
第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

1 次の天体の中で、自ら光っているものを選べ。

① 恒星
こうせい

② 惑星
わくせい

③ 衛星
えいせい

④ 小惑星
しょうわくせい

① 恒星
こうせい

とは自ら光っている天体で、夜空に星座
せ い ざ

を形づくる

星。その正体は高温の巨大
きょだい

なガス球であり、太陽も恒星

である。他の惑
わく

星
せい

、衛星
えいせい

、小惑星
しょうわくせい

は自ら光らず、恒星の

光を受けて光る天体である。太陽という恒星をめぐる惑

星、準
じゅん

 惑星
わくせい

、小惑星などと、これらをさらにめぐる衛星

は、いずれも太陽の光に照らされて光っている。

1

2 太陽系
たいようけい

の星たちの中には神々の名前をもらった天体がいくつもあ

る。次の神の名前と天体の組み合わせで間
ま

違
ちが

っているものはどれ

か。

① 天空神ウラノス－天王星
てんのうせい

② 美の女神ビーナス－彗星
すいせい

③ 軍神マーズ－火星

④ 大神ジュピター－木星

② 美の女神ビーナスの名が付いている天体は、金星。水星

は伝令神ヘルメスの名が付いている。

他に、農耕神
のうこうしん

サターンは土星、海神ネプチューンは海
かい

王
おう

星
せい

、冥
めい

府
ふ

神
しん

プルートは冥
めい

王
おう

星
せい

。

神々の名前をもらった天体は、惑星以外にも、テテュス

（土星第3衛星）、レア（土星第5衛星）、ヒュペリオン（土星

第7衛星）、イアペトス（土星第8衛星）、テミス（小惑星
しょうわくせい

24）、ムネモシュネ（小惑星57）などがある。

2

3 日本国内で10月15日午前0時に北の空を見ると、カシオペヤ座
ざ

が

図のアの位置に、アルファベットのM（エム）のような形に見えてい

た。同じ日にカシオペヤ座がイの位置で、数字の3のような形にな

るのは何時頃
ごろ

か。

① 午後7時頃

② 午後10時頃

③ 午前3時頃

④ 午前5時頃

① カシオペヤ座
ざ

のそれぞれの星は北極星を中心にして、反

時計回りに1時間に15°の角度で円を描
えが

くように日周
にっしゅう

運

動する。M（エム）の形のカシオペヤ座を3の形に見るため

には約90°時計回りに回転させることになり、時刻
じ こ く

を6時

間戻
もど

すことに相当する。午前0時から6時間戻すと午後6

時となり、選択肢
せ ん た く し

で一番近いのは①の午後7時頃
ごろ

である。

3
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No. 問題 正答 解説 章

4 月面から地球を見るときの見え方の記述
きじゅつ

のうち、正しいものはどれ

か。

① 月面のどこでも、地球は東から昇
のぼ

り西に移動
い ど う

して見える

② 月の表側のみ、地球は東から昇り西に移動して見える

③ 月の表側では、いつもほとんど同じ位置に地球は見える

④ 月の極部分でしか、地球は見えない

③ 月は、地球にほぼ同じ面（月の表側）のみを見せている。

そのため、月面から地球を見るとほぼ動くことなく止まっ

て見える。なお、地球からは、月の裏側
うらがわ

を見ることはでき

ない。

4

5 史上
しじ ょ う

初の彗星
すいせい

着陸に成功した探査機
た ん さ き

はどれか。

① ロゼッタ

② はやぶさ

③ フィラエ

④ ニューホライズンズ

③ 2004年に打ち上げられた欧州宇宙機関
おうしゅううちゅうきかん

（ESA）の探査機
た ん さ き

「ロゼッタ」から、2014年11月13日にチュリュモフ・ゲラシメ

ンコ彗星
すいせい

に投下した探査機「フィラエ」が、史上
しじ ょ う

初の彗星

着陸に成功した。「はやぶさ」は小惑星
しょうわくせい

探査機で、小惑星

イトカワのサンプルリターンに成功した。「ニューホライズ

ンズ」は、冥王星
めいおうせい

を含
ふく

む太陽系外縁
たいようけいがいえん

天体の探査機であ

る。

5

6 「1万光年」の使い方で正しいものは、次のうちのどれか。

① この星の光は1万光年かかって地球にとどいている

② この星の光は1万光年前のものである

③ この星は1万光年光っている

④ この星は1万光年の距離
き ょ り

にある

④ 1光年は、光が１年間に進む距離
き ょ り

で、約9兆4600億kmであ

る。しかし「年」に引きずられて、時間の単位として誤用
ご よ う

さ

れることがある。日常生活で距離を「徒歩○分」というのと

同じように、「光年」は宇宙の慣習
かんしゅう

的な距離の単位である

（学術的には、パーセクという単位を使う）。

6

7 古代
こ だ い

ローマの時代、1年の始まりとなっていたのは、現在
げんざい

の何月に

あたるか。

① 1月

② 2月

③ 3月

④ 4月

③ 当時の暦
こよみ

では、現在
げんざい

の3月が1年の始まりとなっていた。

また、1年の終わりにあたる現在の2月が、一カ月の長さ

の調整のため短くなっている。

その他、September（現在の9月）やOctober（現在の10

月）はローマ帝国
ていこく

の公用語であったラテン語で7番目の月

や8番目の月という意味であり、数字が2つずれていること

がわかる。

7
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8 次のうち、探査機
た ん さ き

が軟
なん

着陸した最も遠い惑星
わくせい

はどれか。

① 火星

② 木星

③ 土星

④ 天王星
てんのうせい

① この中で探査機
た ん さ き

が軟
なん

着陸した惑星
わくせい

は①火星のみである。

④天
てん

王星
のうせい

は接近通過のみ。②木星、③土星は周回の

後、突入
とつにゅう

の探査は行われたが、ガス惑星なので軟着陸は

できない。なお、土星の衛星
えいせい

タイタンには、土星探査機

カッシーニの子機ホイヘンスが軟着陸している。

宇宙
うちゅう

探査機での惑星探査の方法には、易しい順に、1．フ

ライバイ（接近通過）、　2．オービター（惑星の周囲を回る

人工衛星にする）、　3．ランディング(着陸しての探査）、

4．サンプルリターン（着陸、または大気圏を通過し、試料
し り ょ う

を採取
さいしゅ

して地球に持ち帰る）といった方法がある。

8

9 次のうち、太陽の成分の2割
わり

ほどを占
し

めるものはどれか。

① 酸素
さ ん そ

② 水素
す い そ

③ 窒素
ち っ そ

④ ヘリウム

④ 太陽は巨大
きょだい

なガスの塊
かたまり

である。このガスはほとんど（8割
わり

ほど）が水素
す い そ

であるが、2割ほどのヘリウムとその他の元

素がわずかに（2％ほど）含
ふく

まれる。現在
げんざい

は水素
す い そ

がヘリウ

ムに変わる核
かく

融
ゆう

合
ごう

反応によるエネルギーで輝
かがや

いているた

め、徐々
じょ じょ

に水素の割合は減っていき、かわりにヘリウム

の割合が増えていく。

1

10 CMaという略号
りゃくごう

で表される冬を代表する星座
せ い ざ

はどれか。 ② CMaはおおいぬ座
ざ

（Canis Major）の略号
りゃくごう

である。おおいぬ

座には夜空で最も明るい恒星
こうせい

であるシリウスが位置して

いる。シリウスは冬の星空の目印である「冬の大三角」を

形づくる星の1つで、日本では冬の夜9時頃
ごろ

、およそ南の

空に見える。なお、①はこと座、③ははくちょう座、④はオ

リオン座である。

2
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11 次のうち、未来に天の北極に近い目立つ恒星
こうせい

