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４月１３日大阪・関西万博開幕です



大阪市立科学館長 吉岡 克己

いよいよ大阪・関西万博の開幕

です。会場の夢洲では未来社会を

イメージさせる様々なアイデアが紹

介され、来場者のワクワクする気

持ちが溢れることでしょう。

人間は想像できることは実現し

ていく力を持っています。私は、そ

の根っこにあるのが科学への探究

心だと考えています。科学への探

究心がワクワクという栄養を吸収し

て、いずれ想像したステキな花を

現実に咲かせてくれるのです。

大阪市立科学館は昨年８月に展示場を再構築して新しいスタートを切りました。新

展示場４階のフロアテーマは「科学の探究」です。ここでは、リアルな現象を体験でき

る現象型の展示装置を中心に現象・原理を楽しむ展示が人気です。けれども、「科

学の歴史とあゆみ」エリアでは、体験だけでなく歴史的背景を資料やグラフィックで紹

介する工夫もしています。これは、現代科学は長年にわたる人間の努力の成果であ

ることを知って欲しいためです。

また、人が作った科学技術の発展には、研究者の個性や地域性なども関わってき

ます。そこで、大阪の科学館として、大阪の地と科学のつながりを紹介する「大阪と科

学」エリアも新設しました。ここでは、大阪に関連する科学技術史資料をはじめ、当館

の前身であって、日本初の科学館と言われる大阪市立電気科学館の展示も紹介し

ています。まずは地域のみなさまにそして、万博を機に来阪される国内外のお客様

に当館からも大阪と科学、そして科学の探究のメッセージをしっかり発信したいと思い

ます。

大阪・関西万博の開催にあたり、１９７０年の日本万国博覧会を懐かしく思い出さ

れる方も多いと思います。将来同じように２０２５年が万博開催の年としてたくさんの

みなさまに科学への探究心とともに思い出してもらえる年になることを願いつつ、当館

もスタッフとともに微力を尽くして参ります。

館長よりご挨拶
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タンジェントガルバノメーター

科学館の

コレクション 資料登録番号

２０００‐３４
１３０

ボルタが電堆（電池）を発明して数か月後、イギリスのニコルソンとカーライルは水

を電気分解しました。少量の硫酸や食塩を溶かした水に電極を浸し、電堆につなぐと

気泡が生じました。皆さんならこの時どう思いますか？この泡の正体はなんだろう？も

っとたくさん泡を作れないかなあ！

実は静電気が移動することから電池の発明以前に電流の概念はありました。フラ

ンクリンは電気は一方向に流れる流体のようなものだと考えていたのでした。電堆の

発明で持続的な電流を発生させることができるようになります。当然、その流れの大

きさを評価したくなります。しかし電気分解でできる物質量から電流量を見積もるのは

１９３４年のファラデーまで待たなければなりません。

１８２０年、エールステッドは電流が流れると磁針が動くことを発見します。しかし電

流を数値として測るという発想に至らなかったようです。彼の発見をアンペールが発

展させ、同じ年にシュバイガーがガルバノメーター（検流計）を発明します。シュバイ

ガーはコイルを巻き磁場を強めることにより磁針の動きを大きくしました。磁針の振れ

の大きさから電流の大小関係も分

かりましたが、しかしまだ精度は十

分でありませんでした。

タンジェントガルバノメーターは

１８３７年イギリスのジュリーにより

発明されました。コイルのつくる地

場Ｂ、地磁気Ｈは磁針の振れ角θ

に対してｔａｎθ＝Ｂ／Ｈの関係にあ

ります。そしてコイルに流れる電流

I はＢに比例するのですから、振れ

角θから電流の大きさ I を測ること

ができたのでした。タンジェントガル

バノメーターの登場により、はじめ

て電流を正確に測定できるように

なったのです。

大倉 宏（元科学館学芸員）

コレクション

写真．タンジェントガルバノメーター
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展示場２階「みんなでたのしむサイエンス」の物理

石坂 千春

２０２４年８月に展示場が全面リニューアルオープンしてから、はや８ヶ月が経ちま

した。皆様はもう、新しい展示場を体験されたでしょうか？

２階の大テーマは「みんなでたのしむサイエンス」です。

展示改装前の２階は「おやこで科学」と題し、小学校低学年以下の子どもとその保

護者を対象としていましたが、実際には年齢層を問わず、いつも多くのお客様でにぎ

わう人気のあるフロアでした。

そこで今回の展示改装では、展示の展開の仕方は引き継ぎつつも、対象を親子

には限らず、「みんなで科学現象を楽しもう」という趣旨の名称に変更しました。

２階の展示手法は、１つの展示で１つのテーマを表現するのではなく、複数の展示

群によって１つのテーマを扱うものです。

複数の体験型展示により、現象の背景にある物理法則に、言葉ではなく、なんと

なく「ああ、そうか！」と気づいてもらうことを目指しています。

今回は「展示場へ行こう」の拡大版として、２階「みんなでたのしむサイエンス」を紹

介します。

図１．展示場２階「みんなでたのしむサイエンス」のエリア分け図１．展示場２階「みんなでたのしむサイエンス」のエリア分け

Ｐｈｙｓｉｃｓ ｏｆ “Ｅｎｊｏｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ！”
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図２．「ボールがはねる道」図２．「ボールがはねる道」

