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肉眼で見える世界の可視化

見えない世界、行けない世界の可視化

地上から見上げる星空

多波長広域サーベイデータの可視化
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2010 H22 9

　　　改築工事のため休館

　　　(2010 9/1 ～ 2011 3/18)

2010 H22 10

2010 H22 11

2010 H22 12

2011 H23 1

2011 H23 2

2011 H23 3

　開館特別番組

「はるかなる星の世界へ」

2011 H23 4

2011 H23 5

2011 H23 6

2011 H23 7

2011 H23 8

2011 H23 9 世界の星座たち

2011 H23 10 衝突する銀河

2011 H23 11 地球の影と月の影

2011 H23 12 クリスマスの星

2012 H24 1 宇宙誕生

2012 H24 2 オーロラ幻想

2012 H24 3 太陽系アドベンチャー

2012 H24 4 金環日食

2012 H24 5 金環日食

2012 H24 6 見えない光の天文学

2012 H24 7 七夕伝説

2012 H24 8 宇宙をめざして

2012 H24 9 月の素顔

2012 H24 10 となりの太陽系

2012 H24 11  ～ 50 周年記念 ～ 思い出の星空

2012 H24 12 冬至の太陽

2013 H25 1 星のライフサイクル

2013 H25 2 膨張する宇宙

2013 H25 3 サザンクロス

2013 H25 4 北斗七星あらかると

2013 H25 5 宇宙のアルバム

2013 H25 6 星空の時間旅行

2013 H25 7 天の川と銀河系

2013 H25 8 ブラックホール

2013 H25 9 お盆のような月

2013 H25 10 星空のオルゴール

2013 H25 11 宵の明星

2013 H25 12 星の写真にチャレンジ

2014 H26 1 オーロラの国へ

2014 H26 2 こいぬ座物語

2014 H26 3 宇宙のつくり方

　　　　　2023年度 

　4・5月　世界の星空めぐり 
　6・7月　宵の明星・金星 
　7・8月　流れ星がみたい 
　  9月　　ふたたび月へ 
　10月　　星空とプラネタリウム 
　11月　　見えない光でみた宇宙 
　12月　　星座早見で星さがし 
　  1月　　宇宙の物質循環 
　12月　　星空のオルゴール～早春～ 
1　3月　　星空のオルゴール～春～ 

プラネタリウムのテーマ 
（ほぼ月替り）

（休館）



★ 夜間投影 (18:30～19:30）　　　　　ー 申込制 ー

　夜6時半からの大人限定の投影です。七夕やお月見、オーロラな
ど、その時々にちなんだ天文の話題を取り上げます。各回のテーマ
をご確認の上、お申し込みください。
 人数：  350人　　　　料金：  700円
 対象：  高校生以上の大人限定です。中学生以下は乳幼児を含め
 て入場できません。
 申込： ❶  往復はがき

催し名、開催日、代表者の住所・氏名・電話番号、参加人数（5
名まで）、返信あて名を記入して、名古屋市科学館「○月△
日の夜間投影」係までお申し込みください。
❷  インターネット申し込み
名古屋市電子申請サービスより「キーワード検
索」にて「名古屋市科学館」と入力してください。
　　https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya

※ 応募者多数の場合は抽選になります。

「夜間投影のテーマ」
　　　　開催日 　　   　  受付開始日～ 申込締切日（必着）

「国際宇宙ステーションの夜」
 5 月 20 日 （土） 4/5 ～ ４月  25 日 （火）

「七夕の夜」
 7 月 7 日 （金） 5/24 ～ 6 月  13 日 （火）

「旧暦七夕の夜」
 8 月 22 日 （火） 7/12 ～ 8 月  1 日 （火）

「お月見の夜」
　 9 月 29 日 （金） 8/16 ～ 9 月   5 日 （火）

「プラネタリウム発明100 周年の夜」
　 10 月 21 日 （土） 9/6 ～ 9 月  26 日 （火）

「見えない光でみた宇宙」
 11 月 16 日 （木） 10/4 ～ 10 月  24 日 （火）

「クリスマスの夜」
 12 月  23 日 （土） 11/8 ～ 11 月  28 日 （火）
 12 月  24 日 （日） 11/8 ～ 11 月  28 日 （火）

