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The Omega band aurora is a type of aurora that appears just after auroral breakup and drifts eastward from midnight
towards the early morning hours. It is characterized by a distinctive structure resembling an inverted Ω shape. Previous
studies on Omega band auroras have proposed several hypotheses regarding their origins. It is suggested that Omega band
is caused by velocity shear resulting from a hybrid of Kelvin-Helmholtz and Rayleigh-Taylor instabilities. Another model,
the streamer model, proposes that the poleward auroral streamer directly evolves into the Omega band torch. The Omega
band auroras consist of various type of aurora, including diffuse aurora, pulsating aurora, and discrete aurora within the
torch. However, due to the limited number of simultaneous observations with magnetospheric satellites, the magnetospheric
mechanisms responsible for triggering Omega band auroras remain unclear. In this study, we analyzed ground-based
observations at two wavelengths, 427.8 nm and 844.6 nm, using two EMCCD cameras installed in Tromsø, Norway, along
with conjugate observations by the Arase satellite on the magnetospheric side. On September 30, 2017, and March 25, 2021,
Omega band auroras were observed in Tromsø, with the Arase satellite’s orbital footprint located within the field of views
of the cameras. These events occurred during dawn local time, and the Arase satellite detected strong chorus waves along
with injections of electrons in the tens of keV range, which may have contributed to the diffuse and pulsating auroras within
the Omega band auroras. In this presentation, we will report on these two events, focusing on the spatial characteristics of
precipitating electrons within the Omega band auroras and their correspondence with magnetospheric phenomena.

オメガバンドオーロラとは、オーロラブレークアップ直後に発生し真夜中から朝方にかけて東側にドリフトするオーロ
ラであり、特徴的なΩを上下反転させたような構造を持つ。
オメガバンドオーロラの先行研究では、その成因に関していくつかの説が提案されており、ケルビンヘルムホルツ/レ
イリー・テイラー不安定性のハイブリッドによって発生する速度シアを起因とした説や、極側オーロラストリーマがオメ
ガバンドのトーチに直接進化するストリーマモデルが提案されている。また、オメガバンドオーロラはさまざまなオーロ
ラで構成されていることが明らかとなっており、トーチ中にディフューズオーロラ、脈動オーロラ、ディスクリートオー
ロラが存在していることが確認されている。しかし、磁気圏側の衛星との同時観測例がほとんどないため、オメガバンド
オーロラを起こす磁気圏側の機構については、明らかになっていない。本研究では、ノルウェーのトロムソに設置された
2台の EMCCDカメラによる 427.8nmと 844.6nmの 2波長の地上観測と、あらせ衛星による磁気圏側共役観測イベント
の解析を行った。2017年 9月 30日、2021年 3月 25日において、トロムソでオメガバンドオーロラが観測された際に、
あらせ衛星の軌道フットプリントが光学観測視野内にあった。これらのイベントは、朝側の地方時で発生しており、あ
らせ衛星では数十 keVの電子のインジェクションとともに、強いコーラス波動が観測され、オメガバンドオーロラ中の
ディフューズ/脈動オーロラの起源となっている可能性がある。本発表では、この 2つのイベントについて、オメガバン
ドオーロラ内部における空間的な降込み電子特性と、磁気圏側現象との対応について報告する。


