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■いろいろなものが影響しあってバランスをとっている地球の環境

地球科学から考える防災～兵庫県南部地震から20年～

▲地震発生時刻に止まった大時計

　1995年1月17日午前５時46分に発生した兵庫県南部地震は阪神淡
路大震災を引き起こしました。明石市立天文科学館も大きな被害を
受け、休館しなくてはなりませんでした。震災の被害で観測室の天体
望遠鏡は転倒し、外塔はひび割れ、塔時計は地震発生時刻を指した
まま止まってしまいました。

　天文科学館は震災復旧工事のために３年２か月間休
館し、1998年３月15日にリニューアルオープンしました。
館内は展示内容を一新し、倒れて壊れてしまった望遠鏡
に代わって新しく40cm反射望遠鏡を設置しました。唯一
震災の被害にあわなかったプラネタリウムだけは、これま
でと変わらない投影をしています。

　私たちは地球という、46億年前に誕生した惑星に住んでいます。地球は大気・海・大地・
人間を含めたすべての生き物が関わりあって、微妙なバランスを保っています。地球のどこ
かで起こる小さな変化も大気・海・大地・生物すべてに影響するので、地球は常に変化して
います。そのため、私たち人間もいつも変化の波にさらされています。
　地球の表面を覆う大地を科学では地殻といい（左の図参照）、目には見えませんが、地
殻プレートという大きな板状のものが、何枚も継ぎ合わされてできています。
　日本列島は４つの地殻プレートがぶつかり合う変化が起こりやすい場所にあり、その影
響で活火山が110箇所もあります。また、ユーラシア大陸に沿うように細長く、太平洋に面し
た列島なので、大陸と海の影響を強く受け、赤道からも北極からもほどよく離れているので、
四季がはっきりとしていて、天気はめまぐるしく変化します。このような環境は美しい風景や
豊かな恵みを与えてくれると同時に、災害を引き起こす激しい自然現象も発生します。自然
を理解し、恵みを受け取るとともに災害に備えるためには、地球科学について知り、理解す
ることがとても大切なことなのです。

　人間が暮らすためには何が必要でしょう。水、
空気、大地、生物など、いろんな要素がなくては
なりません。これらは物質やエネルギーをやり取
りして、お互いに影響を与えあっています。これ
を地球システムといいます。私たちは地球システ
ムの絶妙なバランスの上に生活しています。私
たちは地球システムの恵みで生きているといえる
でしょう。しかし時には、このシステムの中で大
きな動きが発生し、人間にとって思いがけない
災害をもたらすことがあります。

▲内塔の破損

▲震災復旧工事のようす

▲瓦礫が散乱する震災直後の館内

▲転倒した天体望遠鏡

地殻厚さ7～35km
大気（成層圏まで）
厚さ50km

マントル

核

内核
3500km

2900km

6400km

外核

  左の地殻プレートの図と見比べると、
地殻プレートの境界線をなぞるように地震が

発生していることがわかります

■地球の内部

私たちの住む星
地球は生きている。大気も地面も常に動いている。

この図から、世界的にも
日本列島に火山が集中している

ことがわかります
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　地震が起こった場所を震源といい、震源の真上の地表を震央
といいます。地震が起こると、地震波が震源を中心に円状に外
へと広がり、地震波とともに地面が波打つようにゆれます。その
ため、震央から離れるほど、地震発生から揺れを感じるまでに
時間がかかります。

　地震は活断層の周辺で発生する確率が高くなります。また、海
溝型の地震は繰り返し発生していることから、南海・東南海地震
は今世紀半ばまでに発生する可能性が高いと考えられています。