「オーロラの夜」
  2 月 2 日 （金） 12/20 ～ 1 月  9 日 （火）
　 2 月 3 日 （土） 12/20 ～ 1 月  9 日 （火）

★ 一般投影

　今夜の星の探し方から、その時々の天文現象、天文や宇宙の様々
な話題等を、月替わりで取り上げます。一般の方向けに、専門学芸
員が生で解説します。

4月・5月『世界の星空めぐり』4/22～5/31
　最先端の研究用天文台は街の明かりを避けることと同時に、晴天
率と標高が高く、水蒸気量の少ないところに建設されます。なかな
か行けない世界各地の天文台を訪ね、星空を見上げてみましょう。

6月・7月『宵の明星・金星』6/1～ 7/13
　年明けから宵空に見えていた金星はこの時期、最も美しく明るく
輝きます。同じ金星が夜明けに見えたり宵に見えたりするメカニズ
ムや見え方の変化をプラネタリウムの機能を使って再現します。

7月・8月『流れ星がみたい』7/15～ 8/25
　夜空に一筋の流れ星。ぜひ本物を見たいですね。2023年は夏の
ペルセウス座流星群も冬のふたご座流星群も好条件です。流星群
がみられるしくみや、観察のしかたをお話します。
·

９月『ふたたび月へ』8/26～ 9/30
　アポロ計画で人類が月面に足跡を残してから50年以上もの月日
が過ぎました。そして今、月への有人飛行がまた行われようとしてい
ます。日本人宇宙飛行士が月に行く日も遠くないでしょう。

·10月『星空とプラネタリウム』10/1～ 10/31
　ドームに星空を映しだす近代のプラネタリウムが発明されて100
年になります。古代からの歴史、発明の経緯から現在のプラネタリ
ウムの仕組みまで、星空の再現に向けられた熱意をお伝えします。

11月『見えない光でみた宇宙』11/1～ 11/30
　赤外線や電波、X線、γ線など、人の目では見えない波長域の「光」
で観測すると可視光線で見えている星空とはまったく違った世界が
広がっています。ドームに広がる見えない光の宇宙をお楽しみ下さい。

12月『星座早見で星さがし』12/1～ 12/26
　明るい星や星座を見つけるのに便利な星座早見。名古屋市科学館
ではスマートフォン等で使えるアプリ版を公開しています。月や惑星の
位置も表示できる星座早見アプリを使って星を見つけてみましょう。

１月『宇宙の物質循環』12/27～ 1/31
　今から138億年前にこの宇宙が始まった時、物質の大部分は水素
とヘリウムでした。私たちの体や周囲の世界を形作っているさまざま
な物質は、星々によって生み出され宇宙を循環してきたのです。

２月『星空のオルゴール～早春～』2/1～ 2/15
　星空の動きをオルゴールに見立ててみたら？　真南と天頂と真北
を結ぶ子午線を通過する星々を、その位置や明るさで音に変えてみ
ます。季節の星空が奏でる不思議な音色のオルゴール。早春編です。

3月『星空のオルゴール～春～』3/23～
　星空の動きをオルゴールに見立ててみたら？　真南と天頂と真北
を結ぶ子午線を通過する星々を、その位置や明るさで音に変えてみ
ます。季節の星空が奏でる不思議な音色のオルゴール。春編です。

★ 星とあなたをつなぐ場所 ★
名古屋市科学館・プラネタリウム

～ 発明から 100年 ～



★ 夜間投影 (18:30～19:30）　　　　　ー 申込制 ー

　夜6時半からの大人限定の投影です。七夕やお月見、オーロラな
ど、その時々にちなんだ天文の話題を取り上げます。各回のテーマ
をご確認の上、お申し込みください。

11月『見えない光でみた宇宙』11/1～ 11/30
　赤外線や電波、X線、γ線など、人の目では見えない波長域の「光」
で観測すると可視光線で見えている星空とはまったく違った世界が
広がっています。ドームに広がる見えない光の宇宙をお楽しみ下さい。

「見えない光でみた宇宙」
 11 月 16 日 （木） 10/4 ～ 10 月  24 日 （火）



トモエゴゼン スカイアトラス

木曽観測所より画像データ提供
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Fig. 1. Baikonur launch site (Kazakhstan): Proton rocket and the DM-03
upper stage with the SRG spacecraft.

Fig. 2. SRG orbital observatory with the folded solar panels in NPO
Lavochkin’s assembly hall before shipment to Baikonur.