０．概要

２階は５つのテーマを扱うエリアに分かれています（図１）。

扱うテーマは、３階から降りてくるエスカレータから反時計まわりの動線順に「ボー

ルがころがる」「鏡にうつる」「風がふく」「音がなる」「じ石にくっつく」です。

展示点数は、それぞれ「ボールがころがる」９点、「鏡にうつる」８点、「風がふく」５

点、「音がなる」９点、「じ石にくっつく」４点で、全部で３５点あります。

すべての展示はご紹介できませんので、各エリアで代表的なものを、その背景とな

る物理とともに、ご紹介しましょう。なお、物理をご紹介する際に、計数や式を詳細に

記述するのではなく、大雑把な議論に留めます。

１．「ボールがころがる」

ここにある９点の展示は下記のとおりです。

・ ボールマシン

・ ボールがはねる道

・坂道ゴルフ

・ ぐるぐるループ

・ うずをまいて落ちる

・車りんのきょうそう

・ どこにとんでく？

・ どうして上れる？

・ どれが曲がれる？

今回は「ボールがはねる道」と「うずをまいて落ちる」をご紹介しましょう。

（１）ボールがはねる道

改装前の名前は「とんで

はねてゴール」でした。

空中にレールがあるわけ

ではないのに、ボールはい

つもほとんど同じところをは

ねていきます。

と言っても、ゴルフボー

ルを使っていた時は成功

率があまり高くありませんで

した。ゴルフボールには凸

凹（ディンプル）があるから

です。

ＣＨＩＨＡＲＵ ＩＳＨＩＺＡＫＡ
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図３．「うずをまいて落ちる」図３．「うずをまいて落ちる」

そこで、この改装ではディンプルのあるゴルフボールではなく、真球のピンポン玉を

使うように改良しました。成功率がずいぶん上がったと思います。

またボールの経路が分かりやすいよう、途中のゲートを増やし、背景に放物線を描

きました（図２）。

「ボールマシン」や「坂道ゴルフ」でも、ボールは放物線に沿って運動していきます。

なぜボールの経路は放物線なのでしょう？

横方向をＸ、縦方向をＹ、Ｘ方向のボールの速さをＶ、経過時間をＴとして、それら

の関係を調べてみましょう。

空気抵抗や摩擦抵抗がなければ、Ｘ方向には力が働きませんから、ボールは等

速運動します（「慣性の法則」）。つまり Ｘ＝ＶＴ …①です。

Ｙ方向には重力が働いています。重力は加速度運動ですから、位置は時間の二

乗に比例します。つまり Ｙ∝Ｔ２ …②（※∝は比例の記号）です。

①からＴをＸで表すと、②はＹ∝（Ｘ／Ｖ）２となって、これは正にＹがＸに関する放物

線（二次方程式）であることを表します。

ところで、ピンポン玉にしても実際には、いつもうまくゴールするとは限りません。最

初のスピードや、ジャンプ台の振動など、ほんのわずかな違いで飛び方が変わってし

まうのです。①や②で、ほんのわずかＶやＴを変えるとＸやＹが変わることが分かります。

（２）うずをまいて落ちる

改装前の名前は「うずまき」

でした。ひび割れが目立った漏

斗を作り直しました。

縁にはボールの流し口も付

けました（図３）。

流し口を使うと、ボールは縁

に沿って転がり始め、だんだん

スピードを上げながら中心に向

かっていきます。中心ほど穴が

細くなっていて、ボールはグル

グルと渦を作りながら落ちてい

きます。この現象は、栓を抜い

た水槽にできる渦や、ブラック

ホールなどの周りの降着円盤

と同じです。

Ｐｈｙｓｉｃｓ ｏｆ “Ｅｎｊｏｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ！”
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さて、この展示は４階の「ケプラー・モーション」と見せたい現象が同じです。

