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	 表紙：	水面に浮かぶ雲をすくう。雲は身近だが、つかみどころのない不思議な存
在（撮影：中野公力）

	 裏表紙上：	魚眼レンズで撮影した雲。渦巻くさまからは自然のもつ生命力を感じる
（撮影：藤牧徹也）

	 裏表紙下：	静岡市葵区でお茶づくりを続ける斉藤勝弥さん。空を見上げて、雲や風の
流れ、湿気の変化などから天気を読みとる（撮影：川本聖哉）
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作
家
　
池
澤
夏
樹

か
ら
四
十
分
ほ
ど
だ
か
ら
そ
う
遠
い
わ
け

で
は
な
い
。
途
中
は
新
緑
が
き
れ
い
だ
が
、

着
い
た
ダ
ム
の
あ
た
り
は
標
高
五
百
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
な
の
で
木
々
は
ま
だ
裸
に
近
い
。

山
腹
に
は
雪
が
少
し
残
っ
て
い
る
。

　

駐
車
場
に
車
を
置
い
て
、
そ
の
先
の
二

キ
ロ
ほ
ど
は
乗
合
の
電
気
自
動
車
で
行
く

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
乗
っ
て
み
た
ら

途
中
は
ほ
と
ん
ど
ず
っ
と
ト
ン
ネ
ル
だ
っ

た
。
ダ
ム
建
設
の
工
事
用
に
掘
っ
た
の
を

そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

ダ
ム
の
上
に
立
っ
て
見
る
と
一
方
は
湖

で
、
も
う
一
方
は
深
い
谷
。
周
囲
の
山
も

ず
い
ぶ
ん
と
急
峻
で
、
い
い
景
色
だ
と
深

呼
吸
し
な
が
ら
思
う
。
道
が
あ
っ
た
か
ら

楽
だ
っ
た
が
、
自
分
の
足
で
来
れ
ば
な
か

な
か
の
山
歩
き
に
な
っ
た
は
ず
。

　

そ
し
て
、
ず
っ
と
奥
ま
で
続
い
て
い
る

湖
面
を
見
な
が
ら
、
こ
の
湖
の
水
が
流
れ

流
れ
て
自
分
の
家
ま
で
来
て
い
る
の
だ
と

い
う
こ
と
に
ち
ょ
っ
と
し
た
感
動
を
覚
え

自
分
が
飲
ん
で
い
る
水
の
源

　

数
年
前
か
ら
札
幌
に
住
ん
で
い
る
の
だ

が
、
こ
こ
の
水
道
の
水
に
感
心
し
て
い
る
。

　

味
の
こ
と
は
後
に
述
べ
る
と
し
て
、
ま

ず
喜
ば
し
い
の
は
夏
で
も
冷
た
い
こ
と
。

蕎
麦
や
う
ど
ん
を
茹
で
て
、
仕
上
が
っ
た

と
こ
ろ
で
流
水
の
中
で
揉
ん
で
引
き
締
め

る
。
指
の
間
で
み
る
み
る
し
ゃ
き
っ
と
な

る
の
が
わ
か
る
し
、
指
そ
の
も
の
も
痛
い

ほ
ど
。

（
さ
っ
き
測
っ
た
ら
、五
月
の
連
休
明
け
の

今
で
水
温
は
8
・
6
度
だ
っ
た
。）

　

北
国
だ
か
ら
も
と
も
と
気
温
が
低
い
。

そ
れ
に
雪
の
多
い
土
地
だ
か
ら
、
夏
に
な

っ
て
も
ダ
ム
の
水
の
何
割
か
は
雪ゆ

き
し
ろ代
、
つ

ま
り
雪
解
け
水
な
の
で
は
な
い
か
。
冷
た

い
水
が
底
の
方
に
あ
る
と
か
。

　

そ
の
ダ
ム
を
見
た
い
と
思
っ
た
。
水
道

局
に
電
話
し
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、
ぼ
く
の

家
に
供
給
さ
れ
て
い
る
水
は
豊と

よ
ひ
ら
が
わ

平
川
の
上

流
に
あ
る
豊ほ

う
へ
い
き
ょ
う

平
峡
ダ
ム
か
ら
来
て
い
る
と

教
え
ら
れ
た
。

　

で
は
行
っ
て
み
よ
う
と
車
を
出
す
。
家



自分が飲んでいる水の源3

雲がもたらす天の恵みを湛えた豊平峡ダム。しくみこそ変化したが、私たちが水に生かされていることは変わらない　提供：国土交通省北海道開発局札幌開発建設部

池澤夏樹（いけざわ なつき）

1945年北海道生まれ。小学校から後は東京育ち。以後多くの旅を重ね、3年をギリシャで、10年を沖
縄で、5年をフランスで過ごして、今は札幌在住。1987年『スティル・ライフ』で芥川賞を受賞。その
後の作品に『マシアス・ギリの失脚』『花を運ぶ妹』『静かな大地』『キップをなくして』『カデナ』『アト
ミック・ボックス』など。自然と人間の関係について明晰な思索を重ね、数々の作品を生む。

た
。
小
学
生
が
遠
足
の
後
で
書
か
さ
れ
る

作
文
の
よ
う
な
感
想
だ
け
れ
ど
、
素
直
に

そ
う
思
っ
た
の
だ
。

　

水
が
こ
こ
に
蓄
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
湖

が
領
土
と
し
て
支
配
し
て
い
る
集
水
域
と
い

う
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
。
分
水
嶺
で
区
切
ら

れ
た
百
六
十
平
方
キ
ロ
に
降
っ
た
雨
と
雪
は

す
べ
て
こ
こ
に
流
れ
込
む
。
そ
れ
か
ら
、
直

線
距
離
に
し
て
二
十
キ
ロ
ほ
ど
の
流
路
の
途

中
で
浄
化
さ
れ
て
我
が
家
に
届
き
、
そ
の
先

で
は
ま
た
浄
化
の
過
程
を
経
て
石
狩
湾
に
注

ぐ
。
蒸
発
し
て
雲
と
な
り
、
や
が
て
雨
や
雪

と
な
っ
て
山
に
降
る
。

　

人
は
昔
か
ら
ず
っ
と
川
の
ほ
と
り
で
暮

ら
し
て
き
た
。
水
が
な
け
れ
ば
生
活
は
成

り
立
た
な
い
。
近
年
に
な
っ
て
そ
の
水
を

家
の
中
に
ま
で
引
き
込
む
よ
う
に
な
っ
た

け
れ
ど
、
流
れ
の
ほ
と
り
で
暮
ら
す
と
い

う
原
理
は
変
わ
ら
な
い
。

　

水
の
味
の
こ
と
。
我
が
家
の
水
道
の
水

は
う
ま
い
。
ふ
だ
ん
は
特
に
そ
う
思
う
こ

と
な
く
飲
ん
で
い
る
が
、
旅
先
の
水
道
の

水
の
味
に
落
胆
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

つ
ま
り
こ
こ
の
水
は
う
ま
い
の
だ
。

　

あ
の
山
に
降
っ
た
雪
と
雨
が
そ
の
ま
ま

ダ
ム
か
ら
地
下
の
水
路
を
辿
っ
て
こ
の
家

の
蛇
口
ま
で
流
れ
来
た
る
。
ま
ず
く
な
る

理
由
が
な
い
、
と
湖
と
周
囲
の
山
の
景
色

を
思
い
出
し
て
考
え
た
。
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空
を
見
上
げ
る
と
そ
こ
に
あ
る
「
雲
」。
雲
と
は
、大
気
中
に
固
ま
って
浮
か
ぶ
水

滴
ま
た
は
氷
の
粒（
氷
ひ
ょ
う
し
ょ
う

晶
）の
こ
と
。
空
気
が
高
く
上
が
る
と
温
度
が
下
が
り
、空

気
に
含
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
水
蒸
気
が
集
ま
って
雲
に
な
る
。

そ
の
雲
は
雨
を
も
た
ら
す
物
理
的
な
存
在
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
し
ら

人
々
の
心
に
響
く
存
在
で
も
あ
る
。
雲
は
人
の
夢
や
希
望
な
ど
あ
い
ま
い
な
も
の
に

た
と
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
雲
と
聞
い
て
思
い
浮
か
べ
る
風
景
は
一
様
で
は

な
い
。
雲
に
対
す
る
印
象
や
思
い
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
身
近
な
存
在
で
あ
る
雲
。
そ
の
実
体
は
ど
の
く
ら
い
知
ら
れ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、刻
一
刻
と
姿
を
変
え
、二
度
と
同
じ
形
に
な
ら
な
い
雲

は
、
人
間
に
と
って
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
。

人
の
暮
ら
し
と
の
関
係
や
、
心
理
的
・
文
化
的
な
側
面
に
も
光
を
あ
て
な
が
ら
、
雲

の
魅
力
に
迫
る
。

特
集 

雲
を
つ
か
む
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「
雲
」と
の
出
合
い
は

教
材
づ
く
り
か
ら

―
雲
に
惹
か
れ
た
き
っ
か
け
と
は
？

　

今
春
、
定
年
ま
で
数
年
残
し
て
退
職
し

ま
し
た
が
、
私
は
中
学
校
の
理
科
の
教
員

で
し
た
。
石
川
県
教
育
委
員
会
の
指
導
主

事
に
な
っ
た
の
が
40
歳
の
と
き
。
若
い
先

生
た
ち
を
指
導
す
る
立
場
に
な
り
、「
教
員

自
身
が
楽
し
め
る
よ
う
な
教
材
を
つ
く
ろ

う
」
と
思
い
、
教
材
の
テ
ー
マ
を
「
雲
」

に
決
め
た
の
で
す
。
そ
れ
が
雲
に
心
惹
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
で
す
。

　

理
科
や
社
会
の
教
員
は
「
周
辺
の
知

識
」
が
大
切
で
す
。
教
科
書
を
そ
の
ま
ま

教
え
て
も
、
生
徒
は
興
味
を
抱
き
に
く
い

も
の
。
実
際
に
植
物
を
採
り
に
行
く
、
ト

カ
ゲ
を
触
っ
て
み
る
と
い
っ
た
好
奇
心
を

も
と
に
し
た
経
験
が
必
要
な
の
で
す
。
教

員
自
身
が
遊
ぶ
よ
う
に
学
び
、
そ
の
な
か

か
ら
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
こ
と
を
教
材

に
す
れ
ば
、
き
っ
と
生
徒
た
ち
も
関
心
を

も
つ
は
ず
だ
と
考
え
た
の
で
す
。

ふわふわと空に浮かび漂
う雲。その魅力はいったい
どこにあるのか――。本
特集のナビゲーターとして、
「雲好き」が高じて雲の写
真集・書籍をこれまで７冊
上梓した村井昭夫さんに
お会いした。村井さんが
雲に心惹かれる理由を尋
ねることで、雲の魅力が浮
き彫りになるはずだ。村井
さんが撮影した雲の写真
を眺めつつ、基礎知識や
撮影の心得などを学ぶこ
とからスタートしよう。

いつでも、どこでも、  見上げれば雲はそこにある

手前の雲は下層の積雲群、奥に見えるの
は上層の巻雲。高度が違うことがわかる

（P.6〜13の雲の写真はすべて村井昭夫
さん提供）

雲の案内人に聞く「雲の魅力」

入門



いつでも、どこでも、見上げれば雲はそこにある7

　

当
時
、
私
と
同
じ
よ
う
な
考
え
の
教
員

が
数
名
い
ま
し
た
の
で
、
彼
ら
と
一
緒
に

ト
ル
コ
の
皆
既
日
食
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・

ア
ラ
ス
カ
の
オ
ー
ロ
ラ
を
観
に
行
き
ま
し

た
。
私
は
大
学
時
代
に
気
象
学
を
学
ん
だ

こ
と
も
あ
っ
て
「
雲
で
教
材
を
つ
く
ろ

う
」
と
考
え
た
の
で
す
が
、
実
は
あ
ま
り

知
ら
な
か
っ
た
の
で
雲
に
つ
い
て
改
め
て

勉
強
し
、
写
真
も
撮
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。ど

こ
で
も
観
察
で
き
る

唯
一
の
自
然
が「
雲
」

―
雲
の
魅
力
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

一
つ
め
は
「
ど
こ
で
も
観
察
で
き
る
」

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
日
食
や
オ
ー
ロ

ラ
、
珍
し
い
鳥
を
見
る
に
は
、
そ
の
場
所

に
行
か
な
い
と
い
け
な
い
。
と
こ
ろ
が
雲

は
、
空
さ
え
見
ら
れ
れ
ば
誰
で
も
観
察
で

き
ま
す
ね
。
朝
起
き
て
窓
を
開
け
て
も
、

玄
関
か
ら
一
歩
出
て
も
、
た
と
え
会
議
中

だ
っ
て
窓
さ
え
あ
れ
ば
雲
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
雲
は
「
ま
ち
な
か
に
残
さ
れ
た

