ
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図１．ＸＲＩＳＭ衛星のＲｅｓｏｌｖｅで観測した超新星
残骸のスペクトル （Ｃ）ＪＡＸＡ

図１．ＸＲＩＳＭ衛星のＲｅｓｏｌｖｅで観測した超新星
残骸のスペクトル （Ｃ）ＪＡＸＡ

ファーストライト

天文学では、新しい望遠鏡や観

測機器による初めての観測のこと

を、ファーストライトと呼んでいま

す。昨年９月７日に打ち上げられ

たＸ線分光撮像衛星ＸＲＩＳＭのフ

ァーストライトの画像が、ついに先

日公開されました。

図１は、ＸＲＩＳＭ衛星のＸ線マイ

クロカロリーメーターＲｅｓｏｌｖｅ検出

器を用いて観測した、大マゼラン

雲にある超新星残骸Ｎ１３２Ｄのス

ペクトルです。図１には比較のため、２００５年打ち上げの「すざく」衛星のＸＩＳ検出器

を用いて測定されたスペクトルも示されています。スペクトルとは、いろいろなエネル

ギーのＸ線がどのくらいの強さで放射されているかを示したものです。Ｒｅｓｏｌｖｅ検出

器による観測データは圧巻で、超新星残骸からの様々な元素のピークがくっきりと見

えています。これからさらに、恒星内部や超新星爆発の機構の解明が進むものと期

待されます。

プロポーザル

さて、このような素晴らしい観測装置を用いて、より詳細に、いろいろな天体を観測

したいと世界中の天文学者が考えます。しかし観測衛星は１つで、一度に１つの方向

しか観測できませんから、観測できる天体は限られてしまいます。そこで観測の公募

を行い、観測する天体を決めるという手続きが行われます。この際に研究者が提出

する観測提案のことを「プロポーザル」と呼んでいます。

研究者から提出されたプロポーザルは、学術論文の掲載と同じようにピアレビュー

（査読）というものが行われ、研究者同士で審査されます。

その結果、プロポーザルの採択・不採択が決定されます。多くのプロポーザルが提

出されるため、採択されるハードルはかなり高いです。また採択された場合にも、優

先度Ａ、Ｂ、Ｃの３段階のグレードが付けられます。優先度ＡまたはＢで採択された提

案は、観測が保証されます。しかし、優先度Ｃで採択された提案は、時間があれば

観測する、という扱いになり、実際には観測されない確率の方が高くなります。

Ｘ線分光撮像衛星ＸＲＩＳＭの公募観測

天文の話題
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ＸＲＩＳＭは日本だけでなく、ＮＡＳＡやＥＳＡという世界の宇宙機関と国際協力により