その名の通り「ケプラーの法則」を再現したいのです。もちろん３次元的な宇宙空

間を、鉛直方向にだけ重力が働いていて、漏斗でボールの運動方向が制限されて

いる展示では再現できませんので、全くそのまま、というわけにはいきませんが、漏斗

の形を工夫しています。

「ケプラーの第三法則」は、軌道長半径をＸ、軌道周期をＴとしてＴ２∝Ｘ３…③です。

軌道周期は周回の速さをＶとすると、ボールはほぼ円軌道としてＴ∝Ｘ／Ｖ…④と

表せますから、式③と④から、Ｖ２∝１／Ｘ…⑤となります。

ところで漏斗上を転がっていくボールは、落ちていくときの重力エネルギーを運動

エネルギーに変換していきます（「エネルギー保存の法則」）。すなわち中心近くに落

ちていくほど、ボールは速くなるということです。

今、中心に向かう速度が全部、横方向（渦）に変換されるとして、漏斗の形をＹと

すると、Ｖ２∝Ｙですから式⑤から、漏斗の形をＹ∝１／Ｘにすれば、曲りなりにボール

の運動はケプラーの法則に従うことになります。

実際、４階の「ケプラー・モーション」も、この「うずをまいて落ちる」も、漏斗の形は

半径に反比例するように作っています。

２．「鏡にうつる」

光の反射（鏡の性質）を扱う、このエリアには８点の展示があります。

・ ういて見える？

・顔がたくさん

・ ゆがんでうつる？

・顔でまんげきょう

・ わたしがたくさん

・ むげんにうつる

・ 大きくうつる

・ いろいろなかがみ

鏡というとよく「右と左が入れ替わるの？」「どうして上下は入れ替わらないの？」と

質問されますが、「右と左が入れ替わるのか」確かめてみましょう。

「ういて見える？」は元々の名称は「ういてるでしょ」でした。

大きな鏡の両縁のところに向かい合って立つと、相手の半身が鏡映しの“全身”に

なります。この時、体を支えている方の脚を鏡に隠し、鏡に映っている方の脚を上げ

ると、相手には、あら不思議、あなたが“浮いて”見えます。

今回の展示改装では、大きな鏡の真ん中に、新たな鏡を垂直に付けました。

相手にどう見えていたのか、自分でも確かめられるようになりました（図４）。

さて、ここで座標を定義しましょう。

ＣＨＩＨＡＲＵ ＩＳＨＩＺＡＫＡ
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図４．「ういて見える？」図４．「ういて見える？」

図５．「むげんにうつる」図５．「むげんにうつる」

スマホを持っている方を「右」（横方向

＋）と決めます。つまりスマホを持ってい

るのが右手です。

すると図４で鏡に映っている私も、スマ

ホを持っている方が「右」です。たしかに

「右」側の手にスマホを持っています。

「右と左が入れ替わった」わけではないの

です！※９０°で鏡が交わっているので

「わたしがたくさん」的な像も見えます。

上下も入れ替わっていません。頭があ

る方が上、脚がある方が下ですよね。

入れ替わっているのは、「前後」なので

す！

向こうを向いていた顔が鏡の中では、

こっちを向いています！鏡の世界では、

横方向ではなく、奥行き方向が反転する

のですね！

奥行き方向を何回も反転させる展示

が「むげんにうつる」です（図５）。

合わせ鏡にすることで、私が「何人」も

映っています。今回の展示改装では鏡を

高精彩鏡に交換しました。

これまで奥の方では青緑色にな

って暗くなっていましたが、さすが

高精彩鏡！ずっと向こうまでクリア

に映っています！

それにわざと、向かい合う２枚の

鏡を平行からずらしています。

それこそ“無限に”自分が映って

いるのを見ることができます。

Ｐｈｙｓｉｃｓ ｏｆ “Ｅｎｊｏｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ！”
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３．「風がふく」

このエリアは５点の展示

・風の通り道

・ たつまき作ろう

・ おどる風船

・ ボールをうかそう

・ 風が引っぱる

から成っています。

すべて「風がふくと、モノが引っぱられる」という現象を体験できます。

特に「ボールをうかそう」（図６）で確かめてみましょう。

４つの送風口が、天板に角度を変えて取り付けられています。取り付け角は９０°、

７５°、６０°、４５°です。

天板に垂直に、つまり９０°で送風口が取り付けられている時、ボールが浮くのは当

たり前ですね。下から吹く風がボールを支えています。

でも斜めの送風口でもボールは浮かすことができます。ボールを下からの風が持ち

上げているわけではありません。

サイエンスショー「風はふしぎ！」でも見られるように、実は物体のところで風の向き

が変わっています。

風を折り曲げる反作用として、物体は風が吹いている方へ引き寄せられます。

図６．「ボールをうかそう」図６．「ボールをうかそう」

ＣＨＩＨＡＲＵ ＩＳＨＩＺＡＫＡ
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物体に働く力の強さをＦ、物体の大きさをＡ、風の速さをＶ、折れ曲がりの角度をθ

とすると、Ｆ∝ＡＶ２ｓｉｎθ…⑥です。

同じ重さのボールを宙に浮かせたいなら、大きくするか、風を強くするか、折れ曲

がりを９０°に近づけていくか、が必要です。

風に物が吸い寄せられる様子は、このエリアの他の展示でも確かめられます。

４．「音がなる」

音や波に関する９点の展示があります。

・ いろいろな楽器

・ ピアノの中身

・楽器を鳴らそう

・ 音でふるえる

・ たたいてドレミ

・ はく手でこだま

・音を集める

・足あとウェーブ

・波のかたち

「たたいてドレミ」（図７）は改良して作り

直しました。

長さが違うパイプを叩くと、きっちり音階

を奏でます。

パイプの長さ（単位：㎜）は短い方から

左へ、１２５０、１３４０、１５００、１７００、

１９１０、２０３０、２２７０、２５５０です。

短い方から、音階は、高いド、シ、ラ…、

ミ、レ、低いドが鳴ります。

パイプ長と音の高さ（波長）は関係しているのです。

５．「じ石にくっつく」

２階に新たに拡充されたのは「磁石」のエリアです。５点あります。

・ じ石でつろう

・ じ力を見よう

・ 地球をうかそう

・ じ石ゆらゆら

このうち「じ石でつろう」と「じ力を見よう」は新作、「地球をうかそう」と「じ石ゆらゆら」

は４階から降りてきました。

図７．「たたいてドレミ」図７．「たたいてドレミ」

Ｐｈｙｓｉｃｓ ｏｆ “Ｅｎｊｏｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ！”
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「じ石ゆらゆら」は、元は