　いつ地震が起こるのか、天気予報のように予想ができれば大
きな備えになります。しかし百年、千年の間隔で起こっている大
地震を、数日や数か月の単位で予知することはとても困難です。
時折、地震予知が当たったという話題がでますが、残念ながら
同じだけ外れた予知もあり、当たった時だけ話題にするという
のでは、信用できる予知とはいえません。
　現状では、短期間の地震予知は不可能で、いつでもどこでも
大地震が発生する可能性があると考えて、準備をしなければな
りません。つまり地震が起こった後、どうするかが大切です。緊
急地震速報の整備、耐震補強、地震発生後の身を護る行動、避
難訓練、復旧・復興の体制の確立などが効果があると言えます。

　兵庫県活断層調査委員会によって六甲山地周辺の活断層の調査が行われました。この写真は神戸市須磨区のトレンチ調査で現れ
た須磨断層のはぎとり標本です。断層面は両側からの強い力によってできた粘土層がいくつも重なり、黒くなっています。一度このよう
な断層ができるとそこが滑りやすくなり、断層面が繰り返し動くことがよくわかります。この調査で
は、須磨断層が兵庫県南部地震の時に活動しなかったこと、400年から800年前よりも古い時代
に活動しことがわかりました。1596年慶長伏見地震の際に活動した可能性もありますが、確実で
はありません。この大地震の時に活動していないならば、須磨断層が再び活動する時期が迫って
いるともいえます。近年では海溝型の南海トラフ巨大地震が注目されていますが、活断層が引き起
こす内陸の直下地震に対する備えも、決して忘れてはいけません。

　地球をおおう大気の中で、しばしば低気圧が発生し、雨を降らせ
ます。温帯低気圧は冷たい空気と暖かい空気がぶつかるところで発
生し、雨を降らせながら移動します。熱帯低気圧は海の表面の温度
が高くなった場所で発生し、強い風と多量の雨を降らせながら移動
します。最大風速が17.2m/S以上の熱帯低気圧を台風とよびます。

　火山は地中のマグマが地表まで上がってくること
で作られます。火山はマグマや火山灰を噴き出すこ
とがあり、これを噴火といいます。
　多くの火山では噴火が起こる前に、もうすぐ噴火
が起こるとわかる、前兆現象があります。噴火の数
か月前から数時間前に、火山性地震が起こるなど
の前兆現象があった場合は、適切に避難すること
が大事です。
　2000年３月の有珠山噴火では噴火の２日前に気
象庁から出された緊急火山情報を受けて住民１万

人が避難し無事でした。しかし、2014年に発生した御嶽山
の噴火では、規模は小さかったものの予想外の噴火で
あったことと、登山客が山の頂上あたりに集中する時間帯
に噴火が起こったため大きな被害となりました。過去の火
山災害について知識を深めておくと、いざというときに役立
つでしょう。1792年におきた雲仙岳の噴火では、山崩れに
よりふもとの島原が大きな被害を受けると同時に、そのとき
発生した津波が対岸の熊本を襲い、15,000人もの犠牲者を
出しました。この災害は後に『島原大変肥後迷惑』と呼ば
れ、被害の様子は現在まで語り継がれています。
　近い将来、富士山の噴火の可能性もあります。あらかじ
め想定されるハザードマップの点検などが必要です。

※地震波にはP波とS波があり、
　ここではP波の到達時間を
　示しています。
※当時は震度5・6に
　弱・強の区別はあり
　ませんでした。

■地震波の到達時間と各地の震度 （兵庫県南部地震 1995.1.17／M.3）

■明治以降の大災害が発生した日本の地震とその被害
※は2014年3月11日
　警察庁発表

※震度：地震の揺れの大きさを表すものさし
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破砕された花崗岩
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南海地震
福井地震
兵庫県南部地震
東北地方太平洋沖地震

