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研究目的

• マクロ暗黒物質の候補の一つであるNucleariteの探索

• 流星、特に太陽系外起源の流星の観測

• その他の大気発光現象

• EUSO-TAやMini-EUSOなどとの共同観測
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査定額と使途

• 今年度査定額：32万円

• 今年度使途

実験機器輸送代、消耗品 ： 13,649円

米国ユタ州への旅費等（3月予定） :   306,351円



DIMS の観測概念図

Meteor observation 

zone 

Nuclearite 

search zone
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〜30km

Earth surfaceObservation Instrument 3

TLE’s

(transient luminous events)

太陽系外起源の流星の
日心速度＞42 km/s

マクロ暗黒物質の
速度＞ 250 km/s～



Key Elements of DIMS Detector 

Canon ME20F-SH CMOS camera
- Max. sensitivity ~ ISO 4,000,000

- 1920 x 1080 pixels at 29.97 fps
- FOV ~57°x34° with 35 mm lens

Controlled by Windows PC 

UFOCapture
- Motion capture software 

by sonotaCo.com

Camera boxes 
- 3 types

- accommodating 
camera, PCs, 

fans, heater, 
monitors 

Solar power supply system 
Self-supply system only required 

for the operation at Central Laser 
Facility, TA site, Utah

4Japanese camera box Polish camera box

BRM-Pole

TARA-Pole

TARA-Z

BRM-Z



DIMS 実験経過
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2021年度
2021/08 明野観測所にDIMS 2号機を移設
2021/10 木曽観測所にDIMS 4号機を移設
2021/12 信州大にDIMS 3号機を移設

2022年度
2022/08-09 DIMS 1号機をTARAに設置
2022/08-09 DIMS 5号機（ポーランド NCBJ 製）をBRMに設置
2023/02      DIMS 2号機（明野）と4号機（木曽）を

NCBJと共同で小型化した装置をTARAとBRMに設置

2019-2020年度
甲南大、大阪電通大、日大で観測装置の開発・製作と観測を実施

2023年度
2024/03 ユタの4台でステレオ観測を実施中



TAサイト DIMS 観測装置

BRM

● Installation position

TARA

Maps & images: University of Utah, Google Maps

BRM (Pole cam: 2022/09--)

(Zenith cam: 2023/03--)

Not installed 

yet

TARA (Pole cam: 2022/08--)

(Zenith cam: 2023/03--)

CLF

北極星
Polaris

Polaris

~Zenith

~Zenith
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Sky Coverage @ 100km Hight 
for Meteor Observation

Longitude at 100km height
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Camera FOV ~57°x 34°
with 35 mm lens
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2023-03-25 08:35:45

90 frames

2023-03-25 08:35:45

90 frames

2023-03-25 08:35:45

93 frames

2023-03-25 08:35:45

93 frames
2023-03-26 09:11:00

149 frames

2023-03-26 09:11:00

149 frames

2023-03-26 09:11:00

155 frames

2023-03-26 09:11:00

155 frames

流星のステレオイベント例
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一夜分の流星の合成写真
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1,751 triggered events are included. 

Observed at TA TARA site in Utah on November 26, 2022



毎日の取得データの推移（24か月分）
From Mar 1st , 2022 to Feb 18th , 2024

- 現在、ユタの4台が稼働中
- 新月で雲無時には約1000イベント/夜/台のデータを取得できた

Observation in Utah

Observation in Japan Observation in Utah
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月光とバックグラウンド

新月付近ではバックグラウンドが小さく、
多くの質の良いイベントが取れた

月が出てくるとバックグラ
ウンドは急激に大きくなる

• Pole camera of TARA during November 15 and 20, 2022 

• mean pixel values in a 120×120 pixel region at the center of the camera FOV
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天体位置測定を用いた流星画像のマッチング例

TARAとBRMでは視差があるた
め流星がずれて見えている ↓

TARA-Pole

TARA-Zenith

TARA-Zenith

BRM-Zenith

TARA-PoleとTARA-Zenithは

ほぼ同じ場所にあるので流星
が連続して見えている

M. Vrabel, NCBJ, Poland
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太陽系外起源流星の解析

観測期間：2022/5/27〜12/31 (約7カ月)

木曽65,108イベントと明野48,282イベントのデータを解析
同時判定をした流星数：3199個

離心率

日
心
速
度

k
m

/s

日時

地球軌道上での
第三宇宙速度
地球軌道は真円で
ないため波打って
いる

系外流星候補
イベント: 33個

系内流星候補
イベント

速度誤差、流星体軌
道、惑星による軌道
変化を詳細に検討中

M. Endo, Nihon U.
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発光時間分布

発光時間 [s]

イベント例（Kiso）

発光継続時間が⻑く、経路⻑
が⻑いイベントは軌道決定誤
差が小さい
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流星軌道解析例
S. Drisova, Astronomical Inst., Slovakia

Utah : 10.11.2022 10:16:57 の
1イベントについての解析例

軌道要素の分布

Nominal orbit

Monte Carlo

エラー伝搬を考慮
15



2024/5 以降、雷光(TLE)観測用
に貸出し、運用予定

2025/3 まで観測継続予定

DIMS-TARAサイトの現状と予定
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DIMS-BRMサイトの現状と予定

2025/3 まで観測継続予定
2024/3 にEUSO-TAと共同観測予定
2024/4 以降に木曽に移設し観測予定

EUSO-TA

TA-Fluorecence Detector

EUSO-TA

• 2枚の1 m2 フレネルレンズ
• 視野 11O × 11O

• 2304画素の光検出モジュール

視野 57O × 34ODIMS
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まとめ
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• Macro Dark Matter や太陽系外流星の探索のための
DIMS Project を推進してきた

• 2023年度は、ユタTAサイトで4台の高感度カメラを用い、遠隔自動
ステレオ観測を実施

• 各種のデータ解析を進行中

• 2024/3 にEUSO-TAと共同観測を予定

• 2024年度は観測とデータ解析を継続予定

• これまでの多大なるご支援を有難うございました


