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古紙配合率100％再生紙を使用。印刷インキは大豆油インキを使用しています。

冬の大三角

プロキオン
ベテルギウス

オリオン大星雲

シリウス

リゲル

講演会講演会

第5回

12月13日（水）

ぐんま天文台で宇宙や天文学について
興味深く説明します。

予　約

参加費

先着100名

入館料のみ必要

説明会

観察会

必要なし

①午後3時～ ②午後5時30分～
（各回同内容で40分程度）
午後7時～翌午前4時（晴天時のみ）

・説明会／先着100名
・観察会／定員なし

2006年 冬の号

No.14

■天文講話

日　時

日　時

予　約

参加費

場　所

1月7日（日） 午後3時～4時
ぐんま天文台映像ホール

冬の冴えきった空に流れる流星を観察しよう。
■ふたご座流星群 説明会・観察会

12/27（水）～1/4（木）は閉館します。
 新年は1/5（金）から開館します。

年末年始の休館日

天文台だより

目に見えない光で宇宙を探れ！！目に見えない光で宇宙を探れ！！～赤外線ってなぁに？～～赤外線ってなぁに？～目に見えない光で宇宙を探れ！！～赤外線ってなぁに？～

オリオン座にあるベテルギウスは超巨星で星の最後の段階を迎えつつある星で

す。ベテルギウスは温度が低く赤い色をしています。それに対してリゲルは若い

星で、温度が高く青白く輝いています。２つとも非常に明るく見える星です。

望遠鏡でその色の違いを見比べてみてください。

天文台での見頃な時期

【12月下旬～3月】

【M42】
オリオン大星雲 天

文台で

見て見てみようみよう!!!!見てみよう!!

▲ハーシェルの実験

スリット

太陽

プリズム
温度計

赤外線

紫外線スクリーン

目で
見える光

▲プリズムで
太陽の虹を作る様子

赤外線赤外線って
なあに？なあに？
赤外線って
なあに？

素朴な疑問素朴な疑問素朴な疑問なぜ
？
なに
？

可視光線96赤外線画像の比較とぐんま天文台の赤外線観測装置可視光線96赤外線画像の比較とぐんま天文台の赤外線観測装置可視光線96赤外線画像の比較とぐんま天文台の赤外線観測装置

▲通常

土星の写真

▲赤外線

説明会に参加する場合は入館料が必要

 

赤
外
線
は
１
８
０
０
年
に
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ハ
ー
シ
ェ
ル
に
よ
っ
て

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
太
陽
の
光

を
虹
に
分
け
て
み
る
と
、
赤
色

よ
り
も
外
側
に
置
い
た
温
度
計

の
温
度
が
上
が
る
こ
と
か
ら
、

可
視
光
線
（
人
間
の
目
で
見
え

る
光
）以
外
に
も
光
が
や
っ
て
き

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で

す
。虹
色
の
赤
色
の
外
側
に
あ
る

こ
と
か
ら「
赤
外
線
」と
い
う
名

前
が
つ
き
ま
し
た
。

　

光
は
波
の
性
質
を
持
っ
て
い

ま
す
。そ
の
波
長（
波
の
山
と
山

の
間
の
長
さ
）
が
可
視
光
線
よ

り
も
長
い
光
が
赤
外
線
な
の
で

す
。

　

1
5
0
c
m
望
遠
鏡（
上
図
）は
、直

接
覗
け
る
望
遠
鏡
と
し
て
は
世
界
最
大

ク
ラ
ス
。そ
の
焦
点
の
一
つ
に
は
、い
つ
で

も
観
測
で
き
る
よ
う
に
マ
イ
ナ
ス

2
0
0
度
ま
で
冷
や
さ
れ
た
赤
外
線
カ

メ
ラ
が
搭
載
さ
れ
て
い
ま
す（
下
図
）。

　

赤
外
線
で
見
る
と
土
星
本
体
は
暗
く
、

環
が
明
る
く
輝
い
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、土

星
大
気
中
の
メ
タ
ン
分
子
に
よ
っ
て
赤
外

線
が
吸
収
さ
れ
、メ
タ
ン
ガ
ス
の
な
い
環

の
方
が
太
陽
か
ら
の
赤
外
線
を
よ
り
多

く
反
射
す
る
か
ら
で
す
。　

可
視
光
線
で

見
る
と（
下
図
）

チ
リ
や
ガ
ス
が

後
ろ
の
星
の
光

を
遮
っ
て
黒
い

す
じ
の
よ
う
に

見
え
ま
す
が
、波

長
の
短
い
赤
外

線
で
見
る
と（
中

図
）そ
れ
を
透
か

し
て
遠
く
の
星

が
見
え
ま
す
。も

っ
と
波
長
の
長

い
赤
外
線
で
見

る
と（
上
図
）、温

度
の
低
い
チ
リ

が
赤
外
線
で
光

っ
て
お
り
、チ
リ

の
存
在
を
知
る

こ
と
が
で
き
ま

す
。

赤外線

波長

＊nm（ナノメートル）＝100万分の1mm

770nm
800nm

600nm

400nm

可
視
光
線

▲光の波長の違い

380nm 波長が短い

波長が長い

ぐんま天文台の観察用望遠鏡（可視光）
で撮影したオリオン大星雲の中心部

ぐんま天文台の150cm望遠鏡（赤外線）
で撮影したオリオン大星雲の中心部
※赤外線3色合成画像です。赤外線は
望遠鏡を使っても目には見えません。

　生まれたばかりの星は、星が生まれる材

料となっているガスやチリなどに埋もれて

いるので、それらに邪魔されて可視光線で

は見ることができません。

　ところが、赤外線はガスやチリに邪魔さ

れずにやってくるので、赤外線を使うとそ

の姿が現れてくるのです。また、可視光線を

出していない温度の低い天体も赤外線は

出しているので、赤外線で観察することで

その存在を知ることができます。
※赤外線の写真は、人間が見てわかるように
　色づけしています。

オリオン大星雲

可視
光線
で…

か

し
こう

せん

せ
き
が
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せ
ん
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線
で
…

天の川の写真【NASA／GSFC提供】

【NASA／IPAC提供】
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