となり、北極星と呼
よ

ば

れる可
か

能
のう

性
せい

のない星はどれか。

①ポラリス

②ベガ

③アルタイル

④デネブ

③ 地球の歳差運
さ い さ う ん

動により地軸
ち じ く

は向きを変えていく。これによ

る北極点の動きは下図のように大まかに円なので、やが

ては戻ってくる。現在
げんざい

の北極星（ポラリス）は、およそ2万

6000年の未来に再び北極星になる。そこで、図の範囲
は ん い

に

なく、ベガやデネブより天の北極に近くなることはない③

のアルタイルが正答となる。

3

12 日本で虹
にじ

の色として挙
あ

げられるのは、赤、橙
だいだい

、緑、青、藍
あい

、紫
むらさき

ともう1

つは何色か。

① 桃色
ももいろ

② 黄色

③ 金色

④ 水色

② 虹
にじ

は空気中に浮
う

かぶ水滴
すいてき

の中で太陽の光が屈折
くっせつ

するこ

とで現れる現象
げんしょう

で、現代の日本では「赤、橙
だいだい

、黄、緑、青、

藍
あい

、紫
むらさき

」の七色といわれる。この虹の色の数は地域
ち い き

によっ

て、2色や8色など様々である。

4

13 次のうち、冥王星
めいおうせい

と同じ種類の天体に分類されているものはどれ

か。

① ダイモス

② ケレス

③ イオ

④ エンケラドス

② ダイモスは火星の衛星
えいせい

。イオとエンケラドスは木星の衛

星。ケレスは小惑星帯
しょうわくせいたい

（メインベルト）にある最大の天体

で、発見当初は惑星に分類されていたがその後、小惑星

に分類された。しかし、2006年に冥王星
めいおうせい

とともに準
じゅん

惑星に

登録された。

5

14 次の中で、地球に最も近い恒星
こうせい

を選べ。

① シリウス

② リギル・ケンタウルス

③ 太陽

④ プロキシマ・ケンタウリ

③ ①は8.6光年、②は4.3光年、③の太陽は8分20秒(光で)、

④は4.2光年。地球に最も近いということで③が正答。

6
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15 次のうち、天体の高度を測定
そくてい

し、航海
こうかい

に用いられた道具はどれか。

① クロノメータ

② 羅針盤
ら し ん ば ん

③ ジャイロスコープ

④ 六分儀
ろ く ぶ ん ぎ

④ 当時は六分儀
ろ く ぶ ん ぎ

などで天体の高度を測定
そくてい

したり、クロノメー

タで経
けい

度
ど

差を測定したりして、船の位置の緯度
い ど

・経度を算

出しながら、航海
こうかい

をすることが多かった。

7

16 地球でオゾンが多く存在
そんざい

しているのは、次のうちどこか。

① 対流圏
たいりゅうけん

② 成層圏
せいそうけん

③ 中間圏
ちゅうかんけん

④ 熱圏
ねつけん

② オゾンは紫外線
しがい せん

により化学反応を起こした酸素
さ ん そ

原子と酸

素分子が結合することで生成され、約90％が成層圏
せいそうけん

（高

度約10～50 km上空）に存在する。このおかげで、地上の

生命は有害な紫外線から保護
ほ ご

されている。

8

17 図はどの惑星
わくせい

の記号か。

① 木星

② 土星

③ 天王星
てんのうせい

④ 海王星
かいおうせい

④ ローマ神話のネプトゥーヌス（ギリシャ神話のポセイドンと

同一視
ど う い つ し

されている海の神）がもつ三叉
みつまた

の戟
ほこ

が記号の由来
ゆ ら い

となっている。ちなみに、海王星
かいおうせい

は、ほとんどの言語でネ

プトゥーヌスを由来とするネプチューンと呼
よ

ばれるが、中

国語・日本語などでは海王星と訳
やく

されるようになった。

1

18 黄道十二星座
こうどうじゅうに せいざ

ができた時代、てんびん座にあった秋分点
しゅうぶんてん

は、現在
げんざい

どの星座にあるか。

① しし座

② さそり座

③ おとめ座

④ みずがめ座

③ 地球の自転軸
じ て ん じ く

は約2万6000年の周期でコマの軸のように

回転する（歳差
さ い さ

運動）。そのため、現在
げんざい

の秋分点
しゅうぶんてん

は、黄道
こうどう

十二星座
じゅう に せ いざ

ができた時代のてんびん座の位置から星座１つ

分ほど西側のおとめ座に移動している。なお、春分点
しゅんぶんてん

は

黄道十二星座ができた時代、おひつじ座にあったが現在

はうお座
ざ

にある。

2
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19 次のうち二十四
に じ ゅ う し

節気
せ っ き

に含
ふく

まれないものはどれか。

① 春分
しゅんぶん

② 土用
ど よ う

③ 立夏
り っ か

④ 大寒
だいかん

② 二十四節気
に じ ゅ う し せ っ き

は春夏秋冬のそれぞれの季節をさらに6つに

分け、１年を通した季節の変化を表したものである。土用
ど よ う

