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１．はじめに 

 名古屋大学教育学部附属高等学校SSH相対論・宇宙論プロジェクトと愛知県立明和高等学

校SSH部物理・地学班の共同で、Westerlund2（以下Wd2）という巨大星団の誕生の原因につ

いて研究を行っている。 

Wd2は大きな分子雲に囲まれており、分子雲は可視光では観測できないが、電波を発して

いるため電波による観測が可能である。名古屋大学天体物理学研究室ではNANTEN2という電

波望遠鏡を使ってこれらの分子雲を観測している。私たちはその観測データの解析を行い、

星の誕生と分子雲の関係を調べた。 

 

２．電波強度の地図 

kvisとSAOimage ds9というソフトを使って、違う視線速度で運動している２つの分子雲

について、電波強度を表した等高線と可視光の画像を重ね合わせて電波強度の地図（図１）

を作った。視線速度とは、ある視線方向にある天体がどのくらいの速さで私たちの太陽系

から遠ざかっているのかを表したものである。 

 

２つの分子雲の視線速度 

 （遠ざかる方向を正とする。） 

 縦長の分子雲   14.42km/s 

 横長の分子雲   -3.82km/s 

  

解析より、逆向きに運動する2つの分子雲が交差す

るように分布していて、その交点部分が星団の方向

と一致することがわかった。 

 以上のことから「２つの分子雲の衝突により、大

星団が誕生した」と考えた。           

                       図１）Wd2の電波強度の地図 

３．チャネルマップ                

誕生した星が、星風により周りの分子雲の運動を加速させることで、分子雲に膨張する

穴のような構造を見ることができるのではないかと考えた。膨張している様子は図２）の

ように穴の内側に視線速度の速い分子雲があり、外側にいくにつれ視線速度の遅い分子雲

があることで確認できるので、視線速度分布を示したチャネルマップを作った（図３）。 

 

          

     

      

図２）膨張する穴の模式図 



 

 

 

 

それぞれの図の左上の数字は視線速度（単

位はkm/s）を表している。 

また、星団の出す電波の強さを等高線で表

しているので、星団は等高線の位置にある。 

今回分子雲は、色が薄いほど電波が強いこ

とを表している。 

 

 

チャネルマップより、穴のような構造は見

つけられなかったが、星団から離れるほど視

線速度が遅くなる速度分布を確認できた。 

 

図３）チャネルマップ（km/s） 

４．まとめ 

図１）より、視線速度の違う２つの分子雲の交点部分が星団の視線方向と一致している

ことがわかった。そのことから、これらの分子雲の衝突により大星団が誕生したのではな

いかと考えた。 

図３）より、星団に近い分子雲の方が、視線速度が速いことがわかった。そのことから、

誕生した星団の星風によって分子雲が加速されていることが確認できた。 

 

５．今後の展望 

 今回のチャネルマップではきれいな円状をした分子雲の分布を見つけることができなか

ったので、速度幅を変えて円状の分布がわかるチャネルマップを作り、さらに、膨張する

速度も調べたい。 

また、分子雲の衝突と星の誕生の関係をより詳しく知るために、分子雲と星団の位置関

係を、温度の分布図をつくることで調べたい。 

 さらに、Wd2以外の分子雲を伴う大星団について研究を行い、分子雲と大星団誕生の関係

を詳しく調べていきたい。 
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