唯
一
の
自
然
」
で
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

も
っ
と
も
身
近
で
最
後
ま
で
残
っ
て
い
る

自
然
な
の
で
す
。
空
を
見
上
げ
る
だ
け
で
、

太
古
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
雲
の
発
生

と
消
失
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

三
つ
め
は
「
同
じ
雲
に
は
二
度
と
巡
り

合
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
。
雲
は
刻
一
刻

と
形
を
変
え
ま
す
し
、
大
き
さ
も
さ
ま
ざ

いつでも、どこでも、  見上げれば雲はそこにある

インタビュー

村井昭夫さん

雲の案内人・石川県立大学
客員研究員・気象予報士

Akio Murai
石川県金沢市生まれ。信州大学卒業。北見工
業大学大学院博士課程修了。雲好きが高じて気
象予報士（No.6926）となる。2012 年 9月に
雪結晶の研究で博士（工学）取得。「Murai 式
人工雪結晶生成装置」で日本雪氷学会北信越
支部雪氷技術賞（2007）受賞。著書に『雲三
昧』『雲のカタログ』『雲のかたち立体的観察図
鑑』『空の図鑑』『雲百景』『雲の見本帳』、訳
書に『驚くべき雲の科学』がある。雲の撮影と著
述業、雪結晶の研究に専念するため、2017 年
3月末で中学校教員を退職。ブログ「 雲三昧 」
で雲と空の写真や動画、情報を公開中。

（左）『雲のカタログ』（草思社 2011）
（右）『雲の見本帳』（エムディエヌコーポレーション
　　2016）
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ま
で
す
。

　

気
に
留
め
な
い
人
の
方
が
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
実
は
私
た
ち
の
頭
の
上
で
は
時

間
と
と
も
に
い
ろ
い
ろ
な
雲
が
湧
き
、
流

れ
、
あ
る
い
は
消
え
て
い
ま
す
。
そ
ん
な

自
然
の
営
み
が
繰
り
返
し
起
き
て
い
る
の

は
、
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
ね
。

雲
の
基
本
は
10
種
類

ま
ず
は
眺
め
る
こ
と
か
ら

―
雲
に
つ
い
て
簡
単
に
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　

雲
は
、
空
気
が
何
ら
か
の
原
因
で
上
空

へ
持
ち
上
げ
ら
れ
た
と
き
に
で
き
る
現
象

で
す
。
雲
の
正
体
は
大
気
に
含
ま
れ
る
水

蒸
気
が
凝
結
し
て
で
き
た
水
滴
や
氷
の
粒
。

直
径
０
・
１
mm
以
下
と
小
さ
い
の
で
軽
く
、

地
上
に
落
ち
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
空

に
浮
か
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
雲
の
基
本
は
10
種
類
で
す
。
こ

れ
を
「
十
種
雲う
ん
け
い形
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ

は
１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）、
世
界
気
象
機

関
（
注
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
。

雲
が
で
き
る
高
さ
を
三
つ
に
分
け
、
さ
ら

に
塊
、
層
状
、
降
水
を
伴
う
か
な
ど
で
分

類
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
日
ご
ろ
呼
ん

で
い
る
「
ひ
つ
じ
雲
」
は
高こ
う
せ
き
う
ん

積
雲
、「
う
ろ

こ
雲
」
は
巻け
ん
せ
き
う
ん

積
雲
が
正
式
名
称
で
す
。

　

誤
解
さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
、「
飛
行
機

雲
」
は
10
種
類
に
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

飛
行
機
を
発
明
し
て
か
ら
出
現
す
る
よ
う

に
な
っ
た
人
工
の
雲
だ
か
ら
で
す
。

（注）世界気象機関
世界の気象業務の調和と推進に必要な企画・調整活動にあたる
国連の専門機関の一つで略称はWMO（World Meteorological 
Organization）。1950 年 3月23日に設立。本部はスイスのジュ
ネーブにある。2017 年、インターナショナル・クラウド・アトラス（ICA)
を30 年ぶりに改訂し、雲の新しい種・変種などが追加された。

雲の基本は10種類。これは世界共通の分類　［ ］内は通称十種雲形

上層雲
（5,000ｍ~）12,000ｍ

中層雲
（2,000ｍ~）7,000ｍ

下層雲
（地表付近~）2,000ｍ

対流雲
（雲底は下層、）雲頂は上層

❶
巻雲（けんうん）［すじぐも、しらすぐも］

❹
高積雲（こうせきうん）［ひつじぐも、まだらぐも］

❼
積雲（せきうん）［わたぐも］

❷
巻積雲（けんせきうん）［うろこぐも、さばぐも］

❺
高層雲（こうそううん）［おぼろぐも］

❽
層積雲（そうせきうん）［くもりぐも、うねぐも、まだらぐも］

❸
巻層雲（けんそううん）［うすぐも、かすみぐも］

❻
乱層雲（らんそううん）［あまぐも］

❾
層雲（そううん）［きりぐも］

�
積乱雲（せきらんうん）［かみなりぐも、にゅうどうぐも］

十種雲形の名前のルール
雲の名前はややこしいが、ルールを知ると覚えやすい

第1のルール 高さ
先頭に「巻」がつく▶上層雲
先頭に「高」がつく▶中層雲

「巻」も「高」もつかない▶下層雲

第2のルール 形
「層」がつく▶水平に大きく
　　　　　 広がった雲

「積」がつく▶かたまり状の雲

第3のルール 雨
「乱」がつく▶雨を伴う
 　　　　　厚い雲

『雲のカタログ』『雲の見本帳』を参考に編集部作成



9 いつでも、どこでも、見上げれば雲はそこにある

入門
〈雲の魅力〉

雲の種類と高さ、形 ／ 雲ができるしくみ

雲は高さや形によって10 種類に分け
られている。ただし、積乱雲と乱層雲は
層をまたぐ

『雲のカタログ』を参考に編集部作成

空気が上昇する主な原因
雲ができるのは空気の上昇がきっかけ。
代表的なのは右記の 3 パターン

『雲のカタログ』を参考に編集部作成

雲ができるしくみ
空気が上昇すると温度が下がり、水蒸
気が凝結して水や氷の粒になると雲が
できる

筆保弘徳さん監修・著『まなびのずか
ん 気象の図鑑』（技術評論社 2014）
を参考に編集部作成
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―
私
た
ち
の
よ
う
な
「
雲
の
初
心
者
」

は
ま
ず
種
類
を
覚
え
る
べ
き
で
す
か
？

　

た
し
か
に
、
雲
を
見
て
い
る
と
「
あ
の

雲
は
な
ん
で
す
か
？
」
と
必
ず
聞
か
れ
ま

す
か
ら
ね
。
た
だ
し
、
分
類
と
し
て
10
種

類
は
粗
い
で
す
し
、
雲
は
動
き
な
が
ら
変

化
し
ま
す
。
例
え
ば
高
層
雲
が
発
達
し
て

雨
を
降
ら
せ
る
乱
層
雲
に
な
る
こ
と
も
あ

る
。
そ
れ
に
十
種
雲
形
か
ら
さ
ら
に

「
種
」「
変
種
」「
副
変
種
」
な
ど
細
分
化
さ

れ
て
い
る
の
で
、
雲
の
種
類
で
引
っ
か
か

っ
て
挫
折
し
て
し
ま
う
よ
り
も
、
ま
ず
は

雲
を
見
て
、
興
味
を
も
っ
た
ら
少
し
ず
つ

種
類
を
覚
え
て
い
く
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

―
き
れ
い
な
雲
を
見
つ
け
や
す
い
時
間

帯
や
季
節
は
あ
る
の
で
す
か
？

　

ま
ず
時
間
帯
で
す
が
、
雲
に
は
凹
凸
が

あ
り
ま
す
の
で
、
太
陽
の
光
が
横
方
向
か

ら
あ
た
る
と
き
、
つ
ま
り
朝
と
夕
方
は
陰

影
や
立
体
感
が
出
や
す
く
、
日
中
よ
り
も

美
し
い
雲
を
見
つ
け
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
上
空
に
現
れ
た
雲
の
形
や
並

び
が
き
れ
い
で
、
空
も
青
く
澄
み
、
横
か

ら
あ
た
る
光
の
角
度
も
ち
ょ
う
ど
よ
い
と

い
う
「
き
れ
い
な
雲
の
条
件
」
が
す
べ
て

そ
ろ
う
の
は
非
常
に
稀
な
こ
と
で
す
。

　

季
節
ご
と
に
現
れ
や
す
い
雲
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
あ
と
ど
ん
な
雲
が
現
れ
る
の

か
の
予
測
は
難
し
い
で
す
。
と
い
う
の
も
、

地
上
に
い
る
私
た
ち
が
見
ら
れ
る
雲
の
範

囲
は
あ
ま
り
広
く
な
い
ん
で
す
ね
。
雲
の

高
さ
に
も
よ
り
ま
す
が
、
せ
い
ぜ
い
30
㎞

程
度
。
で
す
か
ら
、
次
に
来
る
雲
が
も
の

入門
〈雲の魅力〉

基本となる十種雲形から、見た目や並び方、特徴によってさらに細分化されている

種
見た目の形状で分類

変種
並び方や厚さなどで分類

副変種
部分的な特徴や付随してできる雲で分類

高積雲の「レンズ雲」

巻積雲の「蜂の巣状雲」

積乱雲の「かなとこ雲」

（注）いずれにもあてはまらない雲形もある
『雲のカタログ』『雲の見本帳』を参考に編集部作成

積雲の「雄大雲」

高積雲の「波状雲」

高積雲の「尾流雲」

層積雲の「塔状雲」

巻雲の「もつれ雲」

高層雲の「乳房雲」

巻層雲の「毛状雲」

高積雲の「半透明雲」

積雲の「ずきん雲」

雲の代表的な種・変種・副変種（例）
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す
ご
く
美
し
い
並
び
か
も
し
れ
な
い
し
、

さ
っ
き
通
り
過
ぎ
た
雲
は
芸
術
作
品
の
よ

う
な
形
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
積
乱
雲
が
発
達
し
て
生
ま
れ
る

「
か
な
と
こ
雲
」
な
ん
て
30
分
く
ら
い
で

消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
雲
と
人

は
一
期
一
会
な
の
で
す
。

雲
が
好
き
に
な
る
と

生
き
る
楽
し
み
が
増
え
る

―
村
井
さ
ん
の
よ
う
に
「
雲
好
き
」
と

呼
ば
れ
る
方
々
は
男
性
が
多
い
？

　

私
の
印
象
だ
と
３
分
の
２
は
女
性
で
す

ね
。
男
性
が
マ
ニ
ア
ッ
ク
に
な
り
が
ち
な

いつでも、どこでも、見上げれば雲はそこにある

古い飛行機雲の横に新しい飛行機雲が
生まれる。飛行機雲は十種雲形には含ま
れないが、身近な雲の一つだ

「積乱雲」が発達して「かなとこ雲」を
形成するまでの 9 分間の変化。短時
間に雲が変わる様子がよくわかる

太陽が沈んだ直後の、青に染まった空と高積雲

黄金色に輝く高積雲の夕焼け

成長する積乱雲夕暮れを活かして撮る

11番目の雲「飛行機雲」
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の
に
対
し
て
、
女
性
は
雲
を
見
る
こ
と
、