は四季の境目の時期を指す雑節
ざっせつ

に含
ふく

まれる言葉
こ と ば

で、例

えば、夏の土用は立秋
りっしゅう

の前18日間のことである。

3

20 夕暮
ゆ う ぐ

れどきに東の空を見ていると、月が昇
のぼ

ってきた。翌日
よくじつ

の月の出

の時間はどう変化するか。

① 1時間半くらい早くなる

② 50分くらい早くなる

③ 50分くらい遅
おそ

くなる

④ 1時間半くらい遅くなる

③ 月の公転
こうてん

方向と地球の自転
じ て ん

方向は同じである。地球が自

転して1周すると、月も公転
こうてん

して昨日の場所の先に移動
い ど う

す

るので、地球はもうちょっと自転しないと月は昨日と同じ

場所に来ない。つまり、月の出は昨日よりは遅
おそ

くなる。1朔
さ く

望月
ぼうげつ

は29.5日なので、1日に変化する月の出の時間は24

÷29.5＝0.81（時間）＝約50分となる。

4

21 人類が初めて望遠鏡で偶然
ぐうぜん

に発見した惑星
わくせい

はどれか。

① 海王星
かいおうせい

② 天王星
てんのうせい

③ 土星

④ 木星

② 天王星
てんのうせい

は1871年にイギリスの天文学者
てんもんがくしゃ

ハーシェルによっ

て、偶
ぐ う

然
ぜん

に発見された。実際
じっさい

には何度も観測
かんそく

されていた

が、惑星
わくせい

とは認識
にんしき

されず、ハーシェル自身も当初は彗星
すいせい

と考えていた。

5

22 球状星団
きゅうじょうせいだん

の説明として、正しくないものはどれか。

① 数億年かけて天
あま

の川銀河
がわぎんが

の周囲
しゅうい

を回っている

② 多くはハローに分布
ぶ ん ぷ

している

③ ブラックホールによって誕生
たんじょう

する

④ 数十万個の恒星
こうせい

が集まっている

③ 球状星団
きゅうじょうせいだん

は恒星
こうせい

がお互
たが

いの重力で球状に集まった天体

で、ハローに多く分布
ぶ ん ぷ

しており、数億年かけて天
あま

の川銀河
がわぎんが

の周囲
しゅうい

を回っている。球状星団は非常に年齢
ねんれい

が古いとさ

れているが、大マゼラン雲には若い球状星団もあること

がわかってきた。一部バジルの中にも球状星団は存在
そんざい

し

ている。ブラックホールによって恒星が集まり球状になっ

たわけではないので、③が間
ま

違
ちが

いであり、正答
せいとう

となる。

6
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23 最初に太陽中心説を唱
とな

え、太陽と月の大きさを推測
すいそく

した人物は誰
だれ

か。

① アリストテレス

② アリスタルコス

③ エラトステネス

④ プトレマイオス

② アリスタルコスは、古代
こ だ い

のコペルニクスとも呼
よ

ばれる。コペ

ルニクスは地動説を提唱
ていしょう

し、1543年に『天球
てんきゅう

回転
かいてん

論
ろん

』を出

版した人物である。アリストテレスは、大地が球体である

ことを初めて唱
とな

えた。エラトステネスは、太陽の南中
なんちゅう

高度

を測
はか

り、地球の直径を求めた。プトレマイオスは、惑星
わくせい

の

運動を周転円
しゅうてんえん

の組み合わせで精度
せ い ど

よく説明した。

7

24 国際宇宙
こくさいうちゅう

ステーション（ISS）の中で、宇宙飛行士
ひ こ う し

はどのようにして

睡眠
すいみん

をとっているか。

① 昼夜の区別がないので、睡眠はとらない

② ベッドを回転させることで、擬似重力
ぎじじゅうりょ く

を得
え

て寝
ね

る

③ 作業していないスペースで、自由に浮
う

かんで寝る

④ 小さい寝室
しんしつ

や寝袋
ねぶくろ

を使って、留
と

め具で体を固定して寝る

④ 国際宇宙
こくさいうちゅう

ステーションの中は無重量なので、寝
ね

ている間

にふわふわと体が漂
ただよ

っていかないようにして寝る必要が

ある。寝室
しんしつ

の中で、普通は寝袋
ねぶくろ

に入って寝る。また、実験

室に寝袋を固定して寝る場合もまれにある。

8

25 その形から「魚釣
う お つ

り星
ぼし

」と呼
よ

ばれた星座
せ い ざ

はどれか。

① ぎょしゃ座

② さそり座

③ ペガスス座

④ カシオペヤ座

② さそり座
ざ

は、S字型に星が連なっており、ちょうど魚を釣
つ

る

ときに用いる釣り針
ばり

の形を連想させることから、地域
ち い き

に

よっては「魚釣り星」と呼
よ

ばれていた。さそり座に「魚
うお

釣
つ

り

星
ほし

」という和名があるように、ぎょしゃ座は「五角星
ご か く ぼ し

」、ペガ

スス座は「枡形
ますがた

星
ぼし

」、カシオペヤ座は「錨星
いかりぼし

」「山形星
やまがたぼし

」と

いった和名がある。

1

7



第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

