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 粒子
りゅうし

としての光
ひかり

（光子
こ う し

）は、その一
ひと

つに着目
ちゃくもく

すれば、どれだけ遠
とお

くからであ

っても、真空
しんくう

の宇宙
うちゅう

空間
くうかん

であれば減衰
げんすい

することなく進
すす

むため、何億
なんおく

光年
こうねん

も離
はな

れ

た恒星の光を、夜空
よ ぞ ら

に見
み

ることができます。しかし、恒星から放
はな

たれる光は、

四方
し ほ う

八方
はっぽう

に広
ひろ

がり進むため、私
わたし

たちの目
め

に届
とど

く光（の単位
た ん い

面積
めんせき

あたりの量
りょう

）は、

距離
き ょ り

が遠くなるほど少
すく

なくなるので、遠
とお

くの星
ほし

ほど、その恒星の本来
ほんらい

の明
あか

るさ

より、地球上
ちきゅうじょう

から見る見かけの明るさは暗
くら

く見えます。様々
さまざま

な天体
てんたい

の観測
かんそく

結果
け っ か

から、恒星の明るさは、その恒星までの距離の 2乗
じょう

に反比例
はんぴれい

することが分
わ

かっ

ているので、恒星の本来の明るさと見かけの等級
とうきゅう

を正確
せいかく

に測定
そくてい

し、比較
ひ か く

するこ

とで、距離を逆算
ぎゃくさん

することができます。ところで、第
だい

700 号（令和５年６月

15日分
にちぶん

）で紹介
しょうかい

したとおり、恒星の本来の明るさは、恒星から 32.6 光年離れた距離から見たと仮定
か て い

した場

合の見かけの明るさ（絶対
ぜったい

等級）で比較しますが、この絶対等級の求
もと

め方は、通常
つうじょう

、地球からの見かけの等

級と、その恒星までの距離を元
もと

に計算
けいさん

により求めます。つまり、距離を求めるために、絶対等級を計算するに

は、距離が分かっている必要
ひつよう

があるということになってしまうので、この明るさの比較により距離を求める場

合には、絶対等級を別
べつ

の方法で知
し

る必要があります。そこで、星の絶対等級を、その恒星の「色
いろ

」から推定
すいてい

す

る方法が考案
こうあん

されています。恒星は、その表面
ひょうめん

温度
お ん ど

が低
ひく

いほど「赤
あか

」っぽく、温度が上
あ

がるに従
したが

い、赤
あか

、橙
だいだい

、

黄
き

、白
しろ

、青
あお

白
しろ

と、色が違
ちが

うことが観測により分かっています。この色の違いは、恒星に限
かぎ

らず、地球上の物体
ぶったい

にも当てはまり、温度が高
たか

いほど、明るさも明るいことが知られていますので、恒星の色から温度を推定し、

温度から明るさを推定するなど、いくつかの手順
てじゅん

を経
へ

て、絶対等級を推定します。実際
じっさい

の宇宙は、星間
せいかん

ガスな

どもあり、全
すべ

て真空
しんくう

とは言
い

えず、恒星との距離も常
つね

に変化し、一般的
いっぱんてき

には遠い星ほど高速
こうそく

で離れていますの

で、この方法で距離を求めるには、より詳細
しょうさい

な観測数値
す う ち

が必要です。そのため、さらに遠い恒星や銀河
ぎ ん が

など

の距離を求めるには、また別の方法が必要となります。 

 
 
 

