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1 ． は じめ に

　流 屋 は 地 ．Lか ら約 100km の 所 に 山現す る と い

うこ とは，18世紀 の 末 に 知 られるように なり，輻

射点 か ら飛来する こ とは 1833年 の 獅子座流星群 の

出現 の 時 に 知 られ るように な っ た． 8f］の ペ ル セ

ウ ス 座流星群 が 1862年に 出現 した ス イフ ト
ータ ッ

トル 周期彗星 を母彗星 とするこ とは，1866年 に G ．

V ．Schiaparelliに よ っ て 初 め て 明 ら か に さ れ た．

　最 も普通 の 流星 の 光度は 2等級 （北極星 ぐらい ）

で，飛んで い る時間 は 1秒 とは続か ない ．そ して

大部分 の 流星は彗星起源 と考えられて い て，毎年

決 ま っ た 日時 に ，同 じ輻射 点 か ら 出 現 す る群 流 星

の 他 に ，毎晩 の よ うに 飛 ぶ 個 々 の 流星 は 明確な群

を構成せ ず こ の よ うな流星 は散 在流星 と呼 ば れ て

い る．

　 また 時 に は 大変明 る い 流 星 が 出 珊 す る こ と が あ

V，こ れ ら は 大 流 星，　また は 火 球 と呼 ば れ，な か

に は 隕 石 とな っ て 地 ヒに 落下 す る もの もあ る．し

か し，こ れ らは 彗星 起 源 の もの とは 別種 の もの と

考え られ て い る．

　散在 流 星 の 出現 数 は ，　
一
日 の 中 で は 夜半過 ぎか

ら明 け方 に 多 く，また 季節 に よ っ て も変化 し，．一・

年の後半に 多い ．
一

般 に 流星観測は肉眼 で 行われ，

背景の 恒星の 位置 に 準拠 して 輻射点 の 位置を決定

し た り ， 出現数 の 記録 が 行 わ れ て い る．しか し近

年 に な っ て 写真 に よる観測 が 行 わ れ る よ うに な っ

て，輻射点の 位置決定 の 精度が良 くな り，また 速

度 も求 め られ る ように な っ て 太陽系内の 軌道 が 分

か る よ うに な っ た．第二 次 大戦 以 後 レ ーダ
ー

に よ

る 電波 観測が 可能 と な り，24時間 の 連続観 測に よ

っ て昼間 の 流星 や，一
年を通 して の 流星 の 分布が

詳 しく分 か る ように な っ た．

　 こ の ような事情 に よるの で あろう，眼視 に よる

流星観測 は一
般 に ア マ チ ュ ア に よっ て 行 わ れ て い

て ，写真や レ
ー一ダー

に よる 観測 は プ ロ の 流星 天 文

学者 に よ っ て 行われ て きた．しか し，最近 は プ ロ

に よる 凵常的な流星観測はあ まり熱心 に は 行 わ れ

て い ない ．こ れ に 対 して 写真技術 の 進展 に と もな

っ て，ア マ チ ュ ア で も流星 の 写真観測を行 うこ と

が 出来 る よ うに な り，最 近 で は，わ が 国の ア マ チ

ュ ア に よ る流 星 の 写真観測 は 世 界 の 流早天 文 学の

分 野 で は 大変高い 評価を受け る ように な っ て い る．

　また，流星 に よ っ て 生 じた電離層と 同 じ状態 に

よ っ て 反 射 さ れ る FM ラ ジ オ 電 波 を 受信 し て 流

星を観測す る方法 が 開発 さ れ た．こ の 方法 に よ っ

て 流 星の 連続 自動記録 が 行 わ れ る ように な り，わ

双
．
r・座流星群 に 属す る 流星 （1991　Dec．14，2h47m

4〔〕．5s　JST）回転 シ ャ ッ ター
に よっ て 切 断 され た点 を

測定す るこ とに よ っ て，流星 の連度 と減速度 を求め る

こ とか で き る．　（村山秀幸 氏提供）
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が 国 で もこ の 方法 に よ る 流星観測 が 盛 ん に な っ て