写
真
に
撮
る
こ
と
を
純
粋
に
楽
し
ん
で
い

ま
す
。
雲
や
空
、
虹
な
ど
の
情
報
を
常
に

S
N
S
で
共
有
し
て
い
る
女
性
グ
ル
ー
プ

も
あ
り
ま
す
よ
。

―
写
真
に
撮
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
？

　

雲
を
好
き
に
な
る
と
、
そ
の
次
に
「
雲

に
つ
い
て
勉
強
す
る
」「
雲
の
撮
影
に
ハ
マ

る
」
と
い
う
二
つ
の
楽
し
み
方
が
生
ま
れ

ま
す
。
私
は
雲
好
き
が
高
じ
て
気
象
予
報

士
の
資
格
を
取
り
ま
し
た
。

　

雲
を
見
て
い
る
と
「
自
分
で
撮
り
た

い
」
と
思
う
の
が
人
間
の
性さ
が

の
よ
う
で
す
。

雲
に
限
ら
ず
鳥
や
鉄
道
も
被
写
体
と
し
て

人
気
で
す
が
、
き
れ
い
な
写
真
を
手
に
入

れ
た
い
の
な
ら
プ
ロ
の
写
真
集
を
買
え
ば

よ
い
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
自
分
で
撮
る
の
だ

か
ら
不
思
議
で
す
ね
。

―
雲
の
撮
影
で
大
切
な
こ
と
は
？

　

常
に
カ
メ
ラ
を
持
ち
歩
く
こ
と
で
す
。

「
あ
っ
、
い
い
雲
だ
！
」
と
思
っ
て
か
ら

カ
メ
ラ
を
取
り
に
行
っ
て
も
た
い
て
い
間

に
合
い
ま
せ
ん
。
雲
は
神
出
鬼
没
で
す
か

ら
、
見
つ
け
た
ら
パ
ッ
と
撮
る
。
備
え
と

し
て
は
、
自
分
の
生
活
圏
内
で
空
が
見
渡

せ
て
、
電
線
が
邪
魔
に
な
ら
な
い
開
け
た

場
所
を
い
く
つ
か
見
つ
け
て
お
く
と
い
い

で
し
ょ
う
。
ク
ル
マ
で
通
勤
し
て
い
る
人

な
ら
、
違
反
せ
ず
安
全
に
駐
車
で
き
る
場

所
を
覚
え
て
お
く
と
役
立
つ
は
ず
で
す
。

　

雲
を
撮
る
な
ら
広
い
範
囲
を
写
せ
る
広

角
レ
ン
ズ
が
あ
る
と
迫
力
が
出
ま
す
の
で
、

レ
ン
ズ
が
交
換
で
き
る
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ

か
ミ
ラ
ー
レ
ス
カ
メ
ラ
が
お
勧
め
で
す
。

た
だ
し
、
最
近
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ

メ
ラ
は
高
性
能
な
の
で
、
雲
と
空
を
パ
ノ

ラ
マ
で
撮
影
す
る
の
も
楽
し
い
で
す
。
そ

れ
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ら
サ
ッ
と
取
り

出
し
て
撮
れ
ま
す
か
ら
ね
。

―
こ
れ
か
ら
雲
を
見
て
み
よ
う
と
思
う

人
た
ち
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
。

　

楽
し
み
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
よ
い
と
思

い
ま
す
。
種
類
は
わ
か
ら
な
く
て
も
「
何

か
に
似
て
い
る
雲
」
ば
か
り
を
撮
り
集
め

て
も
い
い
で
す
ね
。
雲
が
好
き
に
な
る
と

人
生
の
楽
し
み
が
増
え
ま
す
。
私
に
は

「
何
の
目
的
も
な
く
暮
ら
し
て
い
る
」
と

い
う
瞬
間
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
歩
い
て

い
て
も
、
自
転
車
に
乗
っ
て
い
て
も
、
山

を
登
っ
て
い
て
も
―
―
。

　

今
、
こ
の
瞬
間
に
も
雲
は
湧
い
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
空
を
見
て
、
自
然
の
不
思
議
さ
、

雄
大
さ
に
気
づ
い
て
く
だ
さ
い
。
い
つ
で

も
、
ど
こ
で
も
、
見
上
げ
れ
ば
そ
こ
に
は

雲
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。

（
２
０
１
７
年
４
月
12
日
取
材
）

夕暮れの高積雲。空の色を活かすと幻想的な写真が撮れる



13 いつでも、どこでも、見上げれば雲はそこにある

入門
〈雲の魅力〉

スマートフォン内蔵カメラで撮ったパノラマ写真。
一眼レフカメラとはまた違う雰囲気が楽しめる

（左）分厚い乱層雲を抜け
た先に広がる別世界。飛
行機の窓からは地上では見
られない、雲のほんとうの姿
が見られる

（右）飛行機から撮影した、
地表に落ちる積雲の影

（左）空に浮かぶ魔女の顔。
「難しいことは考えず、童心
にかえって雲を楽しむのも
いいですよ」（村井さん）

（右）こっちに向かってくるゴ
ジラのように見える積雲

月明かりに照らされる高積
雲。「夜は太陽や地表の光
や熱を受けないので、昼と
は少し異なる表情を見せま
す」（村井さん）

たまには雲に近づきたい

昼とは少し違う「夜の雲」

何かに似ている雲を撮る

雲はスマホでも楽しい！
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知恵
〈観天望気〉

銘茶を支える、
雲による天気読み

一級河川・安倍川流域に
ある森内茶農園。冷気が
溜まりにくい傾斜の上では
茶摘み作業が進む



銘茶を支える、雲による天気読み15

収
穫
時
の
大
敵「
雨
」を

雲
の
動
き
で
捉
え
る

　

急
斜
面
に
植
え
ら
れ
た
茶
の
木
に
三
方

を
囲
ま
れ
た
お
椀
の
底
の
よ
う
な
場
所
で
、

「
森
内
茶
農
園
」
の
主
、
森
内
吉
男
さ
ん

に
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
が
鳴
っ
た
。
目
が
く
ら
む
よ
う
な
斜
面

の
上
方
で
女
性
た
ち
と
新
茶
を
手
摘
み
す

る
妻
・
真
澄
さ
ん
か
ら
収
穫
作
業
に
つ
い

て
の
相
談
だ
っ
た
。

「
今
日
は
、
も
う
少
し
上
の
方
ま
で
摘
ん

で
も
ら
お
う
か
」。
指
示
を
出
し
終
え
る

と
、
森
内
さ
ん
は
再
び
こ
ち
ら
を
向
く
。

「
昔
は
大
声
で
伝
え
て
い
た
ん
で
す
よ
。

こ
の
地
形
は
声
が
反
響
し
て
遠
く
ま
で
通

る
か
ら
。
内
緒
話
を
す
る
と
き
は
、
気
を

つ
け
な
い
と
い
け
な
い
け
ど
ね
」

　

森
内
茶
農
園
は
、
静
岡
市
葵
区
の
内
牧

地
区
に
あ
る
。
同
地
区
を
含
む
安
倍
川
流

域
は
、
起
源
が
鎌
倉
時
代
と
も
伝
え
ら
れ

る
本ほ
ん
や
ま
ち
ゃ

山
茶
の
産
地
。
江
戸
時
代
に
は
将
軍

職
を
譲
り
隠
居
し
た
徳
川
家
康
か
ら
愛
さ

れ
、
駿
府
城
に
御
用
茶
と
し
て
献
上
さ
れ

て
い
た
歴
史
を
も
つ
銘
茶
で
あ
る
。

雲や風の動きなどを観察して、経験をもとに天気
を予想する「観

かんてんぼう

天望気
き

」には「こけら雲（うろこ
雲）が西から出れば雨」など雲にまつわる言い
伝えも多い。ところが天気予報が発達した今、生
業に結び付けている事例はなかなかない。しか
し、銘茶の産地として知られる静岡県には、雲や
風の動きから天候を予測し、それを栽培や収穫
に活かしている人々がいる。一番茶の収穫で忙
しい静岡市葵区のお茶農家に、お茶づくりの過
程における「雲による天気読み」を聞いた。

銘茶を支える、
雲による天気読み

（上）一番茶となる葉を摘む手。今どき手摘みは珍しいという
（下）3haの茶畑を手がける森内吉男さん。お茶の質を左右する雨に
ついては、天気予報だけに頼らず雲の動きも読む
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森
内
さ
ん
は
こ
の
地
で
九
代
続
く
茶
農

家
だ
。
３
ha
の
敷
地
の
７
割
を
傾
斜
地
が

占
め
、
収
穫
は
斜
面
の
上
の
方
か
ら
行
な

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

「
内
牧
は
低
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
な
の
で
、

山
か
ら
吹
き
下
ろ
す
冷
た
い
空
気
が
溜
ま

り
や
す
い
地
形
で
す
。
だ
か
ら
、
冷
気
が

留
ま
ら
な
い
斜
面
は
茶
の
木
の
生
育
が
早

く
、
逆
に
底
に
あ
た
る
場
所
に
植
え
た
茶

の
木
は
生
育
が
遅
い
。
同
じ
品
種
で
も
摘て
き

採さ
い

時
期
が
２
～
３
週
間
も
違
う
の
で
す
」

　

森
内
さ
ん
は
、
今
で
は
あ
ま
り
見
な
く

な
っ
た
手
摘
み
を
一
部
用
い
る
な
ど
、
手

間
を
か
け
た
お
茶
づ
く
り
に
取
り
組
む
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
風
向
き
や
気
温
、
地

温
と
い
っ
た
そ
の
土
地
固
有
の
気
象
条
件

「
微
気
象
」（
注
）
を
熱
心
に
研
究
し
て
い
る
。

微
気
象
に
は
茶
葉
の
品
質
向
上
に
つ
な
が

る
ヒ
ン
ト
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

「
摘
採
の
時
期
は
、
特
に
雨
に
敏
感
に
な

り
ま
す
。
そ
の
雨
の
到
来
を
知
ら
せ
て
く

れ
る
の
は
雲
な
の
で
す
」
と
森
内
さ
ん
は

言
う
。

　

お
茶
は
葉
を
摘
み
取
っ
た
あ
と
、
蒸
し

て
乾
燥
さ
せ
て
、
形
を
整
え
て
製
品
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
収
穫
前
に
雨
を
浴
び
、

必
要
以
上
に
水
分
を
細
胞
内
に
蓄
え
て
し

ま
っ
た
葉
は
乾
燥
に
時
間
が
か
か
る
。
す

る
と
香
り
が
落
ち
、
あ
る
い
は
茶
液
の
色

が
く
す
み
、
市
場
価
値
は
下
が
っ
て
し
ま

う
。「
に
わ
か
雨
程
度
な
ら
機
械
で
空
気
を

吹
き
か
け
て
乾
か
せ
ば
影
響
は
出
な
い
」

（
森
内
さ
ん
）
そ
う
だ
が
、
雨
が
２
～
３
日

降
り
つ
づ
く
よ
う
だ
と
葉
は
水
を
た
っ
ぷ

り
吸
う
の
で
、
収
穫
を
遅
ら
せ
る
こ
と
も

あ
る
。

「
お
茶
は
八
十
八
夜
（
５
月
１
日
も
し
く
は
２

日
）
の
贈
答
用
の
需
要
が
大
き
く
、
そ
れ

に
間
に
合
う
よ
う
出
荷
で
き
る
と
よ
い
値

が
つ
き
ま
す
。
求
め
ら
れ
る
時
期
に
質
の

高
い
お
茶
を
出
荷
で
き
る
か
ど
う
か
は
雨

の
降
り
方
と
、
雨
を
予
測
し
た
作
業
に
か

か
っ
て
き
ま
す
」　

天
候
悪
化
の
サ
イ
ン
は

「
山
に
登
る
雲
」と「
稜
線
」

　