開発された衛星であるため、観測時間も日本４８％、アメリカ・カナダ（ＮＡＳＡによる

公募）４４％、ＥＳＡ加盟国８％と割り当てが決まっています。

１つの天体を観測するために割り当てられる時間は、概ね１００,０００～２００,０００

秒（１～２日）です。衛星の姿勢を何度も変えるのは負担が大きいので、短時間で

次々に目標天体を変えるような運用は行われません。一方、より遠方の暗い天体を

観測したい、あるいは広い範囲を観測したいという場合は、さらに長い観測時間を提

案することは可能ですが、それだけ観測の意義を認めてもらうための採択のハードル

は高くなります。

採択された観測ターゲットは、観測スケジュールが組まれ、計画的に観測されるこ

とになります。宇宙での観測は天候の心配はありませんが、目標天体が太陽と同じ

方向に来る時期には観測できませんし、衛星の姿勢の問題もありいつでも観測できる

訳ではありません。観測提案によっては、この時期に観測して欲しいというものもあり

ます。さらには衛星の保守の時間も必要ですから、これらの要請を鑑みながら、観測

スケジュールが立てられます。

研究室では

先日、２０２４年８月からの観測のための、第１期の観測公募が行われました。提

出するプロポーザルには、提案する観測の科学的意義や、ＸＲＩＳＭ衛星を用いる必

要性、観測の実現可能性、必要観測時間の根拠、期待される成果などを記載しま

す。いかに査読者に観測の意義を認めてもらうか、研究者が知恵を絞ります。

こうして厳しい競争を勝ち抜けて、実際に観測が行われますと、１年間は観測提

案者が独占してデータを解析することが可能になります。そして１年後にはデータは

一般に公開され、誰でも入手することができるようになります。

プロポーザルを提出できるのは、大学、研究機関に所属している人のみです。ただ

し、先生だけでなく、大学院生も提出できます。うまく提案が採択されれば、最新鋭

の観測機器で得られたデータを独占できるため、いち早く宇宙の謎を解明して、論文

にして発表できる可能性があります。大発見をすることができれば、研究者として非

常に栄誉なことですから、プロポーザルの提案には力が入ります。

私も大学院生の時代、何度かプロポーザルを出したことがあります（当時は、「あす

か」と呼ばれる衛星でした）。残念ながら私自身は提案が採択されたことはありません

でしたが、研究室内では何とか１件でも多く観測提案を通そうと、提出前には作戦会

議が開かれ熱気を帯びた状態になります。各人のプロポーザルを読み比べ、修正を

繰り返し、いかに査読者に納得してもらうかの話し合いが行われます。これは、実際

の研究現場ではどのように研究が進められていくのか、その醍醐味と厳しさの一端を

垣間見る経験でした。 江越 航（科学館学芸員）

画像３．ＳＯＲＡ‐Ｑが月面で撮影したＳＬＩＭ
ⒸＪＡＸＡ／タカラトミー／ソニーグループ（株）／同志社大学

Ｗ．ＥＧＯＳＨＩ

１９



この春、科学館には新たに３名のサイエンスショー、プラネタリウムを担当するスタ

ッフが入りました。早速リニューアルオープンに向けて、一緒に準備を進めています。

以下は、３人のスタッフそれぞれの自己紹介です。

はじめまして、木村優斗（きむら ゆうと）と申します。今年

の４月に理化担当学芸スタッフになりました。この春までは

関西から離れた所で、学生や社会人をしていました。

子どもの頃に「ブラックホールという不思議なものがあ

る！」、「時間がゆっくり進む？」といった相対論の不思議さ

や物理学者が登場するドラマに惹かれ、学生時代は物理

学を専攻していました。そしてブラックホールからエネル

ギーを引き抜く仕組みや機械学習を使って重力波を見つけ出す方法の勉強や研

究をしていました。

物理以外にもウォーキングや映画鑑賞と好きなことがあり、博物館巡りも趣味の

ひとつです。科学館はもちろん、水族館や美術館へ「どんな展示があるかな？」、

「珍しいカニはいるかな？」、「お気に入りの絵は見つかるかな？」と、様々な博物館

を訪れています。物理と博物館が好きなことが今の仕事へとつながっています。

科学館のサイエンスショーや様々な活動を通して、みなさんと一緒に科学を楽

しみたいと考えています。そのために日々試行錯誤に挑戦し、科学のおもしろさ、ど

うすればみなさんと一緒に科学を楽しむことができるのかを探求していきたいで

す。よろしくお願いします！ 木村 優斗（科学館学芸スタッフ）

新スタッフ紹介

新スタッフ紹介
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はじめまして、４月から理化担当学芸員となりました猪口

睦子（いのぐちむつこ）です。こちらに来る前は姫路科学館

でプラネタリウム解説をしていました。よろしくお願いします。

私は小さいころから図鑑を読むのが好きでした。中でもさ

まざまな美しい天体写真に心惹かれ、どのようにしてこうし

た宇宙の姿ができていったのだろう？と興味を持ち、大学で

は宇宙物理学を専攻しました。宇宙で見られる不思議な天

体現象の謎に迫るうえで、身のまわりで起こる自然現象からひも解かれてきた物

理法則がカギとなります。物理法則をうまく組み合わせていくことで、生活を便利に

する道具や機械を作っていくこともできます。身近な生活から遠く離れた宇宙ま

で、身のまわりのあちこちにひそむ物理・科学の面白さをいろんな人に伝えていき

たい！そんな思いから科学館にやってきました。

今夏オープンする新しい展示場での体験や、サイエンスショーをはじめとするさ

まざまな科学館の活動を通して、目の前で自然現象に触れ、私たちとともに科学

を楽しんでいきましょう！お会いできる日を楽しみにしています。

猪口 睦子（科学館学芸員）

みなさん、はじめまして！天文担当学芸員の野村美

月（のむら みづき）です。以前は茨木市や熊本市で学芸

員として働いていて、２０２４年４月から大阪市立科学館

にやってきました。

この仕事をしているとよく宇宙好きになったきっかけ

は？と聞かれます。私の場合は「特撮やゲームに登場す

る宇宙の世界カッコイイ！！」と思い始めた小学生のときに大阪・京都のプラネタリ

ウムと出会って、「投影機かっこいい！お話楽しい！」となり、いつの間にやら宇宙

好きになっていました。書き起こしてみると小学生の頃から考えていることがあまり

変わっていない気がしてきました…きっとウン十年経っても変わらないのでしょう。

「いつか自分も大阪市立科学館のプラネタリウムの人になるんや…！」と思いな

がら陰からチラチラとコンソールを見ていた私が科学館の学芸員になれたことが今

でも信じられない気持ちです。私がプラネタリウムで「楽しい！」と感じたように、今

度は自分がたくさんの人に天文学・科学の楽しさを伝えられるように頑張りたいと

思います！これから一緒に科学を楽しみましょう！ 野村 美月（科学館学芸員）

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８月１日（木）リニューアルオープン）

所在地：〒５３０‐０００５ 大阪市北区中之島４‐２‐１

画像３．ＳＯＲＡ‐Ｑが月面で撮影したＳＬＩＭ
ⒸＪＡＸＡ／タカラトミー／ソニーグループ（株）／同志社大学

新スタッフ紹介
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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

