
「プロミネンスの時間的変化の研究」 

國栃天文部太陽班： 

間明田 梨梛（中2）、秋山 奏佑、町田 菜々子（中1）【國學院大學栃木中学校】 

要旨 

國栃天文部太陽班では、口径５ｃｍに絞った屈折望遠鏡にHαフィルター（透過波長６５０ｎｍ）を

用いて２０２３年１２月４日に２個（活動型と静穏型)のプロミネンスの撮像を行った。それぞれの明

るさと大きさについて約20分間の変化を調査した。その結果、活動型の方が大きさの変化が大きくな

る傾向が見られたが、明るさは両者とも変化が小さかった。 

１．目的 

活動型と静穏型のプロミネンスの明るさと

大きさの変化を調べる。 

２．方法 

使用機材 

・口径５ｃｍ屈折望遠鏡（タカハシ製FC100を
５ｃｍに絞る）(図１)

・Hαフィルター（ラント社B1200`透過波長６

５０ｎｍ）

・CMOSカメラ（ZWOASI294MC）
Hαフィルターを付けた望遠鏡にCMOSカメ

ラを装着し、太陽全体を２０２３年１２月４

日１３時５９分３９秒～１４時２１分４３秒

（２２分４秒間）約１分間隔で撮像した。そ

のうち２個（活動型Tと静穏型S）のプロミネ

ンスに注目し、明るさと大きさの測定を行っ

た。（図２）測定には国立天文台の画像解析

ソフト「Makali`i（マカリ）」を用いた。測

光のメニュー（矩形測光）を使用し、プロミ

ネンス全体を大きな長方形状に囲み（A）、黒

い箇所を細かく長方形に分割し（B）、そのピ

クセル数を省いて大きさを求めた（図３，

４）。

プロミネンスの大きさ＝（測定するプロミネ

ンスのピクセル数（A））―（黒い箇所のピ

クセル数（B））

また、プロミネンスのみを長方形状に囲

み、平均カウント値から長方形の個数分を割

り明るさを求めた。 

プロミネンスの明るさ＝測定したプロミネン

スのピクセルあたりの平均カウント値
図５、図６から,活動型（T）と静穏型（S）

のプロミネンスでは大きさの変化の量に差は

でるものの、明るさは短期的な時間ではカウ

ント値の差が小さいことがわかった。

５.考察

プロミネンスの明るさは短期的な時間では

変化が少ないことがわかったので、さらに長

期的な撮像、測定を行いたい。また、大きさ

はさらに様々なプロミネンスの大きさの変化

を測定し、分類したい。 

６.参考文献

『あなたもできるデジカメ天文学“マカ

リ”パーフェクトマニュアル』

鈴木文二・洞口俊博 編 恒星社厚生閣

太陽の高分散分光観測から求める差動自転検出の試み
天文部：名城 愛莉、小田切 綺音、佐々木 一架、佐竹 優佳、山崎 ひなた（高2） 

【川口市立高等学校】

要 旨
太陽の高分散分光観測を学校で保有する機材で行い、「マカリ」「MSエクセル」という汎用性の高いソフトウェア

を使って解析した結果、太陽が差動自転していることの検出に成功した。

1.研究の背景
我々は、太陽の高分散分光観測スペクトルデータからドップラー効果により太陽赤道の自転速度が1.94［km/s］で

あることを９月に行われた埼玉県の研究発表会等で報告した。今回はこのスペクトルデータを用いて太陽緯度南北15度
ごとの各自転角速度を求め、太陽の差動自転の検出を行った。

2.方法
2023年7月11日本校屋上（埼玉県川口市）で顧問製作の高分散分光器を用いて地球大気吸収線が多く見られるNa(D)

線付近を西から東に向けて北半球と南半球に分けてスリットスキャンし、それぞれ約700枚のスペクトル画像を取得し

た。撮像したスペクトル画像より太陽面画像（ヘリオグラム）を作成し（顧問に依頼）、太陽面経緯度線を重ね、東西

リムにおける各緯線の位置を決定、そこにおけるスペクトル画像（図1）を「マカリ」で一次処理、地球大気吸収線で

波長付けを行い、太陽大気吸収線から求めた波長と改訂ローランド表の値の差のドップラー効果により、各緯度の速度

を求めた。吸収線中心位置については、吸収線の輝度データを高次関数近似し、その中心位置をサブピクセルまで求め

て精度を上げた。観測した太陽東西リムの赤道上速度VWとVEには地球自転と公転によるドップラー効果、太陽重力赤

方偏移が重なっているが、VWとVEの差VW-VEを求めることにより、これらはキャンセルされる。さらに観測時の太陽

面中心緯度B0の補正を行い、太陽半径と緯度より、各緯度における自転角速度を求めた。

3.結果と考察
結果は図2のようになった。南北半球双方において赤道に近いほど角速度が大きく、高緯度になるにつれて小さくな

るという差動自転の傾向が見られた。また、北半球の方が緯度による変化が小さいという結果になった。

4.結論と今後の課題
学校で保有する機材と、国立天文台がフリーソフトとして提供している解析ソフト「マカリ」、「MSエクセル」の

みを使用して太陽の差動自転を検出することができた。しかし、ヘリオグラムの歪みにより、経緯度線を太陽リムに正

確に一致させられないことや、大気の揺らぎなどの要因で画像のスリット方向の変動が大きく解析するスペクトル位置

決定が難しいなどの問題があった。今後の課題として、観測や解析の数を増やし、それらのデータの平均値として結果

を求めて精度を上げるとともに、エラーバーの表示もできるようにしたい。

5.参考文献
[1]太陽の自転軸 https://eco.mtk.nao.ac.jp/cgi-bin/koyomi/
cande/sun_spin.cgi
[2]改定ローランド表 http://www.astrosurf.com/spectrohelio/
atlas-en.php
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