1891
1896
1923
1927
1933
1943
1944
1945
1946
1948
1995
2011

M8.0
M8.3
M7.9
M7.3
M8.1
M7.2
M7.9
M6.8
M8.0
M7.1
M7.3
M9.0

7,273　

21,959　

105,000余

2,925　

3,064　

1,083　

1,223　

2,306　

1,330　

3,769　

6,437　

※18,517　

220,000余

210,000余

12,584　

1,817　

13,643　

54,119　

32,963　

35,078　

48,000　

249,180　

※400,151　

210,000余

2,598　

3,851　

7,132　

※297　

10,000余

4,034　 

3,129　 

1,451　 

※　

自然現象による災害2
温泉などの恵みと噴火の被害をもたらす。火山

自然現象による災害3
水資源に恵まれた日本は、水害も多い。気象

▲須磨断層のはぎとり標本　

■日本の火山災害

■温帯低気圧の構造

■熱帯低気圧（台風）の構造

発生年 備考（主な被害など）火山名称 犠牲者数（人）
（18世紀以降、我が国で40人以上の死者・不明者が出た火山活動）

渡島大島
桜島
浅間山
青ヶ島
雲仙岳
有珠山
磐梯山
安達太良山
伊豆鳥島
桜島
十勝岳
雲仙岳
御嶽山

1741
1779
1783
1785
1792
1822
1888
1900
1902
1914
1926
1991
2014

2,000余

150余

1,151　

130～140　

約15,000　

死傷者多数　

477　

72　

125　

58　

144　

43　

57　

津波による
「安永大噴火」、噴石・溶岩流などによる
火砕流、火山泥流および吾妻川・利根川の洪水による
当時の島民は327人、以後50年余り無人島となる

「島原大変肥後迷惑」、山崩れと津波による
火砕流による（死者は103名、82名、50名など諸説あり）
岩屑流による、村落埋没
火口の硫黄採掘所全壊
全島民が死亡

「大正大噴火」、噴石・溶岩流・地震による
火山泥流による

「平成3年（1991年）雲仙岳噴火」、火砕流による
行方不明6名

図の前線に沿う赤い斜線部分が雨の降っているところ

自然現象による災害1
兵庫県南部地震と東北地方太平洋沖地震のちがいは?

プレートの境界で発生するもの。M８を超える巨
大地震の多くは、プレートの沈み込みによって発生します。2011
年に東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震は海
溝型の巨大地震です。

〔M＝地震の規模を表すものさし〕

プレートの内部で起こります。内陸型地震は地殻
の浅い場所で起こるため、地震の規模が大きくなくても、震央付
近の揺れが激しくなり、特に都市部で発生した場合には被害が
大きくなります。このような地震を直下型地震といいます。1995
年に阪神淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震がこのタイ
プです。

　地震が起こると地面が激しく揺れます。これはプレートの動き
などによって生まれた地殻のひずみが一瞬で解き放たれるから
です。日本の地震は大きく下記の２種類に分けることができます。

地震

何が起こっているか知ることが、防災に役立つ。調査・研究

マグニチュード

マグニチュード

海溝型地震内陸型地震

海溝型地震

内陸型地震

プレート境界地震
（海溝型地震）

逆断層横ずれ断層

断層

断層

プレート内地震
（内陸型地震） プレート内地震

（海洋プレート内地震）

プレート内地震
（スラブ内地震）

海洋プレート

大陸プレート

「提供：浜島書店」

「提供：浜島書店」

発生年 規模  死者・
行方不明者数（人）

家屋全半壊
（棟）

家屋焼失
（棟）

家屋流失
（棟）名　称

「提供：浜島書店」

「提供：NICT」

「提供：浜島書店」

「提供：浜島書店」

　水害は、河川の氾濫による洪水や台風による高潮などによって生じ
る被害です。日本は降水に恵まれていますが、土地が狭く、川の流れ
が急であることから水害は起こりやすい災害です。特に台風や局地
的な集中豪雨が起こり、大きな被害をもたらすことがあります。
　近年では、都市化が進み都心の気温が周辺と比較して高くなるヒー
トアイランド現象がおこり、強い上昇気流により積乱雲が発達、狭い範
囲に短時間に大雨を降らせる回数が増えているといわれています。急な
雨雲の動きや発達を監視するようなレーダーの開発も行われています。
　水害の他にも気象変化の影響で起こる災害には、雪害、暴風、竜
巻、干ばつ、崩落などがあります。