そ
こ
で
、
か
ね
て
内
牧
で
用
い
ら
れ
て

き
た
の
が
、
雲
を
用
い
た
天
気
読
み
だ
。

「
東
側
に
あ
る
盆
地
の
出
口
か
ら
、
西
に

あ
る
山
へ
向
か
っ
て
雲
が
流
れ
る
と
天
気

は
悪
化
す
る
」
は
そ
の
代
表
例
だ
。

「
東
か
ら
西
に
風
が
吹
き
、
雲
が
山
に
登

っ
て
い
く
と
、
農
家
の
間
で
は
『
天
気
が

崩
れ
そ
う
だ
ね
』
と
い
う
言
葉
が
出
ま
す
。

集
落
の
人
た
ち
は
み
ん
な
天
気
を
気
に
し

て
い
ま
す
し
、
挨
拶
が
わ
り
に
自
分
の
予

報
を
話
し
た
り
も
す
る
。
最
初
に
誰
か
が

気
づ
い
て
、
だ
ん
だ
ん
と
合
意
さ
れ
て
い

っ
た
も
の
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
低
気
圧
が
近
づ
い
て
い
る
時
の
風

向
き
で
あ
り
、
気
象
理
論
と
し
て
も
正
し

い
よ
う
に
思
い
ま
す
」

　

森
内
さ
ん
た
ち
が
も
う
一
つ
気
に
し
て

い
る
の
は
、
茶
畑
の
北
方
に
あ
る
牛
ヶ
峰

（
高
山
／
標
高
7
1
7
ｍ
）
だ
。
梅
雨
時
、
曇

（上）森内さんたち地元のお茶農家が雨の指標に
している牛ヶ峰（赤丸部分）。雲がかかっていても
稜線がぼやけて見えるときは雨が降らない
（下）森内茶農園の上空を漂う雲。天候を予測す
る大事な要素だ
（左）傾斜の上方、わずかに残された地面に座っ
て昼食をとる茶摘みの女性たち

（注）微気象

地表より100ｍくらいまで（2ｍ以下のこともある）、水平的には数
ｍから数kmの範囲に起こる気象現象のこと。地表の状態や地
形、建物、植生、農作物などの影響で微細な変化が生じる。地
表で生活する人間にとってはもっとも関連が深い気象といえる。
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り
空
を
背
景
に
牛
ヶ
峰
の
稜
線
が
く
っ
き

り
見
え
る
と
き
は
の
ち
に
天
候
が
悪
化
す

る
。
そ
の
反
対
に
、
雲
が
か
か
っ
て
い
て

稜
線
が
ぼ
や
け
て
い
る
と
き
は
雨
が
降
ら

な
い
と
い
う
。

「
こ
れ
も
住
民
の
会
話
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
根
拠
は
わ
か
ら
な
い

の
で
す
が
、
か
な
り
当
た
る
ん
で
す
よ
」

天
気
予
報
が
当
た
ら
な
い

低
温
か
つ
多
雨
な
茶
畑

　

次
に
話
を
伺
っ
た
の
は
、
同
じ
静
岡
市

葵
区
の
西
又
地
区
で
「
ほ
ん
や
ま
の
有
機

茶
園
」
を
営
む
斉
藤
勝
弥
さ
ん
。
斉
藤
さ

ん
は
十
八
代
目
で
、
お
茶
づ
く
り
を
始
め

た
の
は
四
代
目
か
ら
と
の
こ
と
。
本
山
茶

の
歴
史
を
支
え
て
き
た
一
族
と
い
え
る
。

　

斉
藤
さ
ん
が
こ
だ
わ
る
の
は
お
茶
の
栄

養
価
だ
。
収
穫
さ
れ
た
お
茶
は
毎
年
精
密

な
分
析
を
行
な
い
、
出
来
を
科
学
的
に
確

か
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
を
も
と
に
、

日
々
の
作
業
に
工
夫
を
加
え
て
き
た
。

「
西
又
は
、
風
と
風
が
ぶ
つ
か
る
の
で
よ

く
雲
が
出
ま
す
。
そ
し
て
空
気
が
冷
え
て

降
り
て
く
る
。
だ
か
ら
気
温
が
低
く
て
、

雨
が
多
い
。
そ
の
う
え
静
岡
市
中
心
部
の

天
気
予
報
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
か
な
り

特
殊
な
地
域
な
の
で
、
自
分
で
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
ん
だ
ね
」（
斉
藤
さ
ん
）

　

J
R
静
岡
駅
そ
ば
に
あ
る
静
岡
地
方

気
象
台
の
年
間
降
水
量
は
２
３
０
０
mm
程

度
だ
が
、
西
又
は
２
８
０
０mm
。
最
低
気
温

は
４
度
も
低
い
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の

環
境
に
は
、
お
茶
の
生
産
に
適
し
た
面
も

あ
る
と
斉
藤
さ
ん
は
言
う
。

「
寒
さ
は
茶
の
木
の
生
育
を
遅
ら
せ
ま
す

が
、
一
方
で
自
己
防
衛
機
能
を
引
き
出
し

ま
す
。
樹
液
を
濃
く
す
る
、
つ
ま
り
糖
分

を
蓄
え
て
凍
結
を
避
け
よ
う
と
す
る
力
を

活
か
す
と
栄
養
価
が
高
ま
る
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
」

　

そ
こ
で
重
要
な
の
が
「
水
」。
土
壌
の

養
分
を
し
っ
か
り
茶
の
木
に
吸
わ
せ
る
た

め
に
は
、
と
に
か
く
肥
料
を
溶
か
し
込
む

水
が
必
要
。
水
が
必
要
な
分
だ
け
供
給
さ

れ
、
肥
料
の
溶
け
込
ん
だ
溶
液
が
樹
液
よ

り
も
薄
い
状
態
が
維
持
さ
れ
れ
ば
、
茶
の

木
は
ど
ん
ど
ん
肥
料
を
吸
い
と
る
そ
う
だ
。

「
ど
う
や
っ
て
適
切
に
水
分
を
与
え
る
か

が
、
お
茶
づ
く
り
で
は
き
わ
め
て
大
事
で

す
。
理
想
は
土
壌
の
肥
料
を
き
っ
ち
り
茶

の
木
に
吸
収
さ
せ
る
こ
と
。
肥
料
が
余
る

と
、
雨
が
た
く
さ
ん
降
っ
た
と
き
に
流
れ

て
、
川
を
汚
し
て
し
ま
う
か
ら
ね
」

雲
の
流
れ
、風
の
重
さ
、

湿
気
な
ど
で
天
気
を
読
む

　

水
の
管
理
が
す
べ
て

―
。
斉
藤
さ
ん

は
そ
う
考
え
て
い
る
か
ら
、
い
つ
で
も
外

で
風
を
受
け
、
雲
を
見
て
、
い
つ
茶
畑
に

雨
が
降
る
か
読
み
と
ろ
う
と
し
て
き
た
。

若
い
こ
ろ
に
農
業
試
験
場
で
学
ん
だ
「
天

気
は
、
風
と
雲
と
水
の
か
か
わ
り
合
い
で

決
ま
る
」
と
い
う
知
識
を
下
敷
き
に
経
験

を
重
ね
、
雲
の
流
れ
、
風
の
重
さ
、
湿
気

な
ど
か
ら
、
高
気
圧
や
低
気
圧
の
位
置
を

推
測
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
明
確
な
基
準
は
な
い
ん
だ
け
ど
ね
。
高

気
圧
が
来
て
い
る
と
き
は
真
東
に
雲
が
強

く
流
れ
る
と
か
、
そ
れ
が
少
し
ず
れ
て
北

東
に
吹
く
よ
う
に
な
る
と
低
気
圧
が
来
て

い
る
な
と
か
。
そ
う
い
う
感
じ
で
す
ね
」

　

そ
れ
は
斉
藤
さ
ん
が
父
親
か
ら
教
え
ら

れ
て
き
た
こ
と
と
重
な
る
部
分
も
多
い
。

「
父
は
気
象
を
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
が
、
風
の
湿
り
方
な
ど
か
ら
よ
く
雨

を
予
測
し
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
そ
う
い
う

判
断
を
し
た
か
、
当
時
は
わ
か
ら
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
経
験
を
重
ね
た
今
は
合
点

が
い
く
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」

　

雲
を
使
っ
た
天
気
読
み
は
、
経
験
的
、

感
覚
的
な
術
な
の
で
、
そ
の
す
べ
て
に
裏

付
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
茶
畑
で
地
形
や
微
気

象
を
読
み
と
り
な
が
ら
栽
培
を
続
け
て
き

た
事
実
は
、
科
学
的
な
法
則
や
計
算
だ
け

で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
ま
だ
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

　

い
み
じ
く
も
森
内
さ
ん
と
斉
藤
さ
ん
、

双
方
が
口
に
し
た
「
ず
っ
と
外
に
い
れ
ば
、

わ
か
る
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
に
残
る
。

空
調
の
効
い
た
空
間
に
慣
れ
た
都
市
生
活

者
の
目
に
は
、
茶
畑
へ
足
を
運
び
つ
づ
け

て
磨
い
た
「
雲
や
風
な
ど
の
サ
イ
ン
」
を

読
み
と
る
力
が
ま
ぶ
し
く
見
え
た
。

（
２
０
１
７
年
４
月
24
日
取
材
）

銘茶を支える、雲による天気読み

天気の予測について語る斉藤勝弥
さん（上）と斉藤さんの茶畑から見た
静岡市中心部（下）。斉藤さんの上
空には分厚い雲がかかっているが、
市の中心部は晴れている。天気が
一様ではないことがわかる知恵

〈観天望気〉
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天
気
予
報
の
要か

な
め

は

人
に
よ
る
判
断

　

天
気
予
報
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
身
近

で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
で
も
、
天
気

予
報
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
か
は
、

意
外
と
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

天
気
予
報
の
ベ
ー
ス
に
な
る
の
は
、
日

本
や
世
界
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
る
観
測
デ

ー
タ
で
す
。
気
象
観
測
は
大
き
く
分
け
て
、

地
上
・
海
上
観
測
、
高
層
気
象
観
測
、
衛

星
か
ら
の
観
測
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を

合
わ
せ
て
大
気
の
状
態
を
三
次
元
で
捉
え

て
い
ま
す
。

　

高
層
気
象
観
測
で
は
、
気
圧
や
気
温
、

湿
度
な
ど
を
測
定
す
る
セ
ン
サ
ー
を
載
せ

た
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
と
い
う
測
器
を
上
空
に

飛
ば
し
て
観
測
デ
ー
タ
を
得
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
世
界
中
が
同
時
刻
に
観
測
す
る
取

り
決
め
に
な
っ
て
い
て
、
日
本
で
も
全
国

16
カ
所
お
よ
び
南
極
昭
和
基
地
で
１
日
２

回
、
G
P
S
の
つ
い
た
ゴ
ム
風
船
を
毎
日

上
空
に
飛
ば
し
て
い
ま
す
。

　

飛
行
機
や
ロ
ケ
ッ
ト
が
飛
び
回
る
時
代

に
風
船
で
上
空
を
測
る
と
聞
く
と
、
ち
ょ

っ
と
古
く
さ
く
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
ゾ
ン
デ
観
測
の
登
場
に
よ

り
、
今
ま
で
雲
で
空
の
動
き
を
測
っ
て
い

た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
上
空
の
大
気
の
様

子
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

気
象
庁
は
集
ま
っ
た
観
測
デ
ー
タ
を
も

と
に
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
シ
ミ

天気予報の今と
台風研究の最前線

渦を巻いた積乱雲の集合体「台風」
写真：AFLO

最新研究
〈天気予報＆台風〉

かつて、雲の形や動きなどの観測情報は「雲学」と
して気象の解析・予測に多用されていた。気象衛星
の登場によって雲学の重要性は低くなったものの、雨
や雪などの発生源である雲が天気予報の判断材料
の一つであることに変わりはない。また、渦を巻いた
積乱雲の集合体で、巨大なエネルギーを発する台風
は、どこまで解明されているのか。大気現象を研究
する筆保弘徳さんに解説していただいた。

カラー化したひまわり
8号による地球画像

（2016年3月9日）
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ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
未
来
の
予
報
値
を
算

出
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
予
報
値
が
そ

の
ま
ま
天
気
予
報
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
気

象
庁
の
予
報
官
や
民
間
企
業
の
気
象
予
報

士
が
、
予
報
値
と
最
新
の
観
測
デ
ー
タ
を

分
析
し
て
予
測
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
最

終
的
に
は
人
が
判
断
し
ま
す
。

　