26 次の写真は、西の空に見られた夏の大三角である。七夕
たなばた

の物語
ものがたり

に

登場する織姫星
おりひめぼし

、彦星
ひこぼし

について正しい組み合わせはどれか。

① 織姫星：A　　彦星：B

② 織姫星：A　　彦星：C

③ 織姫星：B　　彦星：C

④ 織姫星：C　　彦星：B

④ 夏の大三角をつくる星で一番明るいのがCの織姫
おりひめ

星
ぼし

（こと

座
ざ

のベガ）である。二番目に明るく、織姫星から見て天
あま

の

川
がわ

の対岸に見られるのがBの彦星
ひこぼし

（わし座のアルタイル）

である。また、西の空ではAのはくちょう座のデネブが一

番空高く見られ、夏の大三角を形づくっている。

2

27 子午線
し ご せ ん

の「子」「午」は、何を表すか。

① 子は北、午は南

② 子は東、午は西

③ 子は太陽、午は月

④ 子は昼、午は夜

① 昔は方位を十二支
じ ゅ う に し

で表しており、「子
し

」が北、「午
ご

」が南を

表している。天の北極から天頂を通って天の南極までを

結んだ線を子
し

午
ご

線
せん

という。

3

28 日本人宇宙飛行士
う ち ゅ う ひ こ う し

2人も月面着陸
ちゃくりく

する予定の、アメリカ主導
しゅどう

の有

人月探
たん

査
さ

計画を何というか。

① ルナグローブ計画

② コンステレーション計画

③ セレーネ2計画

④ アルテミス計画

④ 2024年3月の報道によると、日米両政府は、米国が主導
しゅどう

する有人月探査
た ん さ

「アルテミス計画」で、日本人宇宙飛行士
う ち ゅ う ひ こ う し

2人を月面着陸
ちゃくりく

させることで合意する方針
ほうしん

であるとしてい

る。日本人の月面着陸は初めてで、2028年以降
い こ う

を予定し

ている。ちなみに、ルナグローブ計画は現在
げんざい

進行中のロ

シアの月探査計画、コンステレーション計画は2010年に

中止されたアメリカの有人宇宙機計画、セレーネ2計画は

日本が月探査機「かぐや」を打ち上げたセレーネ計画の

後に計画された月探査計画である。

4
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第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

29 太陽系
たいようけい

の小惑星帯
しょうわくせいたい

はどこにあるか。

① 土星と木星の公転軌道
こ う て ん き ど う

の間

② 木星と火星の公転軌道の間

③ 火星と地球の公転軌道の間

④ 地球と金星の公転軌道の間

② 太陽のまわりを公転
こうてん

する天体のうち、惑星
わくせい

と準惑星
じゅんわくせい

およ

びそれらの衛星
えいせい

をのぞいた小天体を太陽系小天体
たいようけいしょうてんたい

とい

い、それらのうち主に木星の軌道
き ど う

周辺より内側にあるも

のを小惑星という。2024年現在
げんざい

で、小惑星番号をつけら

れたものだけでも66万個以上ある。小惑星のほとんど

は、木星軌道
も く せ い き ど う

と火星の公転
こうてん

軌
き

道
どう

の間にあって、この領域
りょういき

を小惑星帯
しょうわくせいたい

、またはメインベルトという。ここに小惑星が

多く分布
ぶ ん ぷ

するのは、木星の強い重力によって惑星形成の

最終段階
だんかい

が妨
さまた

げられて、多くの小さな天体が１つの惑星

になれずにそのまま太陽のまわりを回るようになったから

だと考えられている。

ちなみに、日本の探査機「はやぶさ」は2005年に小惑星イ

トカワに、「はやぶさ2」は2019年に小惑星リュウグウに、

それぞれ着陸しているが、イトカワもリュウグウも小惑星

帯を公転している小惑星ではなく、地球に近づく軌道をも

つタイプの小惑星である。

5

30 次の図はSDSSというプロジェクトによって作成された銀河
ぎ ん が

の分布
ぶ ん ぷ

図
ず

だが、地球から何光年の範囲
は ん い

の宇宙
うちゅう

を表しているか。

① 約1000万光年

② 約1億光年

③ 約10億光年

④ 約100億光年

③ 図はSDSSと呼
よ

ばれる宇宙
うちゅう

の地図を作成する専用
せんよう

望遠鏡

で得
え

られた、地球から約10億光年以内の銀河
ぎ ん が

の分布
ぶ ん ぷ

を表

している。これぐらい広い範囲
は ん い

で眺
なが

めると、銀河
ぎ ん が

・銀河団
ぎんがだん

の連なった超銀河団や、銀河の少ない空洞領域
くうどうりょういき

（ボイド）

など、宇宙の大
だい

規模
き ぼ

構
こう

造
ぞう

がみえてくる。

6
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第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