The eROSITA telescope is sensitive to X-rays in the energy range
from 200 eV to 8 keV, and ART-XC is sensitive at 4–30 keV.

The Navigator platform has been developed as a univer-
sal medium-class platform for scientific and meteorological
missions to be launched into various orbits. Since January 2011,
the Navigator platform has been used in the three Elekro-L
meteorological satellite missions, as well as in the scientific
Spektr-R mission (RadioAstron, Kardashev et al. 2013), which
was launched in 2011 and operated until 2018.

The SRG spacecraft is operated by NPOL’s Control Center,
while the responsibility for operation of the X-ray telescopes
lies with the MPE in Garching near Munich (eROSITA) and
the Space Research Institute (IKI) of the Russian Academy of
Sciences in Moscow (ART-XC). The downlink and uplink of
spacecraft telemetry and commanding data is performed by the
Centers of Deep Space Communications in Bear Lakes (64 m
diameter antenna) near Moscow and Ussuriysk (70 m diame-
ter antenna) in the Russian Far East as well as Baikonur (12 m
antenna) placed in Kazakhstan (Fig. 4).

The daily command uplink and scientific data downlink take
about one hour for ART-XC and from 2.5 to 4 h for eROSITA
(including health checks of the telescopes’ detectors and subsys-
tems). The uplink of commands to the spacecraft and telescopes
is performed using the antennas mentioned above or additional
12m diameter antennas in Baikonur and Bear Lakes.

Fig. 3. SRG observatory in flight (artist’s impression). Each X-ray
telescope consists of seven independent mirror modules.

Fig. 4. Russian Deep Space Network for the SRG mission.

The SRG orbit allows observations to be conducted around
the clock with just short breaks for uploading and implemen-
tation of operating commands for the Navigator platform and
the telescopes. The Navigator platform and both telescopes have
onboard mass memory, allowing them to store the data accu-
mulated over several days and dump them to the receiving
stations during daily communication sessions. During downlink,
the telescopes can (in most cases) continue observations and
accumulation of data.

The eROSITA and ART-XC telescopes each have seven
independent mirror systems and seven independent positionally
sensitive detectors in their focal planes (see Fig. 39 for ART-
XC and Fig. 42 for eROSITA), six of which are coaligned on
a hexagon surrounding an identical central mirror system and
detector. To focus X-rays, both telescopes use grazing incidence
optics (Wolter 1952a,b). Figure 40 demonstrates the Wolter I
optical scheme of each of the seven ART-XC telescope modules,
consisting of 28 pairs of coaxial parabolic and hyperbolic mirror
shells, and a detector at the focus of each.

During the 100-day flight of SRG to the L2 point, a thor-
ough check-up of subsystems of the Navigator platform and both
telescopes as well as calibrations of the telescopes were carried
out. An extensive program of observations of known point and
diffuse X-ray sources with various spectral and timing charac-
teristics was carried out during the flight to L2 to calibrate the
alignment of the optical axes of the 14 mirror systems of the
telescopes (and their alignment with the axes of the satellite, of
the optical star trackers, and of the eROSITA and ART-XC tele-
scopes) and to calibrate the imaging and spectral characteristics

A132, page 2 of 29
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フェルミガンマ線宇宙望遠鏡 
2008年6月11日打上げ

広域望遠鏡（LAT）　30 MeV～300 GeV 
バーストモニター（GBM）　8 keV～30 MeV

3000個以上のガンマ線源



エクイレクタングラー形式 (正距円筒図法)

https://svs.gsfc.nasa.gov/14090

https://svs.gsfc.nasa.gov/14090


ガンマ線 Fermi



赤: 0.3-0.6 keV, 緑: 0.6-1.0 keV, 青: 1.0-2.3 keV
低エネルギー -> 高エネルギー

eROSITA X線宇宙望遠鏡
A&A 656, A132 (2021)

Fig. 1. Baikonur launch site (Kazakhstan): Proton rocket and the DM-03
upper stage with the SRG spacecraft.

Fig. 2. SRG orbital observatory with the folded solar panels in NPO
Lavochkin’s assembly hall before shipment to Baikonur.

The eROSITA telescope is sensitive to X-rays in the energy range
from 200 eV to 8 keV, and ART-XC is sensitive at 4–30 keV.