わし座のα星アルタイルは、こと座のベガ、はくちょう座のデネブとともに《夏
なつ

の大三角》を形
かたち

づくる１等
とう

星です。アルタイルはアラビア語
ご

で〈飛
と

ぶ鷲
わし

〉という

意味
い み

で、アルタイルとそのまわりの星は、翼
つばさ

を広
ひろ

げて空
そら

を飛ぶ鷲の姿
すがた

に見立て

られました。日本
に ほ ん

では七夕
たなばた

の彦星
ひこぼし

であり、天
あま

の川をはさんで織姫
おりひめ

星（こと

座のベガ）と対
つい

になって輝
かがや

く夫婦
め お と

星です。アルタイルの大
おお

きさは太陽の

約
やく

1.6倍
ばい

ですが、ベガと同
おな

じように自転
じ て ん

スピードがとても早
はや

く、赤道
せきどう

方向
ほうこう

に大きく膨
ふく

らんでいることが観測で確認
かくにん

されています。 
 
 
 
 
 

８月 27 日頃
ころ

、土星は、太陽
たいよう

とは逆
ぎゃく

の方向に位置
い ち

する「衝
しょう

」を迎
むか

え、この前後
ぜ ん ご

の時期は、地球との距離が近
ちか

くなるため、0.4 等の明るさで輝く土星は、明るい

星の少ないみずがめ座の中
なか

で良く目立
め だ

ち、絶好
ぜっこう

の観望
かんぼう

チャンスです。また、29日

～31 日にかけて月が土星に接近
せっきん

し、最
もっと

も近づく 30 日は、午後
ご ご

６時頃に

東
ひがし

の空から月と土星が昇
のぼ

り、一晩
ひとばん

中、接近した２つの天体のようすを楽
たの

し

めます。満月
まんげつ

１日前の月と明るく輝く土星を、ぜひ、観察
かんさつ

してみてください。 

 

☆ ８月のプラネタリウムの内容については、 

別刷りの「投影案内」をご覧ください ☆☆ 

☆ プラネタリウムのお休み ８／1５(火)、１６(水)、２1(月)、2８(月) 

 

 

豊川市ジオスペース館 

★ わし座
ざ

α
アルファ

星
せい

「アルタイル」 

星図はステラナビゲーター11 を用いて作成 

星の名 アルタイル 
星  座 わし座 
明るさ 0.7 等級 
距  離 17 光年 

★ 土星
ど せ い

が見
み

頃
ごろ

！２９～３１日は月が土星に接近！ 

★ 恒星
こうせい

までの距離
き ょ り

 その 2 

Credit: Ming Zhao, University of Michigan 

夜９時頃東側の空 

アルタイル 太陽 

３１日 
３０日 

２９日 

彦星 

織姫星 

距離の２乗に反比例する原理 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
                 

 

 

 

 

 

★  ８月下旬の主な天文現象  
 

 

 

 

 

 

★  宇宙ステーション (豊川での主なデータ  ８ /１５～３１ )  ※下記時刻は、予想値です 

  

◇ ８月１９日（土） [ 見やすさ ◎ ]  １９：２５ 西北西  ～ １９：３０ 東南東（CSS） 

◇ ８月 2１日（月） [ 見やすさ ◎ ]  ０４：０２ 南     ～ ０４：０８ 東北東（ISS） 

◇ ８月 2３日（水） [ 見やすさ ◎ ]  ０４：０５ 西南西   ～ ０４：０９ 北東 （ISS） 

◇ ８月 2４日（木） [ 見やすさ ◎ ]  ０３：１９ 東     ～ ０３：２２ 北東 （ISS） 

 

 

 

１６日（水） ● 新月
しんげつ

 

１７日（木） はくちょう座
ざ

κ
カッパ

流星群
りゅうせいぐん

極大
きょくだい

 

２３日（水） 処暑
しょしょ

 

２４日（木） 🌓 上弦
じょうげん

 

 

豆知識：国際宇宙ステーション（ISS）は、明るい星が動いているように見えます。

飛行機のような赤緑ランプの点滅はありません。 

２８日（月） 土星
ど せ い

が衝
しょう

 

３１日（木） 〇 満月
まんげつ

（８月２度目の満月、 

未明に今年最も大きく見える満月、土星
ど せ い

 

に接近
せっきん

） 
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