31 次の中で、ガリレオ・ガリレイが天体を観測
かんそく

したが、発見しなかった

ものはどれか。

① 太陽の黒点

② 金星の満ち欠け

③ 木星の衛星
えいせい

④ 土星の環
わ

④ ガリレオ・ガリレイは土星を観察
かんさつ

したが、周囲
しゅうい

の天体を環
わ

と確認することはできず「耳」と記
しる

している。土星の環を初

めて認
みと

めたのはクリスティアーン・ホイヘンスでガリレオ・

ガリレイの観察から40年以上も後のことである。

7

32 世界初の有人宇宙
うちゅう

船はどれか。

① スプートニク1号

② ボストーク1号

③ フリーダム7（マーキュリー・レッドストーン3号）

④ アポロ11号

② 世界初の有人宇宙
うちゅう

飛行は、1961年3月にソ連のボストー

ク１号によるものである。同年４月には、アメリカ初の有人

宇宙飛行が、フリーダム７（マーキュリー・レッドストーン3

号）によって行われた。スプートニク１号は、ソ連による世

界初の人工衛星
じんこうえいせい

である。アメリカのアポロ11号は、世界初

めて月面着陸に成功している。ちなみに、現在
げんざい

のところ有

人宇宙飛行に成功している国は、ロシア（旧ソ連）・アメリ

カ・中国の３カ国である。

8

33 古代
こ だ い

ギリシャ語で「ヘリオス」と呼
よ

ばれた天体はどれか。

① 太陽

② 月

③ 地球

④ 金星

① ギリシャ神話でヘリオスは太陽神、セレーネは月の女神、

ゲー（ガイア）は大地の女神であり、それぞれ古代ギリ

シャ語で太陽、月、地球をさす。金星をさすのは美の女神

アフロディテである。ちなみに、元素
げ ん そ

のヘリウムはヘリオ

スに由来
ゆ ら い

するが、これは名付けられた当時、太陽にしか

存在
そんざい

しない元素だと考えられていたためである。

1

34 図は、どの宇宙観
うちゅうかん

を表したものか。

① バビロニア神話

② エジプト神話

③ 中国神話

④ 北欧
ほくおう

神話

① バビロニア神話における宇宙
うちゅう

観は、中央大陸を大洋が取

り囲
かこ

み、大洋の果
は

てにはアララット山が全体を取り巻い

て、半球形の天を支えているというものである。ちなみ

に、トルコ東端
とうたん

にアララト山があるが、これは旧約聖書
きゅうやくせいしょ

に

おけるノアの箱舟
はこぶね

が流れ着いた山とされ、12世紀以降
せ い き い こ う

に

命名された。

2
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第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

35 東京（北緯
ほ く い

35.7°）における夏至
げ し

の日の太陽の南中
なんちゅう

高度は何度

か。

① 30.9°

② 54.3°

③ 77.7°

④ 84.4°

③ 春分
しゅんぶん

・秋分
しゅうぶん

の日の太陽の南中
なんちゅう

高度は、

　　90°−  緯度
い ど

　で求まる。

夏至
げ し

の日はそれよりも地軸
ち じ く

の傾
かたむ

き（23.4°）の分だけ高

く、冬
と う

至
じ

の日は逆に同じだけ低くなる。したがって、東京に

おける夏至の日の南中高度は、

　　　90°−  35.7°＋  23.4°＝77.7°

となり③が正答となる。

ちなみに、冬至の日の北極での太陽の南中高度を計算

すると、－23.4°になる。これは、太陽が１日中昇
のぼ

らない

極夜
きょくや

であることを意味する。

3

36 平安
へいあん

時代の西行
さいぎょう

の和歌に

「忌
い

むと言ひて 影
かげ

に当たらぬ今宵
こ よ い

しも 破
わ

れて月見る 名や立ちぬら

む」がある。

（現代語訳
げんだいご やく

：不吉
ふ き つ

だと言われてその光が当たないようにする今晩
こんばん

だ

が、無理をしてでも月を見てみたいと思う。（変な）噂
うわさ

が立たなけれ

ばよいのだが。）

この歌は、次のうち、どの状態
じょうたい

のときを詠
よ

んだものか。

① 三日月
み か づ き

② 上弦
じょうげん

の月
つき

③ 下弦
か げ ん

の月
つき

④ 皆既月食
かいきげっしょく

④ 赤く光る皆既月食
かいきげっしょく

中の月が、人々不快
ふ か い

にさせていたのだ

ろうか。それでも、西行
さいぎょう

は赤い月に好奇心
こ う き し ん

を抱
いだ

いたようで

ある。源
げん

氏
じ

物語
ものがたり

に「月見るは忌
い

みはべるものを」とあるよ

うに、平安
へいあん

時代の中頃
なかごろ

までは月見自体が不吉とされてい

たようである。ちなみに、月を忌む思想と同時に、月を愛
め

でる慣習
かんしゅう

もあったようで、平安時代の後期には貴族
き ぞ く

社会

で八月十五夜の宴
うたげ

を開き、月を眺
なが

めて楽しんだとする記

録もある。

4

37 太陽系
たいようけい

の惑星
わくせい

で、環
わ

が見つかっているのはいくつあるか。

① 1つ

② 2つ

③ 3つ

④ 4つ

④ 土星には小型
こ が た

の望遠鏡でも観測
かんそく

できるほどの立派
り っ ぱ

な環
わ

があるが、木星・天王星
てんのうせい

・海王星
かいおうせい

にも見つかっている。ち

なみに、火星の衛星
えいせい

フォボスは約5000万年後に破壊
は か い

され

て環が形成されると推測されている。一方で、土星は環

の構成粒子
こうせいりゅうし

が土星磁場
じ ば

の影響
えいきょう

で徐々
じょ じょ

に土星に落下して

おり、約１億年後に環が消失すると考えられている。

5
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第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