ち
な
み
に
天
気
予
報
を
注
意
深
く
見
て

い
る
と
、
番
組
や
媒
体
に
よ
っ
て
少
し
ず

つ
異
な
る
こ
と
に
気
づ
く
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
誰
の
予
報
を
採
用
す
る
か
は
テ
レ
ビ

局
や
番
組
、
媒
体
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
判

断
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

カ
ラ
ー
映
像
化
し
た

「
ひ
ま
わ
り
８
号
」

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
天
気
予
報
は
外
れ

る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、

自
然
現
象
を
１
０
０
％
正
確
に
は
予
測
で

き
な
い
の
で
す
。
と
は
い
え
、
そ
の
精
度

は
ず
い
ぶ
ん
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
台
風

の
一
日
（
24
時
間
）
後
の
進
路
予
報
の
誤
差

は
、
20
年
前
に
は
２
０
０
km
あ
り
ま
し
た

が
、
今
は
１
０
０
km
以
下
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
だ
１
０
０
km
も
誤
差
が
あ
る
の
か

と
考
え
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
私
た

ち
研
究
者
か
ら
し
た
ら
、
よ
く
ぞ
こ
こ
ま

で
き
た
と
い
う
気
持
ち
で
す
。

　

さ
ら
に
今
後
、
気
象
予
測
の
精
度
を
上

げ
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
、
２
０
１

５
年
（
平
成
27
）
に
運
用
が
開
始
さ
れ
た
静

止
気
象
衛
星
「
ひ
ま
わ
り
８
号
」
で
す
。

ひ
ま
わ
り
８
号
は
、
世
界
初
の
カ
ラ
ー
映

像
を
実
現
し
ま
し
た
。「
え
っ
？ 

今
ま
で

も
カ
ラ
ー
だ
っ
た
で
し
ょ
」
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
ひ
ま
わ
り
７

号
（
２
０
０
６
年
～
）
ま
で
は
モ
ノ
ク
ロ
画

観測データを得る測器「ラジオゾンデ」の
放球シーン　提供：気象庁

Hironori Fudeyasu
1975年岩手県釜石市生まれ。岡山県岡山市育ち。岡山大学理
学部地学科卒業。同大学院修士課程、京都大学大学院博士課
程修了。博士（理学）。気象予報士。防災士。防災科学技術研究
所、海洋研究開発機構、ハワイ大学を経て2010年４月から現職。
専門は気象学。研究分野は台風、局地風、メソスケールの気象現
象など。著・監修に『台風の正体』（朝倉書店 2014）、『まなびの
ずかん 気象の図鑑』（技術評論社 2014）など。

インタビュー

筆保弘徳さん

横浜国立大学 教育人間科学部
准教授・気象予報士

（上）ひまわり8号が撮影した雲の画像。次々に積乱雲へ発達している様子がわかる（2015年6月23日）
（下）左がひまわり7号、右が8号の撮影画像。8号はカラー化した（2015年4月20日）

ひまわり画像提供：気象庁

台風の発生・消滅までの中心位置（予報円の中心）の予報を実
際の中心位置との距離（誤差）を求め、1年分を集計して算出
出典：気象庁ホームページ「台風進路予報の精度検証結果」

台風進路予報（中心位置の予報）の精度
24時間後の進路誤差は100km未満になった
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像
で
し
た
。
私
た
ち
が
天
気
予
報
で
見
て

い
た
の
は
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
後
か

ら
加
工
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

ひ
ま
わ
り
８
号
は
、
７
号
の
約
50
倍
、

初
号
機
（
１
９
７
８
年
～
）
と
比
べ
る
と
４

０
０
倍
の
デ
ー
タ
処
理
能
力
を
有
し
て
い

ま
す
。
例
え
る
な
ら
白
黒
テ
レ
ビ
が
一
気

に
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
に
な
っ
た
く
ら
い
、

飛
躍
的
に
性
能
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　

以
前
は
１
時
間
に
１
枚
か
２
枚
の
画
像

で
し
た
が
、
今
で
は
10
分
間
で
１
枚
か
ら

数
枚
と
、
数
分
間
隔
で
撮
影
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
高
解
像
度
の
画

像
と
な
り
、
よ
り
詳
細
で
緻
密
な
雲
の
動

き
や
構
造
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
わ
か
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
計
測

が
難
し
か
っ
た
火
山
の
噴
煙
や
黄
砂
を
は

じ
め
、
今
ま
で
捉
え
に
く
か
っ
た
も
の
が

デ
ー
タ
に
表
れ
て
く
る
の
で
す
。

　

ひ
ま
わ
り
８
号
の
観
測
デ
ー
タ
に
よ
っ

て
、
気
象
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
課
題

も
解
明
が
進
む
の
で
は
な
い
か
と
楽
し
み

に
し
て
い
ま
す
。

台
風
が
生
ま
れ
る

５
つ
の
パ
タ
ー
ン

　

私
の
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
は
、
台
風
の

発
生
で
す
。
台
風
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、

気
象
の
世
界
に
お
い
て
も
っ
と
も
解
明
が

進
ん
で
い
な
い
現
象
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

台
風
と
は
、
渦
を
巻
い
た
積
乱
雲
の
集

合
体
で
す
。
地
球
上
で
発
生
す
る
台
風
は

年
間
お
よ
そ
80
個
。
北
西
太
平
洋
で
発
生

す
る
台
風
は
そ
の
う
ち
30
個
近
く
で
、
全

体
の
３
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
台
風
の
卵
と
な
る
積
乱
雲
の
塊

は
、
各
地
で
年
間
数
千
個
近
く
発
生
し
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
大
半
は
台
風
に
な

ら
ず
に
消
滅
し
ま
す
。
台
風
に
な
る
雲
の

塊
と
、
な
ら
な
い
雲
の
塊
の
違
い
は
何
な

の
か
。
そ
こ
に
台
風
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
鍵
が
あ
り
ま
す
。

　

北
西
太
平
洋
に
お
け
る
台
風
を
生
み
出

す
親
と
な
る
大
気
環
境
は
５
つ
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
私
は
理
化
学
研
究
所
や
気

象
庁
と
の
共
同
研
究
で
、
台
風
の
誕
生
が

こ
の
５
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
ど
れ
で
あ
る
か

を
見
極
め
る
方
法
を
開
発
し
ま
し
た
。

　

右
の
一
番
下
の
図
を
見
て
く
だ
さ
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
赤
道
付
近
の

偏
東
風
の
な
か
で
で
き
る
台
風
（
Ｅ
Ｗ
）

で
す
。
一
方
、
夏
に
な
る
と
モ
ン
ス
ー
ン

と
い
う
西
風
が
吹
く
の
で
す
が
、
こ
の
西

風
と
東
風
の
合
流
域
（
Ｃ
Ｒ
）
や
、
西
風

と
東
風
が
す
れ
違
う
シ
ア
ー
ラ
イ
ン
（
Ｓ

Ｌ
）
に
で
き
る
台
風
が
あ
り
ま
す
。
あ
と

の
２
つ
は
少
し
特
殊
で
、
モ
ン
ス
ー
ン
・

ジ
ャ
イ
ア
（
Ｍ
Ｇ
）
の
な
か
で
で
き
る
台

台風を生み出す「5つの場」
日本を含む北西太平洋に向かう台風は、主に5つの場所で発生することがわかっている

上記はいずれも筆保弘徳さん監修・著『まなびのずかん 気象の図鑑』（技術評論社 
2014）と筆保さん・吉田龍二さん（理化学研究所）提供資料を参考に編集部作成

台風の月別の主な進路

台風の構造
台風は渦を巻いた積乱雲の集合体。低気圧の中心付近の最大風速が17m/s以上にな
ると「台風」と呼ばれる。北半球では反時計回りの渦巻きとなる
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風
、
先
行
す
る
台
風
の
後
ろ
に
で
き
る
台

風
（
Ｐ
Ｔ
Ｃ
）
で
す
。
注
目
す
べ
き
は
、

こ
れ
ら
５
つ
の
生
ま
れ
の
違
い
に
よ
っ
て
、

台
風
の
性
質
も
異
な
る
と
い
う
点
で
す
。

　

例
え
ば
、
発
生
し
た
と
き
の
強
さ
は
ど

の
パ
タ
ー
ン
も
同
じ
で
す
が
、
大
き
さ
に

は
差
が
あ
り
、
モ
ン
ス
ー
ン
・
ジ
ャ
イ
ア

パ
タ
ー
ン
は
太
っ
た
台
風
、
偏
東
風
や
合

流
域
パ
タ
ー
ン
は
ス
リ
ム
な
台
風
に
な
り

ま
す
。
ほ
か
に
も
、
シ
ア
ー
パ
タ
ー
ン
や

合
流
域
パ
タ
ー
ン
は
発
生
後
ど
ん
ど
ん
強

く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
し
、
さ
ら
に
合

流
域
パ
タ
ー
ン
は
北
上
し
て
、
ほ
か
よ
り

も
日
本
に
上
陸
し
や
す
い
と
い
う
特
徴
を

も
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
台
風
は
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
平
等
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
特

徴
を
つ
か
め
れ
ば
、
台
風
発
生
段
階
か
ら

危
険
な
台
風
を
見
極
め
、
早
め
に
警
戒
で

き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
と
期
待
し
て
い

ま
す
。雲

と
風
が
つ
く
り
出
す

台
風
は「
雲
の
王
様
」

　

接
近
す
る
と
、
大
き
な
災
害
を
も
た
ら

す
台
風
で
す
が
、
一
方
で
は
、
私
た
ち
の

生
活
に
重
要
な
水
資
源
を
も
た
ら
す
側
面

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
例
が
２
０
０
５
年

（
平
成
17
）
の
台
風
14
号
で
す
。
こ
の
年
は
空

梅
雨
で
、
四
国
は
大
変
な
水
不
足
で
し
た
。

高
知
県
の
早さ

め明
浦う

ら

ダ
ム
の
貯
水
率
は
９
月

５
日
に
０
％
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
翌
６

日
に
は
１
０
０
％
に
復
活
し
ま
す
。
そ
れ

は
台
風
14
号
が
通
過
し
た
か
ら
で
す
。
台

風
は
「
空
飛
ぶ
給
水
車
」
で
あ
り
、
水
資

源
の
少
な
い
日
本
（
注
）
に
水
を
も
た
ら
す

大
切
な
役
割
も
果
た
し
て
い
る
の
で
す
。

　

自
然
現
象
と
し
て
の
台
風
の
い
ち
ば
ん

の
特
徴
は
、
寿
命
が
長
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

台
風
は
、
自
分
で
つ
く
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
一
部
で
自
分
を
養
っ
て
、
平
均
５
日
、

長
け
れ
ば
20
日
も
活
動
を
続
け
ま
す
。
風

が
雲
を
つ
く
り
、
雲
が
風
を
生
み
出
し
、

お
互
い
が
見
事
な
バ
ラ
ン
ス
の
う
え
で
助

け
合
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
台
風
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
塊
で
も
あ
り
ま
す
。
台
風

が
も
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
は
圧
倒
的
で
、
地

球
上
で
消
費
さ
れ
る
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
１

カ
月
分
に
相
当
す
る
と
い
う
計
算
結
果
も

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
自
然
科
学
の
目

か
ら
す
る
と
、
台
風
は
非
常
に
特
殊
で
、

興
味
深
い
現
象
な
の
で
す
。

工
場
の
煙
突
の
煙
が

雲
に
な
る
？

　

実
は
、
私
は
「
人
工
的
な
雲
も
た
く
さ

ん
あ
る
」
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
昔
か
ら

追
っ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
煙
突
の
煙
。

一
般
的
に
煙
は
組
織
化
し
な
い
と
さ
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
昨
年
末
、
と
う
と
う
煙

が
雲
に
な
る
瞬
間
を
目
撃
し
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
検
証
し
て
い
き
ま
す
が
、
雲
に
は

ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

　