きた．さ ら に最近 で は，テ レ ビ カ メ ラや イメ
ー

ジ

イ ン テ ン シ フ ァ イヤ ー（II），ビ デ オ な どを用 い て

肉眼 で は 見えない 暗 い 流星 の 観測 も行わ れ る よ う

に な っ た ．こ の よ うな新 しい 方法 に よ る 流星観測

の 分野 で もわが 国 の ア マ チ ュ ア に よる貢献が 高 く

評価 されて い る．

2 ． わ が国に お け る流星 観測 の 歴 史

　わ が 国で の 近代的 な 流星観測 は 1899年 の 獅子座

流星群 の 時か ら始 ま っ た とされ て い るが，本格的，

組織的な観測は小槇孝二 郎 （1903− 1969）に始ま

る と い え る．

　小槇は 1921年 の ペ ル セ ウ ス 座流星群か ら流星観

測 を始 め た．そして，1935年 に は C ，P ．　 Olivier

の Meteors（1925）をも とに して 「流星 の 研 究」

（恒星社厚生閣）を著 した．そして 天 文 同好会 （い

まの 東亜天文学会） の 流星課長 と して わ が 国 の 多

目本惑星科学会誌 Vo1．2　 No ．L　1993

くの 流星観測者を育て ， か つ 指導した．その 後1956

年 に は 日本流星委員会 を組織 し，1968年 に は こ れ

が 日本流星研 究会 と改称 され現在 に至 っ て い る．

わ が 国の 殆 ど全部 の 流星観測者 は こ の 会 に 属 して

い て ， 流星の 観 測 や 研 究 に 日夜 活 躍 して い る，

3 ． 日本流星研 究会

　　（Nippon　 Meteor　Society，　NMS ）

　1928年 に 天文同好会 の 流星課長 とな っ た 小槇孝

二 郎 は，1943年 に 紀伊 天 文 同 好会 を創 立 し ， H本

の 流星観測者 との 連絡 の 為 ， 「天文回報」と速報を

発行 した．そ の 後，日本流星研究会 に 改組 され た

後 も，こ の 会 の 主 要機 関誌 と して 「天 文回報」は

継続さ れ て お り，1992年 12月 に は 第605号 が 発行 さ

れ て い る，ま た 海外 向け と して，1990年 か ら英語

版 の ，Astronomical　 Circularが 年 に 4回発行 さ

れ て い て，他に 「星 の 友」や 「流星研 究論文集」

な どが 発行 され て い る．事務局 は 滋 賀県近 江 八幡

市円 山 町藪 天 文 台 に お か れ て い る．毎 年
一

回総 会

と して ， 流星会議 が 開催さ れ ， 1992年に は 第32回

が 榛名湖畔 で 開 か れ た．

　 流星観測 の 種別 に よっ て，眼視，FM 電波，望遠

鏡，写真，テ レ ビ，火球，な ど の 部門が あ り，こ

の 他，軌道，輻射点，文献，企画，及 び 機関誌担

当 の 部門が ある．また，全国を北か ら，北海道，

東北 ，関東，北 陸，東海，近畿，中国，四 国，九

州 の 地 区に 分 け，それ ぞれ，担 当幹事 を中心 に し

て 活躍 して い る．また，ハ レ
ー

彗星 に関連する流

星 （H プ ロ ジ ェ ク ト）， 獅子座群 （L プ ロ ジ ェ ク ト）

や 10月の ジ ャ コ ビニ 群 （G プ ロ ジ ェ ク ト） を 目標

とす る協同観測計画 が 実施され て い る．コ ン ピ ュ

ー
タ
ー

通信 を利用 した 会貝間の 即時連絡網 も行 わ

れ て い る．会員 に は 学生 もい るが，OB や社会 人が

主 に 活 躍 して お り，最 近は 光害 に よ っ て 星 が 見え

に くい た め か，若 い 会員 が 少な い こ とが 問題 と な

っ て い る。しか も， 写真 や テ レ ビ な どの機器 を用

い た精度 の 高 い 観測 で な い と 意味 が 無 い と考 え ら

れ，眼視観測 を軽視する傾向が あ る．しか し，流

N 工工
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星の 出現状況 を，継続性が あ っ て ， 何時で も簡単

に 行 うこ とが 出来 る 眼視観 測 に よ っ て 観測 し続け

る こ との 重要性 は 昔 も今 も変 わ ら な い ．さ らに
一

屑多 くの 人 々 が こ の 分 野 に 参加す る こ と を切 に 期

待 し た い ．実際 の 流 星 観測 の 手引 きに は， 日 本 流

星 研 究会編 の 「流星観測 ガ イ ドブ ッ ク」 （誠 文堂新

光彳IEI974年初版） が 広 く用 い られ て い る．

4 ．散在流 星の 年周変化

　 東 亜 天文学会流星課 の 82名 に よ っ て ，1929年 7

月か ら 1933年 6 月まで の 5年間 ， 延べ 約 2000時間

に わ た っ て 行 わ れ た 眼 視観測か ら，村上忠敬 （19．　07
−．1985）は 散在流星 の 年周変化 を も とめ た ．雲 1轟：，

月明，シ
ー一イ ン グ など観測条件に よる 影響 と，日

周変化 の影響を補 正 し，さ ら に 主要流星群に 属す

る 流星 を除 い て，一
時間当た りの 平均 流星数 を求

め ，年 間 平 均 は，6．3個 と な っ た．10H 毎の 平均値

を示 した もの が 図 1 で あ る．極小 は 4 月 （3．4），

極大 は 8 月 （9．4） と な っ て い る．黒 丸の 大 きさ

は，ウエ イ トの 大小を示 し，曲線 は平滑化 され た

年 周 変化 を示 して い る．FM 電波の エ コ
ー

を受信

して 得 た 流星数 の 変化 の 研 究 は鈴木和博氏 L2］が

行 っ て い る．
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N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society for Planetary Sciences

