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要 旨  

 
 星団内の高温と低温の星の分布を調べた。観測には鹿児島大学入来観測所の１ｍ光赤外線

望遠鏡のB、V、R、Iの４つのフィルターを用いた。天体は球状星団M71(NGC 6838)を対象と
した。HR図の結果から、星の進化の段階と星の温度には関係があることがわかった。そこで、
「中心から星までの距離と進化の段階に関係がある」と考え、星団の中心から星までの距離

とその星の明るさのグラフを作成した。グラフの結果より、13～15等級、15～18等級までの
赤色巨星分枝、水平分枝の中心からの最初の山の位置に違いがあり、星の分布に差があるこ

とがわかった。このことより「より進化している星が中心に分布している」と考えた。 

 
１．はじめに 
星に温度差があるということから、星団内に

ある星は、全く性質が同じではないと考えた。

そこで星団内で高温と低温の星の分布の仕方

に違いがあると思い研究した。また観測予定日

に観測でき視直径７分角と大きすぎず、球状星

団の中心の距離がもっとも近い１万３０００

光年と星１つ１つを見ることができる近い星

団であるという理由からM71を選んだ。
(M71-Wikipediaより)M71は1745年～1746年、ジ
ャン＝フィリップ・ロワ・ド・シェゾーによっ

て発見されたが、M71は、球状星団か散開星団
かという論争が、20世紀前半までされてきた。
しかし、現在では、球状星団に分類されている。

(DODA Lab M71より) 
２．観測 
 2008年７月31日の深夜に鹿児島大学入来観
測所の１ｍ光赤外線望遠鏡を使用し球状星団

M71を観測した。B、V、R、Iの４つのフィルタ
ーを使い、Bバンド180秒×３枚、Vバンド120
秒×１枚、Rバンド、Iバンドで各60秒×１枚を
撮影した。(Bバンドは青色の光のみ、Vバンド
は緑色の光のみ、Rバンドは赤色の光のみ、Iバ
ンドは赤外線に近い光のみを通すフィルター。)

天体の明るさが観測するバンドによってかわ

ってくるので積分時間をかえて観測した。 
まず、１次処理として、生データからダーク

引きをし、フラット割りをして、２次処理とし

てＢバンドからＶバンドを引きＢ－ ＶのＨＲ

図を作り、ＲバンドからＩバンドを引きＲ－ Ｉ

のＨＲ図を作った。 
３．結果 
  B－ VのHR図は水平分枝(図１)、R―IのHR
図は赤色巨星分枝(図２)の段階である。 
 HR図(横軸：星の温度、いわゆる星の色 縦軸：星の明る
さ)について調べてみると、星の進化の段階と星
の温度には、関係があることがわかった。 

 
図１：Ｂ―ＶのＨＲ図  
(星が図の右上・左下に伸びている：右上にある星は巨星であり

左下にある星は白色矮星でありどちらも進化している) 

 



 

 

 
図２：Ｒ－ ＩのＨＲ図： 

(星が図の中心に集まっている中心に集まっている星は比較的 

若い星が多いと分かっている) 

４．考察 
HR図の結果よりＭ７１には様々な進化段

階の星が存在している事がわかった。そこで「

中心から星までの距離と進化の段階に関係が

ないか」と考えた。横軸が中心からの距離、縦

軸が星の数に

対する割合の

グラフを作成

した。(図３，
４，５)         

 
図３：水平分枝の分布  

  (左から2番目の山が1番大きい) 

 
    
 
 
 
 
図４：13～15等級の赤色巨星分枝 

   (左から3番目の山が１番大きい) 

 
 
 
 
 
 
図５：15～18等級の赤色巨星分枝 

 (左から4番目の山が１番大きい)  

これらの結果より13～15等級と15～18等級

の赤色巨星分枝と水平分枝の中心からの最初

に大きい山の位置に違いがあることがわかっ

た。このことにより内側から水平分枝、13～15

等級までの赤色巨星分枝、15～18等級までの赤

色巨星分枝という、星の分布に差あるというこ

とがわかった。よって、「より進化している星

が中心に分布している」と考えた。 

 
５．まとめ 
星団内の高温と低温の星の分布に差があるこ

とを調べた。鹿児島県にある入来観測所で１ｍ

光赤外線望遠鏡を使い、M71を観測した。 
13～15等級と、15～18等級と水平分枝の中心
からの最初の山の位置に違いがあることがわ

かった。この結果により「より進化している星

が中心の方にきているのではないか？」と考察

した。 
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