17:36:16 17:38:16 17:40:16 
（高度）8km

3km

■積乱雲の観測事例
2012年７月26日にけいは
んな（京都府精華町）付近に発
生した積乱雲にともなう局地
的大雨の成長を北東方向から
２分毎に見た鳥瞰図。高度４
～６kmに現れたゲリラ豪雨
の卵が上昇流で急激に成長し
ている（黄色丸印）。

（協力：兵庫県立人と自然の博物館 加藤茂弘主任研究員）
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御嶽山

「だいち」衛星 2007年撮影のオルソ画像
©PASCO/Includes material ©JAXA

御嶽山

「だいち」衛星 2007年撮影のオルソ画像
©PASCO/Includes material ©JAXA

行けば体感出来る！ ツアー地球科学スポット

最前線！Pi-SAR2による緊急観測

先人に聞く！ 防災の心がまえ

　平成26年10月２日、航空機に搭載したPi-SAR2という最新技術を
使って緊急観測が行われました。５日前に噴火が始まり、自由に近づ
けなくなってしまった御嶽山の観測です。Pi-SAR2が取得した火口周
辺の詳しいレーダ画像は、機上からすぐに火山噴火予知連絡会などの
関係機関に送られ、御嶽山の火山活動を詳しく知るための大きな手助
けとなりました。このときの画像はWebサイトでも公開されています。
　Pi-SAR2は航空機や衛星に搭載し、地上に電波を照射することで、
航空写真のような画像として地面を観測できるシステムです。航空写真
など実際に撮影する写真とは違い、雲や火山の噴煙に邪魔されません。
また、衛星などのはるか上空からでも、とても詳しい観測ができます。

玄武洞（兵庫県） 260万年前から78万年前までは、地球の地磁気の向きが現在と反対向きであったことが、
発見されるきっかけとなった地。噴出したマグマが冷却され、体積が小さくなることでできる割れ目（節理）
が顕著な地層。切り出しやすさから採掘場となり、その採掘跡が洞窟として残っている。

昭和新山（北海道）

広大な畑作地帯が突如噴火し、
畑と村はすべて山へと変貌。

会津磐梯山（福島県）

適期的に山体崩壊する活火山。
遠目にも崩壊の痕跡が確認できる。

白浜の円月島（和歌山県）

海蝕により島の中央部に円月形の
トンネルができている。

Ａ～Ｅは国土地理院公表の
火口推定位置との照合結果

寺田 寅彦（てらだ とらひこ）

明治から昭和初期に活躍した
日本の物理学者、随筆家、俳人

『鹿児島の火山防災ガイドBOOK』より

協力／独立行政法人 情報通信研究機構
　　　電磁波計測研究所

ものをこわがらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、
正当にこわがることはなかなかむつかしい

人は「災害」を自分に関係ない出来事と思ったり、「災害」におびえすぎたりする
けれど、「災害」を理解することで正しく向きあっていくべきでは？という提言です。

A

B

C
E

D

N

200m

A

B

C
E

D

200m

N

火口D拡大図

18m 観測中に航空機から撮影した御嶽山方向。
厚い雲に覆われ、噴煙も識別できない。
観測中に航空機から撮影した御嶽山方向。
厚い雲に覆われ、噴煙も識別できない。18m

正確な情報をいち早く知ることが、被害の拡大を防ぐ。情報・通信
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なんだろう？