「ゆらゆら磁石」と言いまし

た。

両端にＮＳ磁石が取り付け

られた袋ナットがピンの上で

バランスを取っています。

ゴムベラがついたツマミに

よって、どれか一つの袋ナッ

トの向きを変えると、次々と

隣り合う袋ナットが向きを変

えていきます（図８）。

袋ナット（小磁石）の向き

は、その場での磁場の向き

に平行です。

そして、その場での磁場の

向きは、自分以外の小磁石

の足し合わせで決まります。

小磁石の向きを｛μｉ ｝とすると、

μｉ ／／Σ［小磁石 ｊ ≠ ｉ の配置で決まる行列］ μｊ …⑦

という行列式の固有ベクトルを求めれば、小磁石群の向き｛μｉ ＝１，２，…｝を計算するこ

とができます（※／／は平行の記号）。

でも２個とか３個なら簡単ですが、数が増えると⑦式を解くのは複雑です…。

６．まとめ

実は２階全体には隠れたコンセプトがあります。

それは「見えないものを見える化する」というものです。ここで扱う現象はすべて身

近に存在し、日常生活にも応用されていますが、現象は透明なので、直接には見る

ことができません。

たとえば「ボールがころがる」は眼に見えない重力の作用を、ボールなどの物体を

転がすことによって観察することができます。

「鏡にうつる」（光の反射）も「風がふく」（流体力学）も、「音がなる」（音波）も、「じ石

にくっつく」（磁力線）も同様です。

体験を通して現象を可視化することにより、背景にある物理法則に、言葉ではな

く、なんとなく「ああ、そうか！」と気づいてもらうことを目指したフロアなのです。

今日も老若男女問わず、幅広い年齢層のたくさんのお客さまで、２階は賑わって

います。

図８．「じ石ゆらゆら」図８．「じ石ゆらゆら」

（いしざかちはる：科学館学芸員）

ＣＨＩＨＡＲＵ ＩＳＨＩＺＡＫＡ
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ジュニア科学クラブへようこそ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

みなさん、大阪市立科学館 ジュニア科学クラブへようこそ！これか
いっしょ

ら半年間、わたしたちと一緒に科学を思いっきり楽しみましょう。
せん もん か

学芸員はそれぞれ、さまざまな分野の科学の専門家です。気軽に

お話ししましょうね！

●説明会

活動の初回では、会員ご本人とその保護者の方を対象に、説明会

をおこないます。今回のみ、科学実験工作教室の様子を保護者の方

もご見学いただけます。

※会員１名につき保護者は１名のみ会場にご入室いただけます。

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 4ジジュュニニアア科科学学ククララブブ 44

■４月のクラブ■

４月２０日（日） ９：４５ ～ １１：３０
◆集 合：研修室（展示場地下１階）

９：３０～９：４５のあいだに来てください

◆もちもの：入会金のお支払いが確認できるもの
（メールの印刷やスマホの画面など）、筆記用具、はさみ

◆内 容： ９：４５～１０：１５ 説明会
１０：１５～１１：３０ 「偏光板であそぼう！」

・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。

大阪市立科学館の学芸員大阪市立科学館の学芸員

ジュニア科学クラブ
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４月の科学実験工作教室

大阪市立科学館 正面げん

関の頭上には、ふしぎなステンド
てん じ

グラスが展示されています。その

まま見ても、ステンドグラスは見

えません。ところが、展示場内に

あるのぞき窓から見たときだけ、
せい ざ

カラフルな星座の絵が見えるよう

な仕かけになっています。いった

いどうなっているのでしょうか。

このふしぎなステンドグラスの
へん こう ばん

ヒミツは、偏光板というふしぎな

シートです。見えないものが見え

るようになったり、見えるものが見えなくなったり、無色とう明なプラスチッ

クが、カラフルに色づくように見えたり！さまざまなふしぎが楽しめます。
よこ なみ しゅ るい せい しつ り よう

偏光板は、光が「横波」という種類の波である性質を利用したもので

す。身近なところでは、えきしょうディスプレイや、一部のサングラスに

偏光板がつかわれています。偏光板の実験を楽しんだあとは、オリジ
ちょうせん

ナルのステンドグラスづくりに挑戦しましょう。つくったステンドグラスは

持ち帰れます。

みなさんが持ってくるもの

筆記用具、使いなれたハサミ（科学館でも用意します）

うえば たかひろ（科学館学芸員）

へん こう ばん

偏光板であそぼう！

１３
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星空ガイド ４月１６日～５月１５日

※惑星は２０２５年５月１日の位置です。

よいの星空
４月１６日２２時頃

５月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
４月１６日 ４時頃

５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

４ １６ 水 ５：２５ １８：３０ ２１：４７ ６：４３ １７.７

２１ 月 ５：１９ １８：３４ １：１７ １１：０５ ２２.７

２６ 土 ５：５３ １８：３８ ３：５８ １６：５１ ２７.７

５ １ 木 ５：０７ １８：４２ ７：３１ ２３：０２ ３.３

６ 火 ５：０２ １８：４６ １２：５７ １：４７ ８.３

１１ 日 ４：５８ １８：５０ １７：４１ ３：４７ １３.３

１５ 木 ４：５５ １８：５３ ２１：３７ ６：０５ １７.３

星空ガイド
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地球の黄道面に対する各惑星の軌道面の傾き（イメージ）地球の黄道面に対する各惑星の軌道面の傾き（イメージ）