38 天
あま

の川
がわ

銀河
ぎ ん が

の外にある天体はどれか。

① ヒアデス星団
せいだん

② 球状
きゅうじょう

星団

③ オリオン大星雲

④ 大マゼラン雲

④ ヒアデス星団
せいだん

（散開
さんかい

星団）や球状
きゅうじょう

星団は天
あま

の川
がわ

銀河
ぎ ん が

の中

の天体である。オリオン大星雲も天の川銀河の中の天体

である。大マゼラン雲や小マゼラン雲は、「雲」と名前が

付いているが、天の川銀河のまわりを回る衛星
えいせい

銀河で、

天の川銀河の外にある。大航海
だいこうかい

時代の船乗りにとって、

南天に常
つね

に雲のように見えるものであったため「雲」の名

前が付けられているが、現在
げんざい

では「大マゼラン銀河」「小

マゼラン銀河」とも呼
よ

ばれている。

6

39 現在
げんざい

、世界の多くで使われているグレゴリオ暦
れき

は、次のどれにあて

はまるか。

① 自然暦
し ぜ ん れ き

② 太陰暦
たいいんれき

③ 太陽暦
たいようれき

④ 太陰太陽暦
たいいんたいようれき

③ 月の満ち欠けを基準
きじゅん

としたものが太陰暦
たいいんれき

、太陽の年周運

動を基準としたものが太陽暦
たいようれき

である。太陰太陽暦
たいいんたいようれき

は、基

本太陰暦であるが、暦と季節のズレを補正
ほ せ い

するためにお

およそ3年に1回（正確には19年に7回）、閏月
うるうづき

を入れる暦

である。自然暦は、動植物の季節的変化を目安としたも

ので、例えば「カッコウが鳴いたら豆をまけ」という類
たぐい

のも

のである。ちなみに、太陽暦であるユリウス暦とグレゴリ

オ暦の違
ちが

いであるが、ユリウス暦は単に4年に1度だけ閏

年とするもので、グレゴリオ暦は100の倍数の年は平年

で、400の倍数の年は閏年
うるうどし

とする（400年間に97回閏年）

ものである。

7

40 地球の表面から宇宙
うちゅう

までの距離
き ょ り

は、およそどれくらいか。

① 20 km

② 100 km

③ 1000 km

④ 1万km

② 大気は上空に行くほど薄
うす

くなるが、地球と宇宙
うちゅう

の明確な

境界
きょうかい

線はない。国際航空連盟
こくさいこうくうれんめい

は、海抜
かいばつ

高度100 kmを宇

宙と地球の境界線と定め、カーマン・ラインと呼
よ

んでいる。

100 kmは、地上では車や電車で1〜2時間かかる距離
き ょ り

で

あるが、ロケットならわずか10分しかかからない距離であ

る。ちなみに、地球大気の熱圏
ねつけん

・外気圏
がいきけん

まで含
ふく

めたところ

を、宇宙との境界線とすると、海抜高度1万kmまで拡大す

ることになり、国際宇宙ステーション（高度400 km）は、宇

宙で活動していないことになってしまう。

8
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第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

41 太陽に最も近い恒星
こうせい

までの距離
き ょ り

は、地球と太陽の距離のおよそ何

倍か。

① 30倍

② 3000倍

③ 30万倍

④ 3000万倍

③ 地球と太陽の距離
き ょ り

は約1億5000万kmで、最も近い恒星
こうせい

ま

では約4.3光年（約41兆km）、41兆km÷1億5000万km＝

27万倍≒30万倍。星々までの距離は太陽とは比較
ひ か く

になら

ないほど遠いので、夜空の星々は光る点のようにしか見

えない。

1

42 星座
せ い ざ

についての記述
きじゅつ

で、間
ま

違
ちが

っているものはどれか。

① 古代
こ だ い

ギリシャ時代にヒッパルコスがまとめた

② 2世紀頃
せ い き ご ろ

にプトレマイオスが48星座を決めた

③ 20世紀になって、国際天文学連合
こくさいてんもんがくれんごう

が88星座を決めた

④ 21世紀になって、公式に新たな星座が加わった

④ 星座
せ い ざ

の数や名前が国や人によってまちまちだったので、

20世紀になって国際天文学連合
こくさいてんもんがくれんごう

（IAU）が数多くの星座
せ い ざ

を

整理し、全天88星座を決定した。ちなみに、お笑いコンビ

「インパルス」に『星座発見』という定番コントがあるが、88

星座を決めた際
さい

にその境界
きょうかい

も決められており、その後、

新たな星座は加わって（つくられて）いない。

2

43 図Aは2月中旬
ちゅうじゅん

の20時頃
ごろ

の北半球の東京での星の見え方である。

同
どう

時
じ

刻
こ く

、南半球のアデレード（図B）ではオリオン座（図のXの部分）

はどう見えるか。なお、各図の上が天頂
てんちょう

方向、下が地平線方向と

する。

② 南半球と北半球では季節が逆
ぎゃく

になる。南半球ではオリオ

ン座
ざ

は北に見える。日本ではオリオン座は冬の星座であ

るが、オーストラリアでは、夏に見える星座となる。さら

に、星座の見え方も南北が逆になり、上下左右が反対に

なる。

3
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第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

44 次の中で、最初に月に軟着陸
なんちゃくりく

した探査機
た ん さ き

はどれか。

① アメリカのチャンドラ1号

② アメリカのセレーネ8号

③ ソ連のボストーク3号

④ ソ連のルナ9号

④ ソ連は1966年、世界で初めて月に「ルナ9号」を軟着陸
なんちゃくりく

さ

せた。

なお、チャンドラはインド神話における月の女神のことだ

が、「チャンドラ1号」という月探査機
た ん さ き

は存在
そんざい

しない。アメリ

カの宇宙機
う ち ゅ う き

で「チャンドラ」といえば、インド出身の物理学

者チャンドラセカールにちなんだX線宇宙望遠鏡である。

月の女神チャンドラの名が冠
かん

されたインドの月探査機に

「チャンドラヤーン1号」などがある。

セレーネはギリシャ神話における月の女神。「セレーネ8

号」も存在しないが、2007年に打ち上げられた日本の月

周回探査機「かぐや」のプロジェクト名はSELENE（セレー

ネ）だった。

ボストークはソ連の有人宇宙船の名で、その名には“東”

という意味がある。「ボストーク１号」はガガーリンが搭乗
とうじょう

し人類初の宇宙飛行に成功した宇宙船として知られる。

「ボストーク3号」は同4号とランデブー試験をすることを目

標に打ち上げられた宇宙船。

4

45 次の中で、軌道傾斜角
き ど う けい しゃ かく

が最も大きい惑星
わくせい

はどれか。

① 水星

② 金星

③ 火星

④ 土星

① 太陽のまわりを公転
こうてん

する地球の軌道面
き ど う め ん

に対する、惑星
わくせい

の

軌道面の傾
かたむ

きが軌道傾斜角
けいしゃかく

である。

水星は7.00度、金星は3.40度、火星は1.85度、木星は1.30

度、土星は2.49度、天王星は0.77度、海王星は1.77度で

あり、水星が一番大きい。なお、地球の軌道傾斜角は定

義より0度である。このように、太陽系
たいようけい

の惑星は、ほぼ同

一平面状を公転していることがわかる。

5

46 太陽系
たいようけい

の半径を約1光年とすると、天
あま

の川
がわ

銀河
ぎ ん が

の半径はその何倍

ほどか。

① 5百倍

② 5千倍

③ 5万倍

④ 5億倍

③ 天
あま

の川銀河
がわぎんが

は直径10万光年ほどの大きさだと考えられて

いる。円盤状
えんばんじょう

の構造
こうぞう

をしており、円盤（ディスク）、バルジ、

ハローに分けられる。半径は5万光年なので、1光年の5

万倍である。光の速さで旅をしたとしても途方
と ほ う

もない時間

がかかる大きさだが、宇
う

宙
ちゅう

の中では無数にある銀河の１

つにすぎない。

6
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第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