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Planetary 　Soienoes

18

5 ．獅子座流星群

　 1932−−33年 を中心 に した 獅 子座流星群 の 協同観

測 が わ が 国で 計画 さ れ た が 村上忠敬 は 1929年 か ら

1958年の 問 に 東 亜 犬 文学会流 県 課 の 人 々 に よっ て

行わ れ た 眼視観測 を用 い て ， こ の 流星群の 構造 を

詳 し く研 究し た．極大期 を中心 とする約20日間 の

一一
時問当 た りの 平均 流 星数 は，図 2 の よ うに な っ

て い て，こ の 流星群 の 軌道 に 沿 っ た分布 は 図 3 の

ように な っ て い る．

　村上が 調査 した 期 間の 後 ，
こ の 流星群 は 1966年

に 大出親 を起 こ して い て ，次回 は 1997− 1999年 に

出現する と期待さ れ，既 に 日本流星研究会で は、

L 計画 と して，こ の 群 の 協同観 測が 進め ら れ て い

る．

6 ．ペ ル セ ウス 座 流星群

　毎年8月12− 13ロ頃 に 極 大期 をむ か え るペ ル セ

ウ ス 座流星群 の 母天体は ，
1862年 に 出現 した ス イ

フ トータ ッ トル 周期彗星 で ，こ の 彗星 の 周期 は 120
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図4 ペ ル セ ウ ス 座 流 星群 の 1991年 の 出 現数 の 変化

　 　 （藪保 男　［5」）．

日本惑星科学会誌Vol．2　No ．1，1993

年 とされ て い て ，既 に 1981年頃 に 近 日点 を通過 し

た もの と され て い た．とこ ろ が，1991年 8 月12日

に 突然大変 盛 ん な 出現 を見せ ，一時間 当 た り40 個

とい う流星 が わ が 国で 観 測 さ れ た．信州大 学 の

OB 田 凵 泰雄氏 ら の グル ープの 報告 が 早速，山 本

速報 の 第2170号や ， それを引用 した IAU 　Circular

No ．5330に よ っ て ， 世界 中に 通報され た ．その 後世

界各地 で も観測され て い た こ とが 分 か っ た が ，最

大出現 は 日 本 で の み 観 測 さ れ て い た ようで あ る、

翌年 1992年 に も， 日本 をは じめ ，ヨ ーロ ッ
パ で も

盛 ん な 出現 が 観 測 さ れ た．藪保 男 氏 は 1991年 の 世

界各地 の 観測 か ら，図 4 の よ うなペ ル セ ウ ス 群 の

出現状況 を解析した ［5］．1992年 の FM 電波 に よ

る エ コ ーは ， わ が国で は 6 人 の 人々 に よ っ て 受信

Hfi 　 Tetal∈cha

322416

　　　　　
23

　　　
23

　　
55

　
11s

，

160120eo400

　　　　　
13
　　　

23
　　　

5 ア

、1、
　 　 　 　 　 　 旧 盟 年 Efi］VT2 口の 溝星工コー戳 寝 1ヒ （zah−8h）　 　 　 　 園

一
裂

　 　 　 　 　 　 15牙 聞 隔 のエコー醒 を 1 時 閭 当 吐 り に 硬 算

昭

脚

躙

网

切

5。

0
　 胃10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 120

図
一3　 　 ：e£E皐 8月 TOE−L臼日の置 塁 エコー数 愛 化

　 　 30分綴 2時 蘭 幅 の 移 鋤 平 均

130　 UT

図5 ペ ル セ ウ ス 座 流星 群の エ コ
ー

数の 変化

　　 （下 田 力 ［6］）．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society for Planetary Sciences