月と惑星がならぶのはなぜ？

今月の「こよみと天文現象」の欄を見てみると、月や惑星がならんで見える日が多

くあります。どうして頻繁に月や惑星がならんで見えるのでしょうか。その理由は惑星

が公転する軌道にあります。

惑星は太陽を中心にしておよそ同心円の軌道を描いて公転していますが、その軌

道を横から見てみると大体同じ平面上（黄道面上）にあるように見えます。そのため、

太陽系の惑星はどれも太陽の見かけの通り道（黄道）の近くを動いていくように見える

のです。さらに、月の通り道（白道）も黄道からわずかに傾いた軌道のため、月も黄道

の近くを動いていくように見えます。惑星も月も黄道の近くを動いて見えるので、なら

んで見えることがよくあるのです。

目立つ惑星と暗い惑星がならぶときは、目立つ惑星が目印になってくれるので見

つけづらい惑星を観察するチャンスとなりますし、月や金星・木星などの目立つ惑星

がならぶ様子は望遠鏡を使わなくても肉眼で十分に楽しむことができます。惑星や月

がならんで見えるのを利用して、いろいろな惑星の観察にチャレンジしてみましょう！

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

４ １７ 木 明け方に月とアンタレスがならぶ

２０ 日 穀雨（太陽黄経３０°）

２１ 月 下弦（１１時）

火星が東矩

２２ 火 水星西方最大離角

こと座流星群が極大（２２時）

２５ 金 明け方に月と金星と土星がならぶ

２６ 土 明け方に月と水星がならぶ

２７ 日 金星が最大光度

２８ 月 ●新月（２０時）

２９ 火 明け方に金星と土星がならぶ

月 日 曜 主な天文現象など

５ １ 木 八十八夜

月と木星がならぶ

３ 土 金星と海王星がならぶ

４ 日 上弦（２３時）

月と火星がならぶ

５ 月 変光星うみへび座Ｒの極大

立夏（太陽黄経４５°）

７ 水 この頃みずがめη流星群が極大

１０ 土 月とスピカがならぶ

１３ 火 ○満月（２時）

１４ 水 月とアンタレスがならぶ

星空ガイド
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突然の大彗星アトラス彗星

Ｃ／２０２４ Ｇ３ アトラス彗星

昨年１０月に見事な姿を見せ

た、ツチンシャン・アトラス彗星（Ｃ／

２０２３ Ａ３）はまだ記憶に新しいと

ころですが、今年１月に別の彗星、

アトラス彗星（Ｃ／２０２４ Ｇ３）が南

半球で大彗星となりました。

このアトラス彗星は、２０２４年

４月５日に、ＡＴＬＡＳプロジェクトに

よって発見されていた彗星で、太

陽にかなり近づく（近日点距離、

０.０９３５天文単位）軌道を持つ彗

星であることが分かっていました。

しかし、発見からしばらくの期間の

観測で得られた情報からは、あま

り大きな彗星ではなさそうなことと、

太陽に近づく時期は太陽に近すぎ

て夕焼けや朝焼けの中での観測

ではほとんど見えないのではない

かと想定され、あまり注目されてい

ませんでした。

年明けから注目を集める

ところが、２０２５年の年が明けた

ころから、アトラス彗星が予想よりも

明るくなっているようだ、という情報

が入り、がぜん注目を集めるように

なります。太陽に最も近づくのが

２０２５年１月１３日だったのです

が、１月の８日頃から１１日頃にか

けて、日本国内でも夜明け前の超

低空で、その姿を撮影できた！と

いう報告が入りはじめます。

太陽観測衛星ＳＯＨＯに写ったアトラス彗
星。画面左側のスミア（明るすぎる対象を
撮影したときに発生する直線状のノイズ）
の中心に彗星頭部があり、画面上方へ大
きく尾が広がっている

ⒸＥＳＡ／ＮＡＳＡ

太陽観測衛星ＳＯＨＯに写ったアトラス彗
星。画面左側のスミア（明るすぎる対象を
撮影したときに発生する直線状のノイズ）
の中心に彗星頭部があり、画面上方へ大
きく尾が広がっている