47 集光に凸
とつ

レンズを用い、接眼
せつがん

部に凹
おう

レンズを用いた望遠鏡はどれ

か。

① ガリレオ式望遠鏡

② ケプラー式望遠鏡

③ ニュートン式望遠鏡

④ カセグレン式望遠鏡

① ガリレオ式とケプラー式は屈折
くっせつ

望遠鏡で、ニュートン式と

カセグレン式は反射
はんしゃ

望遠鏡である。ガリレオ式は、接眼部
せつがんぶ

に凹
おう

レンズを用いるため正立像となるが、視野
し や

が狭
せま

い。ケ

プラー式は、接眼部に凸
とつ

レンズを用いることで、倒立像
とうりつぞう

に

なるが、視野が広く高倍率が得られる。ちなみに、カセグ

レン式はテキストにないが、主鏡（凹面鏡）の前方に副鏡

（凸面鏡）を対向させ、主鏡中央の開口部で集光する望

遠鏡である。おなじ反射望遠鏡であるニュートン式と比べ

て、同じ焦点距離
しょうてんきょり

でも鏡筒
きょうとう

を短くすることができる。

7

48 日本の気象衛星
きしょうえいせい

ひまわりの高度はどれか。

① 400 km

② 1000 km

③ 3万6000 km

④ 38万km

③ 多くの人工衛星
じんこうえいせい

は、地球大気の影響
えいきょう

の少ない高度400〜

1000 kmほどのところにある。気象衛星
きしょうえいせい

ひまわりのよう

に、地上から見ていつも同じところに止まって見える人工

衛星を静止衛星という。静止衛星は、地球の自転
じ て ん

とおな

じ24時間で地球を１周する必要があるため、3万6000 km

という高い高度を保
たも

っている。静止衛星の軌道
き ど う

は需要
じゅよう

が

高いため、役割
やくわり

を終えた静止衛星は、さらに高度の高い

墓場軌道
は か ば き ど う

に移
うつ

すことが試みられるが（大気圏
たいき けん

再突入
さいとつにゅう

は困
こん

難
なん

）、そのまえに故障
こしょ う

等で役割を終えるものも多い。ちな

みに、38万kmは地球と月との間の距離
き ょ り

である。

8

49 天王星
てんのうせい

が発見されたのはいつか。

① 15世紀
せ い き

② 16世紀

③ 17世紀

④ 18世紀

④ 水星・金星・火星・木星・土星の五惑星
わくせい

は古代
こ だ い

から知られ

ていたが、その他の惑星は近代になって発見された。天
てん

王
のう

星
せい

は1781年、海王星
かいおうせい

は1846年になって発見された。ま

た現在
げんざい

は準
じゅん

惑星に分類される冥王星
めいおうせい

が発見されたのは

1930年である。

1

50 学名で表す星座
せ い ざ

の中で「Libra」は、何座を表すか。

① しし座

② おとめ座

③ てんびん座

④ やぎ座

③ 星座
せ い ざ

名は学名があり略号
りゃくごう

として表示することが多い。

「Libra」はてんびん座であり、略号は「Lib」で表す。しし座

は「Leo /Leo」、おとめ座は「Virgo/Vir」、やぎ座は

「Capricomus/Cap」である。

2
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第17回天文宇宙検定３級問題・解答

No. 問題 正答 解説 章

51 日没
にちぼつ

にかかる時間についての記述
きじゅつ

にうち、正しいものはどれか。

① 日没にかかる時間は地球上では場所によらず一定である

② 東京における日没にかかる時間は夏至
げ し

で最大となり冬至
と う じ

で最

小になる

③ 秋分
しゅうぶん

の日に地球上で日没にかかる時間が最も短くなるのは赤
せき

道
どう

である

④ もし地球の自転周期
じ て ん し ゅ う き

が短くなると日没にかかる時間は長くなる

③ 日没
にちぼつ

に要する時間が最も短くなるのは、真西に地平線に

対して直角に太陽が沈
しず

む場合である。地球の自転
じ て ん

周期

が短くなった場合は太陽の見かけの動きが速くなるので

日没
にちぼつ

にかかる時間は短くなる。

3

52 図のA、B、Cは月の表側の3つのクレーターだが、Cのクレーターの

名称
めいしょう

は何か。

① コペルニクス

② プラトー

③ ティコ

④ コロリョフ

③ どれも月面に存在
そんざい

するクレーターの名前だが、Aがコペル

ニクス、Bがプラトー、Cがティコで、コロリョフは月の裏側
うらがわ

にある。

4

53 木星は太陽から約5天文単位の距離
き ょ り

を公転
こうてん

している。これは地球と

太陽の間の平均距離
へ い き んき ょ り

の何倍か。

① 2倍

② 5倍

③ 10倍

④ 20倍

② 天文単位とは、地球と太陽の間の平均距離
へ い き んき ょ り

を１として考

えた時の距離
き ょ り

の表し方である。つまり、5天文単位は地球

と太陽の間の距離の5倍ということになる。現在
げんざい

、地球と

太陽の間の距離は約1億5000万kmであるので、木星と太

陽の間の距離をkmで表すと、約7億5000万kmとなる。

5
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No. 問題 正答 解説 章

54 初めて重力波
じゅうりょくは

が直接検出
ちょくせつけんしゅつ

されてから現在
げんざい

（2024年）でどれくらい

たっているか。

① 5年

② 10年

③ 50年

④ 100年

② 1916年に、アルベルト・アインシュタインが「一般相対性理

論」を発表したことで、重力波
じゅうりょくは

と呼
よ

ばれる時空のさざ波が

存在
そんざい

することが予言
よ げ ん

