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要約 

 夜空を望遠鏡や双眼鏡で注意してながめると，ぼうっと光った小さな雲のような天体を見つけることが出来る。このよ

うな天体を総称して星雲と呼ぶ。星雲には，大きく分けて４つのグループがある。１つ目は小宇宙，もしくは，銀河系大

星雲と呼ばれるグループ。２つ目は星団と呼ばれるグループ。３つ目は散光星雲と呼ばれるグループ。そして最後が，暗

黒星雲と呼ばれるグループである。そのうちの２つ，散光星雲と暗黒星雲について調べた。さらにその中で代表的な星雲

を３つ調べた。散光星雲からはオメガ星雲（Ｍ17）とこと座リング星雲（Ｍ57 または NGC6720）について，暗黒星

雲からは馬頭星雲（IC434）について調べた。散光星雲とは，銀河系内にあるガスとダスト（塵）からなる星間物質が光

って見えるものである。それに対して暗黒星雲は，背後に散光星雲やたくさんの星がないと見ることができない星である。

背後にそれらがあって，その光をさえぎって，はじめてその姿を見ることができる。つまり，自分自身は光を出していな

い。

１．序論 

 研究動機は星雲について知りたいと思ったことと，

星雲の素晴らしさをいろんな人に知ってもらいたい

と思ったからだ。 

２．本論 

星雲の分類 
 大きく分けて次の４つのグループが挙げられる。 

 
 ⅰ）小宇宙，もしくは，銀河系大星雲 
  例）アンドロメダ大星雲 
 ⅱ）星団 
  例）オメガ星団 
    プレアデス星団 
 ⅲ）散光星雲 
  例）オリオンの大星雲 
    こと座リング星雲 
    おうし座かに星雲 
 ⅳ）暗黒星雲 
  例）オリオン座馬頭暗黒星雲 

 
 天文学が未発達の時代は，特に区別することもな

かった。だが，現在は上のように区別されるように

なった。現在「星雲」といえばガスや塵からなる星

雲（散光星雲及び暗黒星雲）だけをさすようになっ

た。ただし，「アンドロメダ大星雲」（Ｍ３１）のよ

うに，有名な天体に関しては固有の名前として定着

している。そのため，散光星雲では無くとも例外的

に星雲とよばれるものもある。 
 よって，今回は４つのうち，散光星雲と暗黒星雲

の２つについて調べた。 

 
・散光星雲 
 銀河系内にあるガスとダスト（塵）からなる星間

物質が光って見えるものである。ただし，散光星雲

という名称は，望遠鏡の性能があまり良くなかった

時代に，ぼんやりと見える天体，つまり星雲を見か

けの様子にしたがってつけたものである。 
 その中のオメガ星雲(M17)について調べた。 
 オメガ星雲(M17)とは，いて座にある有名な散光星

雲である。名前の由来は，見た目がギリシャ文字の

オメガ（Ω または ω）に似ていることからであ

る。ほかにも，首がもたげている白鳥のように見え

ることから白鳥星雲（Swan Nebula）や，ひっくり

返したらΩの形見える。Ωの形が馬の蹄に似ている

ことから馬蹄形星雲（Horseshoe Nebula）とも呼ば

れている。たて座の方向にあり，実視等級は 7 等台

で，小口径の望遠鏡であれば観測が可能といわれて

いる。 



 

 
 図１ オメガ星雲の写真 

 
 
 

 
 図２ オメガ星雲の位置 
    四角で囲んだところがオメガ星雲である。 

 
*惑星状星雲 
散光星雲の中でさらに詳しく分類したものである。 

 放出したガスが丸く拡がっている様子が惑星のよ

うに見える星雲である。その外見から，リング星雲

やドーナツ星雲とも呼ばれている。 
 その中のこと座リング星雲（Ｍ57 または ＮＧ

Ｃ6720)について調べた。 

 こと座リング星雲とは，あまり大きな星座ではな

いこと座にある，明るい 1 等星のベガ（七夕のおり

ひめ星）にある星雲だ。都会など空の条件のよくな

いところでは，明るいベガしか見えないが，そのす

ぐ近くに 3-4 等星が平行四辺形に並んでいるため，空

の環境が良ければ比較的見つけやすい。 

 星雲の中心には元の星の中心核が残っている。だ

が，放出されたガスはこの中心核からの紫外線によ

って電離され，酸素や窒素等の原子に由来する輝線

を発する。惑星状星雲の美しい色はこの輝線放射に

よる。青色は非常に熱いヘリウムからの放射を示し

ており，主に熱い中心星の近くにある。緑色は電離

酸素。これは中心星から離れた位置にある。赤色は

電離窒素で，最も冷たいガスからの放射を示し，中

心星から最も遠い位置にある。そしてこれらのガス

は，表面が 12 万度もある中心星の残骸から放射され

ている紫外線を受けて光っている。 

 

 

 図３ こと座リング星雲の写真 

 



 

 図４ こと座リング星雲の位置 

 

・暗黒星雲 
 背後に散光星雲やたくさんの星がないと見ること

はできない星雲だ。背後に散光星雲や星があって，

その光をさえぎって，はじめてその姿を見ることが

できる。つまり，自ら光を出していない。 
 その中の代表的な星雲，オリオン座馬頭暗黒星雲

（IC434）について調べた。 
 オリオン座馬頭暗黒星雲（IC434）とは，オリオン

座に所属する。名前の通り馬の頭によく似た形で非

常に有名な星雲だ。頭部はバ－ナード３３ともよば

れている。冷たいダストとガスでできた黒い雲で，

うみへび座のわし星雲とともに無数の若い星が誕生

する領域の双璧である。図５の左上の明るい領域は，

まさに星が誕生しようとしているところである。ダ

ストとガスの雲は，この若い星と近くの巨星からの

強烈な放射により徐々に消滅して行き，後に成長し

た星が残る。 

 
 図５ 馬頭星雲の写真 

 

 
 図６ 馬頭星雲の位置 
 狩人オリオンのベルトを構成する三つ星の一つ，

ゼータ星（左側の星）のすぐ南に位置している。 

 



３．課題 

 実際に自分の目で調べた星雲を見ることが出来な

かった。よって，天文台，望遠鏡などを使用して自

分が調べた星雲を見ることだ。また，ほかの種類の

星雲を調べることである。 
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