ⒸＥＳＡ／ＮＡＳＡ

鳥取市さじアストロパークで撮影されたア
トラス彗星の核と分裂片。

Ⓒ鳥取市さじアストロパーク

鳥取市さじアストロパークで撮影されたア
トラス彗星の核と分裂片。

Ⓒ鳥取市さじアストロパーク

天文の話題
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そして、１月１２日から１４日頃は、

太陽観測衛星ＳＯＨＯのカメラの写野

にアトラス彗星が写っているのです

が、長大な尾をたなびかせている様

子が分かります。また、１月１２日に

は、鳥取市さじアストロパークで、白

昼に太陽に近い位置のアトラス彗星

を撮影したところ、彗星核の分裂片

が写ったという報告もされています。

しかし、彗星の軌道は、北半球で

は観測が難しい軌道で、１月１４日以

降も日没後のごく低空に短時間見え

るだけの軌道となっています。一方

南半球では、１月１４日以降、日没

後の低空ではありますが、北半球より

は好条件で観察されることが期待さ

れていました。

南半球で大彗星に

南半球の夕方の空に姿を現したアト

ラス彗星は、尾を伸ばした見事な姿を

見せたのですが、更に、１月１８日から

１９日頃に彗星核の大規模な崩壊が起

こったようで、中央集光が不明瞭になる

とともに細長く伸びる姿や、長大に伸び

る尾が観測されました。

発見当初から、あまり大きくない彗星

と推定され、太陽に近づいたときに消滅

する可能性も取りざたされていた中で、

太陽に最も近づいた時期を生き延び

て、ちょうどわれわれ人類が観測しやす

いくらい太陽から離れたところで大崩壊

を起こすという、非常に幸運な偶然のタ

イミングに恵まれて大彗星となりました。

９ポ
８ポ

１月１９日チリ アタカマ砂漠のＥＳＯパラ
ナル天文台で撮影されたアトラス彗星

ⒸＹｕｒｉ Ｂｅｌｅｔｓｋｙ

１月１９日チリ アタカマ砂漠のＥＳＯパラ
ナル天文台で撮影されたアトラス彗星

ⒸＹｕｒｉ Ｂｅｌｅｔｓｋｙ

飯山 青海（科学館学芸員）
複雑な形状を見せたアトラス彗星の尾
ⒸＭａｒｔｉｎ Ｍａšｅｋ，Ｊａｋｕｂ Ｋｕřáｋ

複雑な形状を見せたアトラス彗星の尾
ⒸＭａｒｔｉｎ Ｍａšｅｋ，Ｊａｋｕｂ Ｋｕřáｋ

Ｏ．ＩＩＹＡＭＡ
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偶然うまれた青色顔料１３３

写真１ ラピスラズリ写真１ ラピスラズリ

私は科学館で働く中で、興味をもったことが増えました。そのひとつが「顔料」です。

展示場３階では顔料をテーマに、岩絵の具やプルシアンブルーを展示しています。

岩絵の具には、例えば、赤色顔料の材料になる辰砂があります。辰砂は硫黄と水銀

の化合物である硫化水銀でできていて、赤色のきれいな鉱物です。存在を初めて知っ

たとき、「水銀がかかわる顔料なんてあるんだ！」と驚きました。そして、そのすぐそば

で展示しているプルシアンブルーは偶然うまれた物質であることを、私は知りました。

金よりも価値ある青色

みなさんも子どもの頃、図工や

美術の時間に青色絵の具で絵を

描いたことがあるはずです。現代の

私たちは簡単に青色を使うことが

できますが、昔の画家も使えてい

たのでしょうか。青色にはウルトラマ

リンとよばれる顔料があります。

昔、この顔料を作り出すには、材

料としてラピスラズリが必要でした。

しかしラピスラズリは宝石、つまり貴

重な石であるため、ウルトラマリン

は金よりも価値あるものとされていました。そのため、現代の私たちとはちがい、昔の

画家にとって青色は簡単に使えるものではありませんでした。その後、青色顔料を手

にしやすくなる出来事が偶然起こります。（１８２０年頃になると、ウルトラマリンは化学

的な方法で、合成ウルトラマリンとして作り出すことができるようになりました。）

赤ではなく、青だった・・・

１７００年の初め頃、ベルリンに錬金術師Ｄｉｐｐｅｌという人がいました。Ｄｉｐｐｅｌは工房

をもっていて、そこには顔料製造の仕事をしていたＤｉｅｓｂａｃｈという人もいました。

Ｄｉｐｐｅｌは動物の血や炭酸カリウムを材料に、動物油を製造していました。Ｄｉｅｓｂａｃｈ

はコチニール（昆虫から採れる赤色染料）やカリウム化合物を材料に、赤色の顔料を

作っていました。あるとき、その赤色顔料製造に必要なカリウム化合物がなかったよう

です。そこでＤｉｅｓｂａｃｈは、Ｄｉｐｐｅｌから動物油を作るために使っていた炭酸カリウムを

借りることにします。そうしてＤｉｅｓｂａｃｈが作り出したものは赤色顔料ではなく、なんと

青色の顔料でした。いつもとちがう材料を使ったら、青色だったのです。こうして偶然う

まれたこの顔料こそ、プルシアンブルーだったのでした。

化学のこばなし
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写真２ プルシアンブルーの粉末と絵の具写真２ プルシアンブルーの粉末と絵の具