された。それから約100年たった2015

年に、アメリカの重力波観測施設
かんそく しせつ

のLIGOで、ブラックホー

ルの合体によって放出された重力波が人類史上
しじ ょ う

初めて

直接検出
けんしゅつ

された。

6

55 江戸
え ど

時代に日本で使われていた不定時法
ふ て い じ ほ う

について、間
ま

違
ちが

っている

のはどれか。

① 季節によって一刻
いっこく

の長さが変わる

② 時刻
じ こ く

を十二支
じ ゅ う に し

で表す

③ 地域
ち い き

によって正午のタイミングが違う

④ 一刻は日の出から日暮
ひ ぐ

れまでを12等分したもの

④ 不定時法
ふ て い じ ほ う

では日出を昼間の始まり、日没
にちぼつ

を昼間の終わり

とし、昼夜をそれぞれ六等分した時刻
じ こ く

を使っていた。季節

や緯度
い ど

によって一刻
いっこく

の長さが変わり、東京都の場合、夏
げ

至
し

の日の日出は午前４時30分頃
ごろ

、日没は午後７時頃で、

昼間は約14時間30分、冬至
と う じ

の日の日出は午前７時頃、

日没は午後16時30分頃で、昼間は約9時間30分である。

7

56 世界最初のロケットともいわれる「火箭
か せ ん

」が中国で発明されたのは

どれくらい前か。

① 約100年前

② 約400年前

③ 約1000年前

④ 約1500年前

③ 世界で最初のロケットには諸説
しょせつ

あるが、すでに11世紀に

は、明らかに中国で使われていた形跡
けいせき

がある。当時の中

国（宋
そう

：960～1279）では「火箭
か せ ん

」と呼
よ

ばれていた。火箭は

火薬を使って飛ばす火矢の一種で、固体燃料ロケットの

最も単純
たんじゅん

な形態
けいたい

といえる。

8

57 ○○座
ざ

のβ
べーた

星とは通常
つうじょう

、その星座で何番目に明るい星を指すか。

① 1番目

② 2番目

③ 3番目

④ 4番目

② 星座
せ い ざ

の名前と明るさを示すギリシャ語のアルファベットを

組み合わせた恒星
こうせい

の命名法をバイエル符号
ふ ご う

という。バイ

エル符号という命名法では、その星座の中で一番明るい

星から順番にギリシャ語のアルファベットにあたる α
あるふぁ

、

β
べーた

、 γ
がんま

、 δ
でるた

、 …の順に名付けていく。ただし、目視観測
も く し か ん そ く

の時代に決められたせいか、ふたご座のα星（カストル；

1.5等）とβ星（ポルックス；1.1等）のように、必ずしも明るさ

順になっていない星座も存在
そんざい

する。

1
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58 次のうち、全天88星座
せ い ざ

でないものはどれか。

① ひ座

② ほ座

③ や座

④ ろ座

① 全天88星座
せ い ざ

のうち、日本語表記で１文字の星座は3つで

ある。ほ座は船の帆
ほ

、や座は弓矢の矢、ろ座は化学者が

蒸留
じょうりゅう

に使う炉
ろ

のことである。ちなみに、ほ座はもともとギリ

シャ神話に登場する船の星座（アルゴ座）の一部であった

が、アルゴ座が大きすぎたため、国際天文学連合
こくさいてんもんがくれんごう

が現在
げんざい

の88星座を決める際
さい

にりゅうこつ座、とも座、ほ座の3つ

に分割
ぶんかつ

され、正式な星座となった。なお、ひ座という星座

はない。

2

59 月の表面を覆
おお

う「レゴリス」についての次の記述
きじゅつ

のうち、正しいもの

はどれか。

① 月の火山活動によってできた

② 衝突破片
しょうとつはへん

であり、ガラスを多く含
ふく

む

③ 金が豊富
ほ う ふ

に含まれている

④ 月の新しい海では、20～30 m体積している

② 月の表面を覆
おお

う砂のことをレゴリスという。厚
あつ

さは「高地」

と呼
よ

ばれる比較
ひ か く

的古い地形のところで20～30 m、「海」と

呼ばれる比較的新しい地形のところで数ｍである。レゴリ

スにはガラスの粒子
りゅうし

、岩の破片
は へ ん

、鉄粉
てっぷん

が含
ふく

まれている。こ

のガラスは衝突
しょうとつ

の衝
しょう

撃
げき

により表面が溶
と

け、再度急速に固

まったものである。岩石にはアルミニウムやチタン、鉄な

どの金属
きんぞく

が含まれているものもある。なお、金は豊富に

含まれてはいない。月には水も大気もないために、レゴリ

スはとがっており、吸
す

い込
こ

むと非常
ひじょう

に危険
き け ん

である。

4

60 中心部に岩石・氷の内核
ないかく

があり、そのまわりを金属水素
きんぞくす いそ

の外核
がいかく

、さ

らにそのまわりを水素のガスが覆
おお

っている惑星
わくせい

のタイプはどれか。

① 地球型
がた

惑星

② 木星型惑星

③ 天王星
てんのうせい

型惑星

④ 冥王星
めいおうせい

型惑星

② 地球型惑星
がたわくせい

は主に岩石と鉄でできており、太陽系
たいようけい

では水

星、地球、火星があてはまる。木星型惑星は中心部に岩

石・氷があり、その外側に金属水素
きんぞくす いそ

の核
かく

があり、さらにそ

の外側は水
すい

素
そ

とヘリウムのガスで覆
おお

われている惑星で、

木星と土星があてはまる。天王星
てんのうせい

型惑星は氷のマントル

をもち、天王星と海
かい

王星
おうせい

があてはまる。なお、冥王星
めいおうせい

型惑

星はない。したがって、正答は②となる。

5
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