月食はどうやっておこるの？

A. 地球は、太陽のまわりをまわり、地球のまわりを
月がまわっている。宇宙で、太陽が地球を照らす

と、反対側には、地球の影ができるんだ。太陽－地球－月
が一直線にならぶと月が地球の影に入り月食がおこるん
だ。これを地球から見ると、月が欠けて見えるぞ。

げっしょく

皆既月食って皆既月食って皆既月食って
なんだろう？なんだろう？

かい き げっ しょく

Q

月食は、どんなふうに見えるの？

A. 月食のうち、月の一部分だけが欠けることを部分月
食というぞ。そして、月全体が地球の影に入ること
を皆既月食という。皆既月食の時、月は不思議な
赤っぽい色に見えるんだ。

げっ みしょくQ

　４月４日に皆既月食が見られる。月食とは、月が地球の

影に入る現象で、月が欠けて見えるんだ。

　今回見逃したら、日本では2018年１月31日まで見るこ

とができないぞ。みんなで、皆既月食を観察しよう！

つき ちきゅう

に ほん ねん がつ にち みこんかい み のが

かんさつかい き げっしょく

みつきげんしょうはいかげ か

かい き げっしょく げっしょくみ

シゴセンジャー
ブルー

月食の時、「ターコイズ・フリンジ
（ブルー・バンド）」という現象が見られ
ることもあるんだ。これは、肉眼で見るの
はむずかしいけれ
ど、写真で見ると、
青い帯が見えるこ
とがあるぞ。

月が赤くなる！！
　なんと怪奇な～
  これぞ皆既月食

・・

シゴセンジャー
レッド

月食のしくみ

部分月食 皆既月食

ブルー・バンド
撮影：田村竜一さん

　　太陽-地球-月とならぶと満月になる。
でも、月食は、満月のたびにおこるわけじゃない。
太陽と月の通り道は少しズレているので、
月食がおこるのは特別な満月の日なんだ。

明石での
見え方

食の始め　　  午後７時15分
皆既食の始め  午後８時54分

皆既食の終り  午後９時６分
食の終り　　  午後10時45分

明石での
見え方

ブラック星博士
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今夜の星空献立表
お し な が き

長寿星カノープス
　冬のよく晴れた夜、明石から淡路島の島影す
れすれに、りゅうこつ座のカノープスという星
が見えることがあります。シリウスに次いで全
天で２番目に明るく白い星ですが、日本では南
中しても地平線に近いために、山や建物に隠れ
やすく、見えたとしてもかすんで赤く見えるこ
とも多く、観察することが難しい星です。
　明石では淡路島の上に見えるので「淡路星」
と呼ばれます。中国名には南極老人星、老人星、
寿星など長寿の星の名前が付いていて、お酒好
きの仙人の姿と考えられました。カノープスが
赤く見えるのは、仙人がお酒に酔っているため、
見えないことがあるのは、仙人が地上でお酒を
飲んでいるため、と伝えられています。

　１月～3月初旬のころが見頃（２月中旬で21時ご
ろ南中）です。明石では海が見える場所（大蔵海岸、
人丸山、松江海岸など）で見ることができます。
　水平線までよく晴れた夜に探してみましょう。

◀カノープスのみつけかた

←カノープス

▲カノープスの年越し 2015年1月1日 0：00（前後20分）の星の軌跡

８ VOL.323

〈広告〉

イベントリポート
熟睡プラ寝たリウム
11月23日（日）

　11月23日「勤労感謝の日」
に、プラネタリウムで満天
の星を眺めながら、ぐっす
りと眠ってもらうイベント

「熟睡プラ寝たリウム」を
実施しました。今年は、解説台の横に寝転べる「プラ寝た
ステージ」を設置し、「いびき席」も用意しました。最後まで
一睡もしなかった方には、「完徹証明書」をプレゼントしま
した。「熟睡プラ寝たリウム」は今年で４回目となり、23日
前後に全国15カ所で開催されました。

明石警察署年末特別警戒発隊式・
一日警察署長
12月１日（月）

　市民に安全で安心
な年末年始を迎えて
いただくために明石
警察署で実施された
「年末特別警戒発隊
式」において、軌道星隊シゴセンジャーレッドとブルーが
一日警察署長を務めました。シゴセンジャーが一日署長を
務めるのは平成21年に続いて２度目です。
　シゴセンジャーが一日署長として警察署員の皆さんに訓
示を述べた後には、ブラック星博士も登場して、式に参加
していた林幼稚園の園児たちと一緒に、子午線や明石警察
署についてのクイズで楽しみました。