１２：１０～１３：４５ 英語の本の読書会 工作室＋Ｚｏｏｍ

１５ 土 １４：００～１６：００ 友の会例会 研修室＋Ｚｏｏｍ

１９：３０～２１：００ 友の会天体観望会 屋上他

６ 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

１３ 土 １１：００～１６：３０ りろん物理 研修室

１４ 日
１４：００～１５：３０ 化学 研修室

１６：００～１７：００ 光のふしぎ 研修室＋Ｚｏｏｍ

２０ 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 研修室＋Ｚｏｏｍ

２１ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２７ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう 工作室＋Ｚｏｏｍ

２８ 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。

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。

６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。

お天気が悪く、観望会が中止の場合は、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：６月１５日（土）１４：００～１６：００ ■会場：科学館研修室、Ｚｏｏｍ

■今月のお話：「ユークリッドが見たきらめく宇宙」石坂学芸員

ＥＳＡの近赤外線宇宙望遠鏡ユークリッドが２０２４年５月に、いよいよ科学的観測を始め

ました。発表されたのは５枚。何が、どう見えたのでしょうか？ほやほや成果を解説します。

※「ジャン＝ピエール・ルミネ著『ゴッホが見た星月夜』解説」に変更することがあります。

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

■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。

友の会会員専用天体観望会

科学館の屋上で、月を観察しましょう。

■日時：６月１５日（土） １９：３０～２１：００（１９：３０～２０：３０の間にご入館ください）

■会場：屋上 ■定員：なし ■申込み：不要

■天候が悪く月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

１９：００ 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）

１９：３０ 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）

２０：３０ 入館終了

２１：００ 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。

※観望会の受付や参加者の誘導、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。

友の会総会報告

友の会の総会は、５月１８日に開催しました。乾会長

と吉岡館長の挨拶の後、大阪大学の寺田先生による

講演「太陽系の衛星たち」を頂きました。予定時間を越

えての熱の入った講演を楽しく拝聴いたしました。

休憩を挟んで、総会の議事を行いました。２０２３年

度の事業と決算報告、２０２４年度の事業案予算案の

承認を行いました。また、役員の改選で、新しい友の会の

会長に土生陽子さんを選出しました。その後、サークル

紹介、バザー、優秀会員の表彰を行いました。参加者は、科学館研修室に４０名、Ｚｏｏｍで

２１名で合計６１名でした。総会終了後には研修室にて茶話会も開催しました。

友の会

２３



これまでプラネタリウムのホワイエに展示していた日本初のプラネタリウム「カールツ

アイスⅡ型投影機」ですが、今回の展示改装でアトリウムへと移設しました。私自身、

当館の開館当初からホワイエに鎮座していたツアイスを移動させる日が来るなんて、

思ってもいませんでした。しかもホワイエの天井は低く、そのままではアトリウムまで移

すことはできません。そこでツアイスの部品を極力取り外し、本体を横倒しにして運ぶ

計画が立てられました。いよいよ作業が始まり、見ているこちらはハラハラドキドキしま

したが、職人さんたちの匠の技でみごとに移動させることができたのです。

初日にはツアイスのまわりに足場が設置され、

２日目に恒星ランプや変光星投影機などの部品

を取り外す作業が行われました。作業３日目に

は、かにクレーンを使って恒星球と惑星棚が慎

重に取り外されていきました。そして４日目、いよ

いよ本体を横倒しにして、ホワイエからアトリウム

へと動かしていきます。横に倒した本体は、ホワ

イエの扉をちょうどギリギリ通る大きさ！何度も切

り返しを行いながら、つい

にアトリウムに出たのです。

作業５日目以降はアトリウ

ムで本体を立て、順次惑

星棚や恒星球、その他細

かな部品などを取り付け、

投影機の緯度を大阪に合

わせる作業も行われました。

こうして、ツアイスは広々としたアトリ

ウムに設置されたのです。まわりは

新たにカフェコーナーとなりますの

で、リニューアルオープンの際には、

ぜひツアイスをじっくりご覧ください。

西野 藍子（科学館学芸員）

カールツアイスⅡ型プラネタリウム 大移動！
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写真１．足場の組み立て
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写真２．恒星球の取り外し 写真３．惑星棚の取り外し

写真５．組み立て
完了

写真４．本体を横倒しにし
て、ついにアトリウムへ！