気
象
を
研
究
し
て
い
る
者
で
も
雲
の
予

測
は
難
し
い
の
で
す
。
私
の
研
究
室
で
は
、

毎
日
夕
方
に
な
る
と
、
翌
日
午
後
４
時
の

大
学
上
空
の
天
気
を
全
員
で
予
報
し
て
い

ま
す
が
、
な
か
な
か
当
た
り
ま
せ
ん
。
空

全
体
に
占
め
る
雲
の
割
合
を
「
雲う
ん
り
ょ
う量」
と

い
い
ま
す
が
、
雲
量
が
１
以
下
な
ら
「
快

晴
」、
２
以
上
８
以
下
は
「
晴
れ
」、
９
以

上
は
「
曇
り
」。
つ
ま
り
雲
が
天
気
を
決

め
て
い
ま
す
。
私
が
「
晴
れ
」
と
予
報
し

て
当
た
り
そ
う
だ
っ
た
の
に
、
急
に
雲
が

湧
き
出
て
午
後
４
時
に
は
「
曇
り
」
に
な

っ
た
な
ん
て
い
う
こ
と
も
…
…
。
雲
は
ほ

ん
と
う
に
つ
か
め
な
い
も
の
な
の
で
す
よ
。

（
２
０
１
７
年
４
月
19
日
取
材
）

天気予報の今と台風研究の最前線

最新研究
〈天気予報＆台風〉

（注）水資源の少ない日本

国土面積と人口から導き出す一
人当たりの年降水総量で見ると、
日本は約5000㎥/人・年で世界
平均の1/3程度にすぎない。

（上）研究棟の屋上で学生た
ちと気象観測をする筆保さん。
翌日午後4時の天気予報も
毎日欠かさず行なっている

（右）雲に放射温度計を向け
る。雲は1000ｍにつき温度
が6.5度下がるため、雲の表
面温度を測ることで雲の高さ
がわかるという

京浜工業地帯にある煙突から出た煙が雲になった様子
提供：奥村政佳さん（RAGFAIR・気象予報士・保育士）

台風上陸ランキング
世界的に見ても日本は台風の上陸が多い国
※1970年から2011年までの年間平均上陸数（個）

データ提供：筆保弘徳さん（上陸の定義は気象庁とは異なり、
沖縄も含む）
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楽
し
み
や
願
い
事
、

信
仰
を
伝
え
る
絵
巻

　

絵
巻
と
は
、
詞こ
と
ば
が
き書と

呼
ば
れ
る
文
章
と

絵
と
を
交
互
に
配
列
し
た
も
の
で
、
そ
の

始
ま
り
は
奈
良
時
代
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

仏
伝
経
典
の
一
つ
『
過
去
現
在
因い
ん

果が

経き
ょ
う』

の
写
本
『
絵
因
果
経
』
が
嚆こ
う

矢し

で
、
仏
教

の
教
え
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
生
ま
れ

ま
し
た
。

　

私
の
研
究
の
中
心
は
中
世
の
院
政
期

（
注
）
で
す
の
で
、『
源
氏
物
語
絵
巻
』『
伴ば
ん

大だ
い

納な

言ご
ん

絵
巻
』『
信し

ぎ貴
山さ

ん

縁
起
絵
巻
』『
鳥

ち
ょ
う

獣
じ
ゅ
う

戯ぎ

が画
』
な
ど
こ
の
時
代
の
有
名
な
絵
巻
も

読
み
解
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
読
み
手
に

よ
っ
て
見
方
が
異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、

当
時
の
貴
族
は
『
源
氏
物
語
』
を
全
文
暗

記
し
て
い
た
の
で
、
絵
巻
で
は
「
ど
う
し

て
こ
の
風
景
な
の
か
？
」
と
読
み
解
く
楽

し
さ
を
与
え
る
も
の
で
し
た
し
、『
鳥
獣
戯

画
』
は
僧
が
稚
児
を
大
切
に
す
る
風
潮
か

ら
、
彼
ら
が
飽
き
な
い
よ
う
に
、
と
擬
人

化
し
た
生
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、『
石い
し
や
ま
で
ら

山
寺
縁
起
絵

巻
』
や
『
春か
す
が日

権ご
ん
げ
ん
げ
ん

現
験
記き

』
が
登
場
し
ま

す
。
こ
れ
は
各
々
の
お
寺
が
「
わ
が
寺
に

願
い
事
を
す
る
と
こ
ん
な
ご
利
益
が
あ
り

ま
す
よ
」
と
伝
え
る
も
の
で
、
貴
族
は
願

い
事
を
絵
巻
に
託
し
ま
し
た
。
ま
た
、
時

宗
の
開
祖
・
一
遍
を
描
い
た
『
一い
っ
ぺ
ん遍
聖
ひ
じ
り

絵え

』
は
自
分
た
ち
の
信
仰
を
世
に
広
め
る

た
め
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

鎌
倉
時
代
後
期
に
は
、
楽
し
み
、
願
い
事
、

信
仰
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
で

絵
巻
は
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

中世の絵巻に見る
「雲」の役割 文化

〈絵巻〉

Fumihiko Gomi
1946年山梨県生まれ。東京大学大学院
人文科学研究科修士課程修了。東京大学
大学院教授、放送大学教授を経て現職。日
本中世史専攻。院政期・鎌倉期の研究で知
られる。1991年『中世のことばと絵』でサン
トリー学芸賞、2004年『書物の中世史』で
角川源義賞、2016年『現代語訳 吾妻鏡』

（本郷和人らと共編）で毎日出版文化賞を
受賞。

インタビュー

五味文彦さん

東京大学名誉教授・公益財団法人 
横浜市ふるさと歴史財団理事長

（注）院政期

白河上皇が院庁（いんのちょう）で政務をみる
ようになった1086年（応徳3）から平氏一門が
滅亡した1185年（寿永4）までを指すことが多
いが、後三条天皇から始まるという見方もある。

日本の芸術文化において雲はど
のような存在だったのかを紐解く
ため、平安・鎌倉時代に盛んに制
作された「絵巻」に着目した。絵
画を含む史料の分析を通して中
世社会・文化を再現する研究を
続け、『絵巻で読む中世』などを
著した歴史学者の五味文彦さん
に、絵巻における雲の用いられ方
についてお聞きした。

図１：『春日権現験記』（高階隆兼［原画］鎌倉時代末期、天明4［1784］写）
藤原氏の氏神である奈良市の春日大社に祀られる神々の利益と霊験を描いた絵巻

図2：『信貴山縁起絵巻』（鳥羽僧正覚猷［画］
平安時代末期）
信貴山を再興した修行僧、命蓮（みょうれん）に
まつわる説話を絵巻としたもの

絵巻はいずれも国立国会図書館蔵
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特
別
な
場
面
に
こ
そ

雲
は
使
わ
れ
る

　

そ
の
絵
巻
に
お
い
て
、
雲
は
い
ろ
い
ろ

な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
「
時
の
流
れ
」
で
す
。
雲
が
流

れ
る
＝
時
間
が
経
つ
こ
と
な
の
で
場
面
転

換
で
用
い
ら
れ
ま
す
。『
春
日
権
現
験
記
』

の
仏
様
（
お
地
蔵
様
）
が
地
獄
を
案
内
す
る

有
名
な
シ
ー
ン
も
そ
う
で
す
（
図
１
）。

　

ま
た
、「
天
や
神
仏
と
の
か
か
わ
り
」
に

も
雲
は
関
係
し
ま
す
。
例
え
ば
阿
弥
陀
様

な
ど
の
仏
様
が
雲
に
乗
っ
て
や
っ
て
く
る
、

も
し
く
は
一
緒
に
浄
土
へ
連
れ
て
行
っ
て
く

れ
る
「
聖し
ょ
う
じ
ゅ
ら
い
ご
う

衆
来
迎
」
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ

と
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。『
信
貴
山
縁
起
絵

巻
』
に
は
病
を
患
っ
た
天
皇
を
祈
祷
で
治

す
た
め
に
童
子
が
雲
に
乗
っ
て
現
れ
ま
す

（
図
２
）。
ま
た
、『
春
日
権
現
験
記
』
の
讃
岐

守
俊
盛
が
往
生
す
る
夢
の
シ
ー
ン
で
は
、

仏
様
と
雲
に
乗
っ
て
天
に
行
き
ま
す
（
図
３
）。

　

さ
ら
に
、
雲
に
乗
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

「
紫し

雲う
ん

」
が
た
な
び
き
ま
す
（
図
４
）。
紫

色
の
雲
を
描
く
こ
と
で
、
め
で
た
い
こ
と

の
前
兆
と
し
て
起
こ
る
「
奇き

瑞ず
い

」
を
表
す

の
で
す
。
逆
に
、
不
吉
な
こ
と
の
と
き
は

黒
い
雲
に
鬼
や
龍
が
乗
っ
て
く
る
。
こ
れ

で
事
件
が
起
き
る
不
穏
な
空
気
が
醸
し
出

さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
も
朝
起
き
て
空
に
黒

い
雲
が
あ
る
と
、
ち
ょ
っ
と
不
吉
な
感
じ

が
し
ま
す
よ
ね
。

　

雲
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
役
割
が
あ
り

ま
す
。
周
囲
を
雲
で
覆
い
隠
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
る
部
分
を
目
立
た
せ
る
「
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
」
の
手
法
で
す
。
親
密
な
関

係
を
匂
わ
せ
る
、
あ
る
い
は
重
要
な
協
議

を
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
す
。

先
ほ
ど
の
『
春
日
権
現
験
記
』
の
地
獄
の

シ
ー
ン
（
図
１
）
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

雲
の
あ
る
光
景
か
ら

感
じ
た「
生
き
る
こ
と
」

　

時
代
が
下
っ
て
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』

に
な
る
と
、
金
箔
な
ど
で
雲
を
金
色
に
塗

る
「
金き
ん
う
ん雲

」
が
登
場
し
ま
す
が
、
こ
れ
は

技
法
や
意
味
と
い
う
よ
り
も
華
や
か
さ
の

演
出
で
す
。
雲
は
、
時
代
や
身
分
を
問
わ

ず
使
い
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
す
ね
。

　

個
人
的
な
話
で
す
が
、
４
年
前
に
病
で

２
カ
月
ほ
ど
絶
対
安
静
を
命
じ
ら
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
体
が
な
ま
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
朝
夕
歩
く
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
、

そ
れ
ま
で
な
ん
と
も
思
わ
な
か
っ
た
自
然

の
息
吹
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

朝
起
き
る
と
日
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
雲

が
動
い
て
い
る
。
夕
方
に
な
る
と
雲
に
朱

色
の
光
が
差
し
込
む

―
。
そ
う
し
た
雲

の
あ
る
美
し
い
光
景
は
、
私
に
「
生
き

る
」
と
い
う
日
々
を
実
感
さ
せ
、
ま
た
考

え
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
風
も
草
木
も
心

地
よ
い
も
の
で
す
が
、
時
間
の
流
れ
を
い

ち
ば
ん
強
く
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
自
然
は
、

や
は
り
雲
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
１
７
年
４
月
25
日
取
材
）

文化
〈絵巻〉

図3：『春日権現験記』図4：『春日権現験記』
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運
航
に
必
要
な
情
報
を

パ
イ
ロ
ッ
ト
に
提
供

　

空
港
で
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
交
信
し
な
が
ら

飛
行
機
の
安
全
な
運
航
を
支
え
る
仕
事
、

と
い
っ
た
ら
ど
ん
な
職
種
を
思
い
浮
か
べ

る
だ
ろ
う
か
。
真
っ
先
に
頭
を
よ
ぎ
る
の

は
、
ド
ラ
マ
や
映
画
な
ど
に
も
よ
く
登
場

す
る
「
航
空
管
制
官
」
か
も
し
れ
な
い
。

「雲の監視」で
フライトはより安全に

ライト兄弟が有人動力飛行に成功したのは
1903年（明治 36）、乗客や荷物を運ぶ旅
客機の登場が 1919年（大正 8）なのでお
よそ一世紀が経つ。陸から飛び立ち、雲を
突っ切る旅客機は、言うまでもなく現代社会
で大きな役割を果たしているが、上空の交
通はどう守られているのか。あまり知られて
いないかもしれないが、乗客の安全を支え
る立役者「運航支援者」の業務を見ると、
雲はかなり重要な存在であることがわかった。