「はやぶさ２」パブリックビューイング　
12月３日（水）

　宇宙航空研究開発機構（JAXA）の小惑星探査機「はやぶ
さ２」を載せたHⅡ-Aロケットが、午後１時22分に鹿児島
県種子島宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げ
のインターネット中継を約40人の来館者と見守り、はやぶ
さ２の出発を喜びました。

プラネタリウム「クリスマスJAZZコンサート」
12月20日（土）

　今回のクリスマス
コンサートは、井上
学芸係長による2015
年の天文現象のお話
で始まり、辛島すみ
子 with Friendsの
みなさんの素敵な演
奏で「White Christmas」「We Wish A Merry Christmas」
などのクリスマスナンバーをプラネタリウムの満天の星の
下で楽しんでいただきました。最後には、会場のみなさん
と一緒に「きよしこの夜」を合唱しました。

プラネタリウム大掃除
12月26日（金）

　年末恒例のプラネタリ
ウム大掃除をしました。
１日でも長く使えるよう
に願いを込めて、職員３
名が「プラネタリウム長
寿日本一達成記念のオリ
ジナルポロシャツ」を着
て、低い所は２名が担当し、高い所は１名が脚立に上って行
いました。まず恒星投影球、惑星棚、惑星投影機などはモッ
プで、レンズやシャッターはブロワーを使用し細部までほこ
りを落としました。そして、恒星ランプなどを交換して、きれ
いになったプラネタリウムで正月を迎える準備をしました。

お正月開館  
１月２日（金）～４日（日）

　今年は、１月２日から３日間お正月開館し、969人の方が
来館されました。午前中には、プラネタリウム内の特設ス
テージにシゴセンジャーとブラック星博士が登場し、お正月
仕様に飾られたプラネタリウム投影機をバックに記念撮影
会をしました。また４日には、ミュージアムショップで販

売中のシゴセンジャー
ポストカードやポス
ターの絵を描いていた
だいた名司生さんのサ
イン会を行いました。
◀名司生（左から3人目）さんと

な　つ　き

本誌の配布先

次号は５月の発行予定です

　本誌は、天文科学館で配布
しているほか、各市民センター
やサービスコーナー等の市の
施設、近隣の関係機関他（博
物館・明石や神戸の医院・銭
湯・観光ホテル・旅行会社等）
にも配布しています。

切
手6 7 3 0 8 7 7

明石市人丸町2-6
明石市立天文科学館

「星空のレシピ
　　　　323号」
プレゼント係

①
本誌に関する
ご意見・ご感想

② 住所
③ 氏名

①本誌に関するご意見・ご感想など、②住所、③氏名 をご記入の
上、ハガキまたはFAXでお送りください。宛先は右図参照。
FAX送信の場合は 078-919-6000まで。

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。応募者多数の場合は抽
選となります。

特集「～兵庫県南部地震から20年～地球科学から考える防災」
をはじめとする今号はいかがでしたか？次号もどうぞお楽しみに！！

プレゼント 天文科学館ペアチケットを5 組10 名様に！

プレゼントコーナープレゼントコーナー★「星空のレシピ」感想を書いて★
★プレゼントに応募しよう！★プレゼントコーナー

応募
方法

ハガキおもて面 ハガキうら面

※FAXでの応募は、うら面の内容を送信３月27日（金）必着
【締切】平成27年
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のイベント案内

★～阪神淡路大震災から20年～
地球科学から考える防災展

★軌道星隊シゴセンジャー春場所
３月21日（土・祝）・22日（日）
　キッズプラネタリウムにシゴセン
ジャーとブラック星博士が登場！
・てんもんクイズラリー
「シゴセンジャー＆ブラック星博
士のクイズに挑戦」