どうして赤色ではなく、青色だっ

たのでしょうか。その謎はＤｉｐｐｅｌか

ら借りた炭酸カリウムに隠されてい

ました。借りた炭酸カリウムには、

動物油を製造する際の動物の血

が混ざり込んでいたのです。血の

成分が化学反応を起こし、青色へ

と変化させたのでした。偶然できて

しまった青色顔料、しかもラピスラ

ズリのような貴重な材料ではなく、

動物の血であるため、安く簡単に

作り出せる。予期せぬ幸運が起きたのです。その後、この青色顔料の存在は広まり、

多くの画家に使われるようになりました。日本にも存在が伝わり、ベルリンの藍色とい

うことで「ベロ藍」とよばれ、葛飾北斎や歌川広重らが用いました。

展示場ではプルシアンブルーの粉末や絵の具を展示しています。現代では動物の

血で作っているわけではないようです。

顔料の世界はまだまだ広くて深い

今回はプルシアンブルーのエピソードに注目しましたが、顔料は他にも多くの種類

があります。私は興味をもち始めてから、いろんなところで「顔料」という言葉に目が留

まるようになりました。とある本の表紙の緑色顔料が、実はヒ素を含む毒性の顔料だ

ったり、沖縄の首里城復元に用いようとしている顔料をバクテリアから作り出す研究が

あったりと、興味が尽きません。ミイラから作られた（？）顔料まであるそうです。それ

ら顔料にも、誕生した歴史や化学的に面白い特徴があるのかもしれません。ぜひみ

なさんも「顔料」に注目してみるのはいかがでしょうか。

【参考文献】

・『クロマトピア－色の世界－ 写真で巡る色彩と顔料の歴史』，デヴィッド・コールズ，

グラフィック社，２０２０．

・Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｋｒａｆｔ，“ＯＮ ＴＨＥ ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ ＡＮＤ ＨＩＳＴＯＲＹ ＯＦ ＰＲＵＳＳＩＡＮ

ＢＬＵＥ”，Ｂｕｌｌ．Ｈｉｓｔ．Ｃｈｅｍ．，３３，２，６１－６７（２００８）．

・『いろいろ色のはじまり たくさんのふしぎ ２０２３年１０月号』，田中陵二，福音館書

店，２０２３．

木村 優斗（科学館学芸スタッフ）

Ｙ．ＫＩＭＵＲＡ
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月 日 曜 行 事

開催中

プラネタリウム「月世界への道」（～６／１）

プラネタリウム「ブラックホールを見た日～人類１００年の挑戦～」（～６／１）

プラネタリウム「ファミリータイム」

４ プラネタリウム「学芸員スペシャル」（土日祝休日）

サイエンスショー

１０ 木 中之島科学研究所コロキウム

２２ 火 企画展「プラネタリウム１００年－プラネタリウムの過去・現在・未来－」（～６／２９）

８ 木 中之島科学研究所コロキウム

１０ 土 楽しいお天気講座「天気予報にチャレンジしよう」（４／２８必着）

５ ２４ 土 スペシャルナイト「プラネタリウム１００周年クロージングイベント」

２５ 日
野外実験理科教室～青少年のための科学の祭典２０２５ 大阪大会

プレイベント～

科学館行事予定

プラネタリウム 開演時刻

土日祝休日
１０：１０ １１：００ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００ １７：００

ファミリー 月世界 ブラックホール ファミリー 月世界 ブラックホール 月世界 学芸員ＳＰ※

平 日
９：５０ １１：００ １１：５５ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００

学習投影 ファミリー 学習投影 ブラックホール 月世界 ブラックホール 月世界

所要時間：各約４５分間、途中入退場不可

※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。

インフォメーション

５月末までの

● 月世界：月世界への道 ● ブラックホール：ブラックホールを見た日～人類１００年の挑戦～
● 学芸員ＳＰ：学芸員スペシャル ※５／２４（土）の投影はありません
● 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。
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サイエンスショー 開演時刻
各回の演目は館内掲示・ホームページでご確認ください。

土・日・祝休日は複数の演目を演示しています。

１１：００ １３：００ １４：００ １５：００
土・日・祝休日 ○ ○ ○ ○

平日 － － ○ －

所要時間：各約３０分間 会場：展示場３階サイエンスステージ ※各回先着９０名

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（５／５は開館）、５／７、６／２～６／５

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

インフォメーション

■編集後記■

いよいよ大阪・関西万博が開幕します。かつて、地方博覧会ですが神戸で開催されたポー

トピア’８１がとても楽しかった記憶があります。こんなに間近で万博が開催されることは滅多

にないので、ぜひ足を運んでみたいです。（江越）

中之島科学研究所 第１５２回コロキウム

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：５月８日（木） １５：００～１６：４５ ■場所：研修室 ■申込：不要 ■参加費：無料

■テーマ：高校の化学教科書の今昔－化学用語の変遷

■講演者：川井正雄（研究員）

■概要：化学の教科書は、化学自体の進歩とともにそれに伴う環境や生活の変化も反映し

ます。化学用語の多くは時代を超えて生き残りますが、消えたものや、大きく様変わりした

ものもあります。高等学校の化学の教科書の化学用語の変遷を取り上げます。

２１



友の会 行事予定

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

１３ 日
１３：３０～１５：００ 化学 工作室

１５：３０～１６：３０ 光のふしぎ 工作室＋Ｚｏｏｍ

１２：１０～１３：４５ 英語の本の読書会 工作室＋Ｚｏｏｍ

４
１９ 土 １４：００～１６：００ 友の会例会 研修室＋Ｚｏｏｍ

１９：００集合 星楽（せいら） ３月号参照

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

１０ 土 １１：００～１６：３０ りろん物理 研修室

１１ 日
１３：３０現地集合 化学 白鹿記念酒造博物館

１３：３０現地集合 光のふしぎ 白鹿記念酒造博物館

５ １７ 土 １３：００～１７：００ 友の会総会 研修室＋Ｚｏｏｍ

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

５月の英語の本の読書会サークルは、総会開催のためお休みです。

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。

４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。
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：４月１９日（土）１４：００～１６：００ ■会場：科学館研修室、Ｚｏｏｍ
■今月のお話：「ミニマムムーン」江越学芸員
４月の満月は、今年の満月の中では一番小さく見える満月で、最近ではミニマムムーンと