ANAエアポート株式会社の運航支
援者、井上晃介さん。入社3年目。
大学では気象学を専攻していた

生活
〈空の交通〉
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1

2

3

4

飛
行
機
が
安
全
で
効
率
的
に
離
着
陸
で
き

る
よ
う
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
無
線
で
指
示
を

与
え
て
交
通
整
理
す
る
の
が
航
空
管
制
官

で
、
国
土
交
通
省
の
国
家
公
務
員
だ
。

　

そ
し
て
、
離
発
着
で
は
な
く
、
運
航
中

の
飛
行
機
の
安
全
を
後
方
で
支
え
る
重
要

な
任
務
の
人
た
ち
が
、
航
空
会
社
ご
と
に

存
在
す
る
。
そ
れ
が
「
運
航
管
理
者
」
な

ら
び
に
、
そ
の
補
佐
役
の
「
運
航
支
援

者
」
だ
。

　

主
な
業
務
を
ひ
と
言
で
言
う
と
、
安
全

で
快
適
な
空
の
旅
を
乗
客
が
楽
し
め
る
よ

う
、
必
要
な
情
報
を
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
提
供

す
る
こ
と
。
出
発
地
と
到
着
地
の
気
象
概

況
、
今
後
ど
の
よ
う
な
変
化
が
予
測
さ
れ

る
か
、
ど
の
高
度
を
飛
べ
ば
も
っ
と
も
揺

れ
が
少
な
い
か
、
と
い
っ
た
情
報
を
フ
ラ

イ
ト
前
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン

グ
す
る
。
機
体
の
整
備
状
況
は
む
ろ
ん
、

乗
客
や
搭
載
物
に
関
す
る
情
報
も
必
要
だ
。

安
全
運
航
の
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
貨

物
が
積
ま
れ
て
い
る
か
、
飛
行
機
の
乗
員

は
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
は
飛
行
中
も
交

信
す
る
。
事
前
に
情
報
提
供
し
て
も
空
の

状
況
は
刻
一
刻
と
変
わ
る
か
ら
、
リ
ア
ル

タ
イ
ム
の
や
り
と
り
が
欠
か
せ
な
い
。
雲

や
風
向
き
の
変
化
は
ど
う
か
、
雷
が
発
生

し
て
い
な
い
か
と
い
っ
た
情
報
が
大
切
に

な
る
。
気
象
庁
の
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー

一
日
の
業
務
は
、
ま
ず
天
気
図
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
か
ら
。

パ
イ
ロ
ッ
ト
と
無
線

で
の
や
り
と
り
は
、

集
中
力
が
必
要
だ
。

目視で安全確認！

1 運航に必要なさまざまなデータを映し出すモニターの前で同僚と情報交換する井上さん（右）
2 飛行中のパイロットと無線で話す井上さん。ラジオ業務と呼ばれるもの　
3 着陸時の安全確保を万全にするため、天候によっては目視を行なうこともある　
4 フライト前のパイロットと打ち合わせを行なうカウンターでデータをチェック



水の文化 56号　特集「雲をつかむ」 26

海風（昼間） 陸風（夜間）

海風 陸風

加熱 放射冷却

冷たい空気

気圧が高い 気圧が低い

冷たい空気

気圧が低い 気圧が高い

暖かくなった地面 冷えた地面海水温は
変わりにくい

海水温は
変わりにくい

暖かい空気が
上昇する

暖かい空気が
上昇する

凪

タ
に
よ
る
上
空
デ
ー
タ
を
も
と
に
伝
達
す

る
が
、
実
際
に
は
飛
行
中
の
便
か
ら
の
報

告
も
ナ
マ
の
情
報
に
な
る
。

　

国
家
資
格
と
な
る
運
航
管
理
者
は
、
情

報
提
供
だ
け
で
な
く
フ
ラ
イ
ト
プ
ラ
ン
を

作
成
す
る
。
補
佐
役
で
あ
る
運
航
支
援
者

が
提
供
し
た
情
報
を
も
と
に
パ
イ
ロ
ッ
ト

と
相
談
し
な
が
ら
、
離
着
陸
の
可
否
や
欠

航
な
ど
重
大
な
判
断
に
責
任
を
も
つ
。

雲
で
わ
か
る

乱
気
流
の
兆
候

　

羽
田
空
港
の
A 

N 

A 

（
全
日
本
空
輸
株
式

会
社
）
に
勤
務
し
て
い
る
運
航
管
理
者
と

運
航
支
援
者
は
一
日
で
各
々
15
〜
20
人
程

度
。
3
交
代
制
で
数
百
に
及
ぶ
フ
ラ
イ
ト

を
支
え
て
い
る
。
深
夜
の
貨
物
便
や
国
際

線
、
早
朝
に
到
着
す
る
便
が
あ
る
の
で
夜

勤
も
必
要
な
の
だ
。

　

A 

N 

A 

エ
ア
ポ
ー
ト
株
式
会
社
の
井
上

晃
介
さ
ん
は
、
入
社
3
年
目
の
運
航
支
援

者
。
一
日
の
業
務
は
、
ま
ず
天
気
図
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

「
日
本
全
体
の
地
上
か
ら
上
空
ま
で
を
見

ま
す
。
到
着
地
の
空
港
の
天
気
が
悪
化
す

る
要
素
が
な
い
か
ど
う
か
。
ど
の
高
度
で

風
が
急
変
し
て
い
る
か
、
温
度
が
ど
れ
く

ら
い
変
わ
っ
て
い
る
か
な
ど
も
航
路
の
断

面
図
で
把
握
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
飛

海
かいりくふう

陸風のしくみ
海辺は昼と夜で風の向きが反対になる。昼間は太陽によって陸側が早く温め
られるが、逆に夜は海水温が下がりにくいため気圧の高低が逆転するからだ。
羽田空港も風向きに合わせて、一日のうちに滑走路の進行方向を入れ替える。
筆保弘徳さん監修・著『まなびのずかん 気象の図鑑』（技術評論社 2014）を参考に編集部作成

ン
グ
を
ず
ら
す
必
要
が
あ
り
ま
す
」

　

ジ
ェ
ッ
ト
気
流
近
く
の
巻
雲
も
揺
れ
の

原
因
に
な
り
、
層
雲
の
下
層
で
発
生
す
る

霧
も
空
港
が
視
界
不
良
に
な
る
の
で
要
注

意
。
こ
の
よ
う
に
雲
は
飛
行
機
の
安
全
に

影
響
を
及
ぼ
す
が
「
逆
に
い
え
ば
、
雲
の

存
在
が
兆
候
と
な
っ
て
気
流
の
乱
れ
を
避

け
ら
れ
ま
す
」
と
井
上
さ
ん
は
話
す
。
だ

か
ら
「
ま
っ
た
く
予
想
せ
ず
に
機
体
が
大

き
く
揺
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
」
と
の

こ
と
。
飛
行
中
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
サ

イ
ン
が
出
て
多
少
揺
れ
て
も
、
あ
ら
か
じ

め
織
り
込
み
済
み
だ
か
ら
、
パ
イ
ロ
ッ
ト

の
ア
ナ
ウ
ン
ス
通
り
心
配
無
用
と
い
う
わ

け
だ
。子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら

天
気
予
報
が
好
き
だ
っ
た

　

井
上
さ
ん
は
東
京
学
芸
大
学
で
理
科
教

育
の
気
象
学
を
専
攻
し
て
い
た
。
子
ど
も

の
こ
ろ
か
ら
天
気
に
興
味
が
あ
り
、
空
を

見
上
げ
る
こ
と
や
天
気
予
報
が
好
き
で
、

天
気
図
な
ど
も
よ
く
描
い
て
い
た
と
い
う
。

　

大
学
生
の
と
き
気
象
予
報
士
の
資
格
を

取
得
。
就
職
活
動
中
に
、
航
空
会
社
に
は

運
航
支
援
業
務
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と

を
知
り
、
志
望
し
た
。
念
願
か
な
っ
て
入

社
時
か
ら
こ
の
業
務
に
携
わ
っ
て
い
る
。

「
気
象
や
飛
行
機
の
世
界
は
わ
か
ら
な
い

（右）羽田空港へ降りていく飛行機。さまざまな人たちが安全運航を支えている
（左）機中から見た雲海と夕日。向こうには別の旅客機と飛行機雲が見える

行
す
る
高
度
を
変
え
る
必
要
も
あ
る
か
ら

で
す
」

　

運
航
支
援
に
関
し
て
は
、
羽
田
を
離
陸

す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
対
面
で
情
報
提
供
す

る
カ
ウ
ン
タ
ー
業
務
と
、
飛
行
中
の
便
と

無
線
の
や
り
と
り
を
す
る
ラ
ジ
オ
業
務
を

1
〜
2
時
間
ご
と
に
交
代
し
て
行
な
う
。

集
中
力
が
途
切
れ
な
い
よ
う
に
だ
。
飛
行

中
の
便
は
羽
田
発
着
便
だ
け
で
は
な
く
、

北
は
東
北
の
半
ば
ま
で
、
西
は
中
部
エ
リ

ア
ま
で
を
カ
バ
ー
す
る
と
い
う
。

　

気
象
で
と
り
わ
け
注
視
す
る
の
は
、
乱

気
流
を
も
た
ら
し
飛
行
中
の
機
体
を
揺
ら

す
雲
だ
。
井
上
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
な
か
で

も
避
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
積
乱
雲
。

「
積
乱
雲
は
雨
の
降
っ
て
い
る
場
所
か
ら

吹
き
出
す
よ
う
に
風
が
吹
き
、
下
層
で
く

る
く
る
回
っ
て
い
ま
す
。
風
向
き
が
急
に

変
わ
る
と
き
は
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
飛
行
機
は
向
か
い
風
で
揚
力
を

得
て
い
る
の
で
、
追
い
風
や
横
風
は
避
け

た
い
の
で
す
。
特
に
離
着
陸
の
際
、
向
か

い
風
か
ら
急
に
追
い
風
に
な
る
と
い
け
な

い
の
で
、
一
日
の
う
ち
で
も
風
向
き
に
よ

っ
て
方
向
を
変
え
て
い
ま
す
。
今
の
時
期

な
ら
、
羽
田
空
港
で
は
午
後
3
時
ご
ろ
を

境
に
、
滑
走
路
の
進
行
方
向
を
切
り
替
え

ま
す
。
ま
た
、
前
線
が
通
過
す
る
と
き
風

向
き
が
変
わ
る
の
で
、
風
の
変
わ
り
目
が

空
港
に
位
置
し
て
い
る
と
き
は
、
タ
イ
ミ
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部
分
が
多
く
、
自
分
に
と
っ
て
得
る
も
の

が
大
き
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
」
と
、
こ

の
仕
事
に
魅
か
れ
た
理
由
を
語
る
。

　

運
航
支
援
業
務
に
気
象
予
報
士
の
資
格

は
必
須
で
は
な
い
が
、
当
然
な
が
ら
知
識

は
役
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
積
乱
雲
の
発

生
を
予
測
す
る
の
は
難
し
い
が
「
発
生
し

そ
う
な
要
素
は
わ
か
る
の
で
、
お
お
よ
そ

の
範
囲
は
予
測
で
き
ま
す
。
た
だ
、
ど
こ

に
湧
く
か
は
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
わ
か
り
ま
せ

ん
か
ら
、
刻
一
刻
変
化
す
る
状
況
を
眺
め

つ
つ
、
ど
ち
ら
に
流
れ
て
い
る
か
、
雷
が

発
生
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た

情
報
を
伝
達
し
ま
す
」（
井
上
さ
ん
）。

　

何
時
ご
ろ
に
は
雷
雨
が
通
り
す
ぎ
て
い

る
は
ず
、
と
い
っ
た
予
想
が
ピ
ッ
タ
リ
当

た
り
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
か
ら
「
ア
ド
バ
イ
ス

あ
り
が
と
う
」
と
感
謝
さ
れ
た
と
き
な
ど
、

真
を
撮
る
こ
と
。
被
写
体
と
し
て
の
雲
は
、

運
航
支
援
の
業
務
で
日
々
接
す
る
雲
と
は

ま
る
で
違
う
と
言
う
。

「
仕
事
で
見
る
雲
と
、
休
み
の
日
に
見
る

雲
で
は
、
見
え
方
が
違
い
ま
す
。
夏
だ
っ

た
ら
、
そ
れ
こ
そ
積
乱
雲
が
絵
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
運
航
支
援
者
と
い
う
仕
事