3月・4月

★母なる星・太陽 
３月1日（日）～３月31日（火）
　３月21日は春分の日です。季
節によって太陽がのぼる高さが
かわり、季節の変化が生まれま
す。太陽と季節の変化について
お話します。

★南米の星とアルマ望遠鏡
４月１日（水）～４月30日（木）

　アルマ望遠鏡は、チリの
アタカマ砂漠に建設された
パラボラアンテナで構成さ
れた電波望遠鏡です。南半
球の美しい星空のもとに立
つアルマ望遠鏡や、天文学
の革命とも言われる観測結
果について紹介します。

解説員が、その日の夜に見える星空と、期間ごとのテーマ
にそったおはなしをわかりやすく紹介します。

幼児や小学校低学年を対象とした
こどもむけプラネタリウムです。
毎週土曜・日曜・祝日の第２回目
の投影に実施します。

プラネタリウム一般投影
★～兵庫県南部地震から20年～

地球科学から考える防災展
１月17日（土）～３月15日（日）
　兵庫県南部地震によって引き起こされた阪神淡路大震災
から20年を契機として、地球科学から学ぶ防災展を行いま
す。震災による明石市内および当館の被害状況や復興の様子、

兵庫県立人と自然の博物
館や独立行政法人・情報
通信研究機構（NICT）な
どの協力による地球科学
の最新知見や防災上の新
しい技術などについて紹
介します。

　1960年6月10日から数えて、2015年3月13日は20,000日
目にあたります。20,000日もの長い時間稼働を続けるプラ
ネタリウム投影機は、日本でも当館の機械だけです。
　そこで、20,000日を祝うイベントを行います！3/13は特
別イベントを実施します。
　3/14・15・21・22は、1日中、プラネタリウムの魅力を楽し
めるイベントです。

特別展

★ふゆのせいざのおうさま
　オリオン
１月17日（土）～３月１日（日）
冬の星座の王様とも呼ばれるオリ
オン座のおはなしをします。

★ひしゃくぼしどんなほし
３月７日（土）～４月19日（日）
北の空でひしゃくの形に並ん
だ７つの星は「ひしゃくぼし」
と呼ばれています。ひしゃくぼ
しにまつわるお話をします。

キッズプラネタリウム

毎月第３土曜日の１回目のプラネタリウムです。
小学４年生以上を対象とした天文教室です。

★３月21日（土）  春分を科学する

こども天文教室

３月７日（土） 
〈 時 間 〉14：30～15：20
〈出演者〉熊谷朋久（ギター）

神戸・大阪を中心に活動する
アコースティックギタリスト。

素敵な生の音楽と満天の星空をお楽しみいただくプラネタ
リウム特別投影です。

星と音楽のプラネタリウム

その他のイベント

▲アルマ望遠鏡

©NASA

★プラネタリウム稼働20,000日記念イベント
３月13日（金）
・特別イベント
３月14日（土）・15日（日）・21日（土・祝）・22日（日）
・プラネタリウムイベント

VOL.32310

◆観望料　１人 300円　　◆電話番号　（078）919－5000
◆申込方法　開催日の１ヶ月前から前日までに電話又はHPから
お申し込み下さい。　　　◆定員　100名

天体観望会の申し込みについて

代表者の氏名・参加人数・電話番号・駐車場の利用の有無をお知らせ下さい。
駐車場ご利用の場合は別途200円必要です。

休館日の
お知らせ

JSTM 学校・園と力を合わせてこんなことしています！
天文科学館では、こどもたちの「夢」と｢学び｣を育むために学校・園と連携した事業や

研修会を実施しています。その取り組みをご紹介しましょう。

略号 プラネタリウム
一般投影

キッズ
プラネタリウム 季節イベントK 星と音楽の

プラネタリウム
こども
天文教室観望会 プラネタリウム

コンサート特別展

1 明石市立沢池小学校 11月27日（木）出前 その 

　学校でも外部から
ゲストティーチャー
を呼ぶ活動が多く
なってきています。
学校での様々な学習
活動で宇宙、天文、
時のことなどについ
て学ぶこともありま
す。そのような時に
は、天文科学館を活
用してもらえればと
思います。
　日程調整や準備を
してくださった学校
の先生方、ありがと
うございました。今
後も学校・園との結
びつきを持てるよう
な取り組みをしてい
きます。