The Navigator platform has been developed as a univer-
sal medium-class platform for scientific and meteorological
missions to be launched into various orbits. Since January 2011,
the Navigator platform has been used in the three Elekro-L
meteorological satellite missions, as well as in the scientific
Spektr-R mission (RadioAstron, Kardashev et al. 2013), which
was launched in 2011 and operated until 2018.

The SRG spacecraft is operated by NPOL’s Control Center,
while the responsibility for operation of the X-ray telescopes
lies with the MPE in Garching near Munich (eROSITA) and
the Space Research Institute (IKI) of the Russian Academy of
Sciences in Moscow (ART-XC). The downlink and uplink of
spacecraft telemetry and commanding data is performed by the
Centers of Deep Space Communications in Bear Lakes (64 m
diameter antenna) near Moscow and Ussuriysk (70 m diame-
ter antenna) in the Russian Far East as well as Baikonur (12 m
antenna) placed in Kazakhstan (Fig. 4).

The daily command uplink and scientific data downlink take
about one hour for ART-XC and from 2.5 to 4 h for eROSITA
(including health checks of the telescopes’ detectors and subsys-
tems). The uplink of commands to the spacecraft and telescopes
is performed using the antennas mentioned above or additional
12m diameter antennas in Baikonur and Bear Lakes.

Fig. 3. SRG observatory in flight (artist’s impression). Each X-ray
telescope consists of seven independent mirror modules.

Fig. 4. Russian Deep Space Network for the SRG mission.

The SRG orbit allows observations to be conducted around
the clock with just short breaks for uploading and implemen-
tation of operating commands for the Navigator platform and
the telescopes. The Navigator platform and both telescopes have
onboard mass memory, allowing them to store the data accu-
mulated over several days and dump them to the receiving
stations during daily communication sessions. During downlink,
the telescopes can (in most cases) continue observations and
accumulation of data.

The eROSITA and ART-XC telescopes each have seven
independent mirror systems and seven independent positionally
sensitive detectors in their focal planes (see Fig. 39 for ART-
XC and Fig. 42 for eROSITA), six of which are coaligned on
a hexagon surrounding an identical central mirror system and
detector. To focus X-rays, both telescopes use grazing incidence
optics (Wolter 1952a,b). Figure 40 demonstrates the Wolter I
optical scheme of each of the seven ART-XC telescope modules,
consisting of 28 pairs of coaxial parabolic and hyperbolic mirror
shells, and a detector at the focus of each.

During the 100-day flight of SRG to the L2 point, a thor-
ough check-up of subsystems of the Navigator platform and both
telescopes as well as calibrations of the telescopes were carried
out. An extensive program of observations of known point and
diffuse X-ray sources with various spectral and timing charac-
teristics was carried out during the flight to L2 to calibrate the
alignment of the optical axes of the 14 mirror systems of the
telescopes (and their alignment with the axes of the satellite, of
the optical star trackers, and of the eROSITA and ART-XC tele-
scopes) and to calibrate the imaging and spectral characteristics
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2019年7月13日打ち上げ
2020年6月全天マップ公開

ドイツとロシアの共同プロジェクト

Sunyaev et al. 2021



X線 eROSITA

赤: 0.3-0.6 keV, 緑: 0.6-1.0 keV, 青: 1.0-2.3 keV
Sunyaev et al. 2021





エフェルスベルグ 
100 m 電波望遠鏡

パークス 
64 m 電波望遠鏡北半球 南半球

C: Robert Junkes
C: Shaun Amyドイツ 

Germany
オーストラリア 
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 波長 21 cm水素原子ガス

Effelsberg Parkes 

HI4PI collaboration 2016

2005-2006年2008-2013年



HI 21cm 線 (HI4PI)
HI4PI collaboration 2016



CfA   CO J=1-012
Dame et al. 2001



不透明度を調整して多波長データの重ね合わせ 
3D cube データ (Fits 形式)の投影

投影可能な広域サーベイマップ
ガンマ線: Fermi 
X線: eROSITA 
可視光: Gaia, トモエゴゼン 
赤外線: あかり, 2MASS, Spitzer (銀河面) 
電波: CO (CfA 1.2m, FUGIN), HI (HI4PI) 

2次元静止画像貼り付け

開発中



https://ayukori818.wixsite.com/ncsm-plane-ws2023

https://ayukori818.wixsite.com/ncsm-plane-ws2023