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Planetary 　Soienoes

わ が 圜 に お け る流星 の 観 測／ 長谷 川

され，図 5 は NMS の 会貝の 下 旧 力氏 が ま とめ た

もの で あ る．こ れ に よ る と， 8 月 12日 4時 〔日本

時） に 極大値 を示 して い るこ とが 分 か る ［6］．

　母彗 星 〔PISwift−Tuttle）は ，1992年 9 月27 日

早朝，長野県臼 田 町の 木内鶴彦氏 が 双眼鏡 に よ っ

て 発 見 し た （IAU 　Circular　No ．5620）．光度 は 11．

5等級 で あ っ た．その 後 の 観 測 と軌道計算の 結果，

周期 は 120年 で は な くて，約 L35年 で あ る こ とが 分

か D，今 回 の 近 凵点通 過 は 1992年12月ユ2凵 で あ っ

た．そ して，1737年，188年及 び一68年 に 観測 され

て い た 彗歴 も，同 じ もの で あ る こ とが，ほ ぼ確実

とな っ た．ペ ル セ ウ ス 座流 屡群 は，西暦 36年 か ら

度 々 そ の 出 現 が 記 録 され て い て，近 年 の 出現 状 況

や 母彗星 の 運動 が 明 らか に な っ た こ と と合 わ せ て ，

今後 こ の流杲群の 構造や進化 に つ い て ， 詳しく研

究 され る こ とが 期待 さ れ る．

7 ．写真観測 の 成果

　 2 ヶ 所以上 の 観測点 か ら同 じ流星を撮影 して，

流 星 の 実経 路 や 太陽 系 内の 軌道 を 求め る観測 は ，

わ が 国で は 1950年代 に 東京天 文 台 で 初め て 実施 さ

れ た．1960年代に な る と，幾つ か の ア マ チ ュ ア グ

ル ープ が，35ミ リカ メ ラ と回転 シ ャ ッ タ
ー

を用 い

て 同 時 観 測 を行 うよ うに な っ た ［7， 8］．

四 連 流 星 カ メ ラ 1回 転 シ ャ ．タ ー付
．
き 〕

〔大塚 勝 仁 氏 提 供 ：1．
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図6　−一角 獣 流 星群 と メ リ ッ シ ュ 周期 彗翠 の 軌 道

　　　〔大塚勝 仁 ［10］）．

　IAU 　Meteor　Data　Center （Lund，　Sweden ＞ の

Lindblad［9 ］は， 日本 で得 られた写真流星 の 軌

道 の 内，325個 に つ い てその 精度 を調査 した．そ の

結果，それ らの 質 は 高 く，世 界的に 見て 流星 の 軌

道 の 観測が 少 な い 現在 ，
H 本の 流星 観 測 の 成 果 を

高 く評価 し て い る．

　大塚勝仁氏 は ， 12月中旬 に 現れる
一

角獣座 に 輻

射点 を持 つ 流星 が Mellish彗星 （19／71 ）と関連

し て い る こ と を つ き と め た （図 6 ）［IG］，ま た

IRAS −Araki−Alcock 彗星 1こ関連する流星 が ， 5

月10日 ご ろ，琴座 か ら出現 して い る こ とを指摘 し

て い る．

　彗晁や 地球 に 接近す る小惑星に 関連する流星 の

研究 は ，わ が 国 で は ，1943年 ご ろ か ら，斉 藤 馨児

氏 が 始 め て お り，最近 で は ，流 星輻射点 の f報計

算法 に つ い て 長 谷川 の 提案 や 調 査研 究 が あ る．

8 ，お わ りに

　既 に 述べ た ように，わが国で は，テ レ ビを応用

した 微小流星 の 観測 が 行 わ れ て い る．こ の 方法 に

よ る 2 点観測 も実施 さ れ て い て，微 小 流星 の 軌 道

決定 も
．
可能 とな っ て きて い る．FM 電波 に よ る流

．．尹；平二
E
キ9。 tr 。 ni 。
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星観測 も協 同観測 が 連続 して 行 われ る ように なり，

新 しい 流星観測 の 分野が 広 が りつ つ あ る．1992年

7 月 に Slovakiaで 開 か れ た 流星 の 国際会議 に は，

わ が国か らも多くの 流星観測者 が 参加 し，海外 と

の 交流 が盛ん に な っ て い る．

　予想 もしな い 突発的 に 出税す る 流星群 （1945年

に 小槇 の み が 観 測 した 4 月の 琴座流星群 や ，1985

年10月の ジ ャ コ ビ ニ 群 な ど）は，定常的 な観測 を

常に行 っ て い な け れ ば キャ ッ チする こ とが 出来な

い ． 2 ヶ 所 か らの 写真観測 に よ る 流星軌道 の 決定

は，彗 星 や 小 惑星 と流星 の 関連 や 流星 軌道 の 進化

な どの 研 究 に 貴重 な データ を提供する こ と に な る．

世界的に 見て 流星観測が 低調で ある昨今，わ が 国

の 流星観測 に寄せ ら れ て い る期待は ， 思い の 外，

大きい の で あ る．
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