　４、６年生が図工の授業で「宇宙」に関連した作
品を制作します。井上学芸係長が太陽系の惑星、
宇宙にある星雲や星団、打ち上げが迫っていた「は
やぶさ２」の話をしました。
　児童の方からは「宇宙人はいるのですか？」
等々、たくさんの質問が出ました。
　終わりに、はやぶさ２が地球に帰ってくる時に使
用するパラシュートの布地を紹介し、児童たちに
もさわってもらいました。

2 神戸市立神陵台中学校 12月５日（金）出前 その 

　２年生が総合的な学習の時間に「宇宙」につい
て学習をしています。今回の授業までにＪＡＸＡの
先生や神戸高専の先生の話を聞いて、宇宙に関す
る知識を深めていました。
　石井学芸員が９月にチリのアタカマ砂漠にある
ＡＬＭＡ（アルマ）望遠鏡を見に行きました。その
時の様子を中心に、石井学芸員が電波望遠鏡や宇
宙の話をしました。現地の空気を入れて、日本に持
ち帰ったペットボトルを見せると、生徒たちは驚い
た様子で興味深く見ていました。生徒の方からは
「太陽の最期、地球の最期はどうなるのですか？」
等々、いろいろな質問が出ました。

出前授業に行きました

4 月2 月 3 月

３月14日（土）【予約制】
18：30～（受付18：00～）
「木星・プレセぺ星団（かに座の散開星団）」

２月21日（土）【予約制】
18：30～（受付18：00～）
「木星・シリウス・オリオン大星雲」

２月１日（日）～２月28日（土）

「長寿星・カノープスを見よう」

３月１日（日）～３月31日（火）

「母なる星・太陽」

４月１日（水）～４月30日（木）

「南米の星とアルマ望遠鏡」

開催日の３週間前までに往復はがきにより、代表者名・参加人数（４
名まで）・住所・電話番号・参加希望日・駐車場の利用有無を記入し
て下さい。（応募多数時抽選）　　定員20名・参加費500円

参
加
方
法

３月21日（土・祝）・22日（日）
「シゴセンジャー春場所」

１月17日（土）～３月１日（日）

１月17日（土）～３月１5日（日）

２月14日（土）【前売券制】
19：00開演（18：30開場）
「バレンタインコンサート」

「ふゆのせいざのおうさまオリオン」

３月７日（土）～４月19日（日）

「ひしゃくぼしどんなほし」

「～兵庫県南部地震から20年～地球科学から考える防災展」

３月７日（土）14：30～15：20
「星と音楽のプラネタリウム」

３月13日（金）
「プラネタリウム稼働20,000日」

３月13日（金）・14日（土）・15日（日）・21日（土・祝）・22日（日）
「プラネタリウム稼働20,000日記念イベント」

３月21日（土・祝）9：50～10：40【事前申込なし】
「春分を科学する」

２月21日（土）
9：50～10：40【事前申込なし】
「木星と衛星」

２月22日（日）【予約制】
18：30～（受付18：00～18：30）
特別天体観望会「木星、ベテルギウス、シリウス、オリオン大星雲など」
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3

7
14
21
28

6
13
20
27

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

1
8
15
22
29

青文字：休 館
赤文字：開 館

5
12
19
26

4
11
18
25

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

6
13
20
27

日 月 火 水 木 金 土
4

5
12
19
26

4
11
18
25

7
14
21
28

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

6
13
20
27

日 月 火 水 木 金 土
２

11VOL.323