かマイクロムーンと呼ばれることもあるようです。また４月２０日はイースターですが、これも満
月と関係しています。月に関するいくつかの話題を紹介します。

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

友の会例会報告

３月の友の会の例会は１５日に開催しました。メイ

ンのお話は、大倉学芸員による「大阪と原子核・素

粒子・宇宙線」というタイトルで、昨年リニューアルし

た展示場４階の展示について時間を超過しての熱い

お話がありました。休憩の後、山田さん（Ｎｏ.２７６０）

から月面から見た皆既日食の写真の話題提供と、

会務報告がありました。参加者は、科学館会場で

３３名と、Ｚｏｏｍ参加で２０名の合計５３名でした。

■友の会優秀会員の募集、バザー出店者の募集について

２０２４年４月から２０２５年３月までの間に、友の会の行事への参

加回数（例会やサークルへのＺｏｏｍでの参加も含む）が１５回以上

の方は、友の会の総会にて優秀会員として表彰いたします。ｈｔｔｐｓ：

／／ｆｏｒｍｓ.ｇｌｅ／ｕ９ｐＸｉＴｊａＶＴｕｑｊｅｋｈ８からお申し込みください。バ

ザー出店をお考えの方は友の会事務局までお知らせください。

友の会総会のご案内

５月１７日（土）は友の会の総会を開催いたします。特別講演会や、友の会の予算決算役

員の審議などを行います。今年度は、Ｚｏｏｍ接続によるオンライン開催と科学館研修室での

開催と並行で行います。

■日時：５月１７日（土）１３：００～１７：００

■会場：科学館研修室とＺｏｏｍによるオンライン開催

■プログラム

◆特別講演会：「人工衛星を作ってみた」（仮）

講師：コスモ女子（どなたが話すかは未定）

◆総会：２０２４年度決算報告、２０２５年度予算案等

◆役員紹介、サークル紹介、バザー、優秀会員表彰

５月の化学サークル・光のふしぎサークル見学会

５月１１日（日）の化学サークル・光のふしぎサークルは、兵庫県西宮市の「白鹿記念酒造

博物館（酒ミュージアム）」ｈｔｔｐｓ：／／ｓａｋｅ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／へ見学に行きます。

いつもの教室を飛び出して科学（!?）の視点で「酒造」学びます。

白鹿記念酒造博物館の「酒造館」の入り口付近に１３：３０にご集合ください。

友の会

２３



電波望遠鏡

写真１．電波望遠鏡写真１．電波望遠鏡

展示場４階の「宇宙を探る」展示

エリアの中で、「電波望遠鏡」を紹介

する展示があります。ここでは、直径

１.５ｍ大型パラボラアンテナと直径

５０ｃｍの小型パラボラアンテナ、及

び、アルマ望遠鏡Ｂａｎｄ４プロトタイプ

受信機を展示しています（写真１）。

いずれも、大阪府立大学宇宙物理

学研究室（現在の大阪公立大学電

波天文学研究室）にて、研究のため

に活用もしくは開発されたものです。

電波望遠鏡は、宇宙からやってくる電波をパラボラアンテナで集め、アンテナの下

部にある受信機で受信します。現在、世界最高性能を誇る電波干渉計「アルマ望遠

鏡」は、おもに日米欧の国際共同で南米チリ・アタカマ砂漠に建設され、２０１３（平成

２５）年より本格運用が始まりました。口径１２ｍのアンテナ５４台、口径７ｍのアンテ

ナ１２台の合計６６台を最大直径１６ｋｍに設置し、最先端の電波観測・研究を行っ

ています。展示している１.５ｍパラボラアンテナと比べ、実に５～８倍の直径をもつア

ンテナが６６台も設置されているわけです。いかにアルマ望遠鏡が巨大であるかが想

像できるのではないでしょうか。

また、展示している受信機は、２００１（平成１３）

年、同研究室にてアルマ望遠鏡Ｂａｎｄ４受信機の基

本設計・部品開発・性能評価を行うために試作され

たプロトタイプ受信機です。この取り組みを経て、

２００４年より国立天文台でアルマ望遠鏡Ｂａｎｄ４受

信機開発が進められたのです。

なおパラボラアンテナのしくみについては、となりに

展示している「パラボラゴルフ」で、体験しながら学ぶ

ことができます（写真２）。ぜひ、合わせてご覧ください。

西野 藍子（科学館学芸員）

展示場へ行こう
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写真２．パラボラゴルフ写真２．パラボラゴルフ

「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！