の
目
で
見
た
ら
、
な
る
べ
く
積
乱
雲
に
は

湧
い
て
ほ
し
く
な
い
で
す
け
ど
」

　

常
に
窓
か
ら
空
が
見
え
な
い
と
落
ち
着

か
な
い
と
話
す
井
上
さ
ん
は
、
雲
に
興
味

を
も
つ
こ
と
の
効
用
を
こ
ん
な
ふ
う
に
考

え
る
。

「
梅
雨
の
時
期
な
ら
雨
が
降
り
そ
う
だ
な

と
身
構
え
ら
れ
る
し
、
気
温
の
変
化
も
あ

る
程
度
予
測
で
き
ま
す
。
テ
レ
ビ
の
衛
星

画
像
な
ど
で
雲
の
流
れ
を
見
る
習
慣
が
つ

く
と
、
天
気
の
変
化
傾
向
を
読
み
と
り
や

す
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
出
か
け
る
と

き
の
服
装
に
も
気
を
つ
け
る
の
で
、
風
邪

を
ひ
き
づ
ら
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

特
に
雨
の
日
は
足
元
だ
け
に
気
を
取
ら

れ
、
下
ば
か
り
見
て
歩
き
が
ち
だ
。
で
も

た
ま
に
は
、
空
を
見
上
げ
る
の
も
い
い
。

「
空
を
見
上
げ
て
イ
ヤ
な
こ
と
は
考
え
な

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
刻
一
刻
と
形
を
変

え
て
い
く
雲
を
眺
め
て
い
る
と
飽
き
な
い

し
、
ぜ
ひ
お
す
す
め
し
た
い
で
す
ね
」

　

井
上
さ
ん
は
最
後
に
そ
う
語
っ
た
。

　
（
2 

0 

1 

7
年
4
月
21
日
取
材
）

こ
の
仕
事
に
大
き
な
や
り
が
い
を
感
じ
る
。

　

井
上
さ
ん
は
今
、
運
航
管
理
者
に
な
る

た
め
国
家
試
験
に
挑
戦
中
。
学
科
試
験
は

合
格
し
た
。
難
関
は
実
技
の
口
頭
試
問
だ
。

「
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は
ど
う
判
断
す

る
？ 

と
い
っ
た
実
運
航
に
則
し
た
試
験

な
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
を
考
え

て
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
判
断
す
る
か
、
先

輩
に
聞
い
た
り
し
な
が
ら
一
つ
ひ
と
つ
積

み
上
げ
て
い
ま
す
。
あ
と
は
マ
ニ
ュ
ア
ル

や
規
定
を
細
か
く
読
み
込
み
、
い
ろ
ん
な

場
合
に
備
え
て
選
択
肢
を
増
や
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
」
と
勉
強
に
余
念
が
な
い
。

仕
事
で
見
る
雲
と

休
日
の
雲
は
違
う

　

井
上
さ
ん
の
趣
味
の
一
つ
は
、
空
の
写

生活
〈空の交通〉
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Ken Kuroi
1947 年新潟市生まれ。新潟大学教育学
部美術科卒業。学習研究社幼児絵本編集
部に入社、2 年間絵本の編集に携わった
後、1973 年にフリーのイラストレーターとな
る。以降、絵本・童話のイラストレーション
の仕事を中心に活動。主な絵本作品に『ご
んぎつね』『手ぶくろを買いに』（新美南吉 
作・偕成社）『おかあさんの目』（あまんきみ
こ 作・あかね書房）、画集に『雲の信号』

（宮沢賢治 詩・偕成社）など。2003 年、
山梨県北杜市の清里に自作絵本原画を展
示する「黒井健絵本ハウス」を設立。

表現
〈絵本と雲〉

絵の背景には雲が描かれること
が多い。そこにはどのような思い
があるのか。『ごんぎつね』『手
ぶくろを買いに』や「ころわん」
シリーズなど多くの絵本の挿し
絵を手掛け、また宮沢賢治の詩
を題材にした詩画集、自身の幼
少期をもとにした『雲へ』など、
雲にまつわる作品が多い黒井
健さんに、絵本における「雲」と
「心」について語っていただいた。

「ただそこにあること」が雲の魅力
インタビュー

黒井 健さん

絵本画家・イラストレーター
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雲
は「
何
か
」を

表
現
す
る
た
め
の
方
法

　

私
が
絵
本
で
雲
を
描
く
の
は
、
物
語
の

季
節
や
天
候
、
湿
度
、
時
間
帯
な
ど
を
表

現
す
る
た
め
で
す
。
あ
る
い
は
文
脈
に
あ

る
登
場
人
物
の
感
情
を
雲
で
表
す
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
季
節
に
よ
っ
て
雲
は
違
い
ま

す
し
、
同
じ
日
で
も
朝
と
夕
刻
で
は
違
う

表
情
を
見
せ
ま
す
。
そ
の
た
め
私
は
ス
ケ

ッ
チ
ブ
ッ
ク
代
わ
り
に
い
つ
も
カ
メ
ラ
を

持
ち
歩
き
、
た
く
さ
ん
の
雲
を
撮
り
た
め

て
い
ま
す
。

　

新
潟
に
あ
る
私
の
実
家
か
ら
15
分
も
歩

け
ば
海
で
し
た
。
遊
ぶ
場
所
と
い
え
ば
海

し
か
な
く
、
空
も
広
か
っ
た
の
で
、
幼
い

こ
ろ
か
ら
よ
く
空
を
見
上
げ
て
い
た
記
憶

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
雲
の
存
在
を
意

識
し
は
じ
め
た
の
は
、
26
歳
で
こ
の
仕
事

に
就
い
て
か
ら
で
す
。

　

一
般
的
に
、
絵
本
に
は
あ
ま
り
風
景
は

描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
子
ど
も

は
視
点
を
定
め
て
も
の
を
見
る
の
で
、
背

後
の
風
景
ま
で
目
が
い
か
な
い
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
私
に
と
っ
て
雲
は
物
語
の

「
何
か
」
を
表
現
す
る
た
め
に
い
つ
の
間

に
か
重
要
な
存
在
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
「
何
か
」
と
は
、
物
語
が
も
つ
や
さ

し
さ
や
悲
し
さ
、
生
命
観
で
あ
り
、「
心
」

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

雲
は
、
と
て
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
感
じ

が
し
ま
せ
ん
か
？ 

臨
場
感
が
あ
り
、
千

出典：『 ころわんとしろいくも』
（間所ひさこ作・ひさかたチャイルド 
1998）©Ken Kuroi
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差
万
別
で
、
一
瞬
で
形
を
変
え
て
し
ま
う

も
の
。
物
語
の
「
世
界
」
を
つ
く
る
う
え

で
、
と
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
く

れ
ま
す
。

雲
の
描
き
方
が
一
変
し
た

モ
ン
タ
ナ
で
の
出
来
事

　

雲
に
驚
か
さ
れ
た
出
来
事
が
あ
り
ま
し

た
。
30
代
半
ば
に
、
友
人
と
ア
メ
リ
カ
を

横
断
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

　

晴
れ
た
日
に
車
で
モ
ン
タ
ナ
州
に
入
り
、

延
々
と
放
牧
地
が
続
く
州
道
を
走
っ
て
い

る
と
、
黒
く
て
濃
い
、
小
さ
な
陰
が
見
え

ま
し
た
。
最
初
は
「
地
面
に
穴
で
も
あ
い

て
い
る
の
か
な
？
」
と
思
っ
た
の
で
す
が
、

ふ
と
上
を
見
る
と
小
さ
な
雲
が
一
つ
、
ぽ

っ
か
り
浮
か
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
あ
、
こ

の
雲
の
影
だ
っ
た
の
か
と
気
が
つ
き
ま
し

た
。
私
は
そ
の
小
さ
な
雲
を
見
た
と
き
に
、

雲
と
い
う
の
は
地
面
と
空
の
間
に
「
浮
い

て
い
る
」
も
の
だ
と
、
初
め
て
は
っ
き
り

と
認
識
し
た
の
で
す
。

　

そ
れ
以
来
、「
雲
を
空
中
に
浮
か
せ
て
描

き
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
背
景
に
張
り
付
い
た
よ
う
な

平
面
的
な
雲
を
描
き
が
ち
だ
っ
た
の
で
す

が
、
雲
の
描
き
方
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
っ
た
。

そ
れ
が
モ
ン
タ
ナ
で
の
出
来
事
で
し
た
。

　

今
で
も
雲
の
描
き
方
は
意
識
し
て
い
ま

す
。
幼
い
こ
ろ
に
私
自
身
が
空
を
飛
ん
だ

記
憶
を
も
と
に
し
た
絵
本
『
雲
へ
』
も
、

宮
沢
賢
治
の
詩
を
集
め
た
画
集
『
雲
の
信

号
』
も
、
す
べ
て
雲
を
空
中
に
浮
か
せ
よ

う
と
意
識
し
て
描
い
て
い
ま
す
。

無
理
に
理
解
せ
ず

あ
り
の
ま
ま
受
け
止
め
る

 

『
雲
の
信
号
』
に
掲
載
し
た
詩
は
私
が
自

由
に
選
ば
せ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
す
が
、

不
思
議
と
空
や
雲
に
関
す
る
詩
を
多
く
選

ん
で
い
ま
す
。

　

私
に
と
っ
て
雲
を
見
る
こ
と
は
、
カ
チ

カ
チ
に
な
っ
て
い
た
身
体
が
解
放
さ
れ
る

よ
う
な
、「
清
々
す
る
」「
気
持
ち
い
い
」

と
い
う
感
覚
を
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
ま
す
。

画
集
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
「
雲
の
信

号
」
と
い
う
賢
治
の
詩
の
内
容
に
も
、
大

き
く
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

宮
沢
賢
治
の
詩
は
難
解
だ
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
何
か
を
無
理
に
定
義
付
け
し
な
い

こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
と

思
う
の
で
す
。
私
た
ち
大
人
は
物
事
を
定

義
付
け
て
、
自
分
た
ち
の
理
解
で
き
る
範

囲
で
整
理
し
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
を
や
め

る
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
記
憶
の
引
き
出

し
の
な
か
に
消
え
ず
に
残
り
ま
す
。

　

仕
事
柄
、
小
学
生
が
応
募
し
た
絵
画
コ

ン
ク
ー
ル
の
絵
を
毎
年
見
る
機
会
が
あ
り

ま
す
が
、
お
も
し
ろ
い
絵
に
出
合
い
ま
す
。

一
般
的
な
概
念
と
し
て
、
空
は
「
青
色
」

で
雲
は
「
白
色
」
で
す
が
、
先
入
観
な
く

き
ち
ん
と
自
分
の
目
で
観
察
し
て
い
る
子

ど
も
は
、
青
や
白
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
色

を
使
っ
て
空
や
雲
を
描
い
て
い
る
の
で
す
。

出典：『雲へ』（ 黒井健 
作画・偕成社 2002）

©Ken Kuroi
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つ
ま
り
、
雲
を
見
て
無
理
や
り
定
義
付

け
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
「
何
か
」
を

感
じ
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
私
は
思
い

ま
す
。雲

は
人
間
と
似
た
存
在

　

空
や
雲
を
見
上
げ
る
と
き
に
一
つ
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
私
た
ち
は
地
球

に
住
ま
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
」
と
い
う

謙
虚
な
気
持
ち
で
す
。

　

賢
治
が
「
わ
が
雲
に
感
心
し
」
と
い
う

詩
の
な
か
で
、「
雲
や
風
に
関
心
が
あ
る
の

は
、
そ
れ
が
果
て
し
な
き
力
の
源
で
あ
る

が
ゆ
え
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て

い
ま
す
が
、
水
と
空
気
は
生
命
の
源
で
あ

り
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
根
本
に
気
づ

く
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
で
す
。

　

宇
宙
と
大
地
の
間
に
存
在
す
る
雲
は
、

私
た
ち
人
間
と
ど
こ
か
似
た
存
在
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
気
持
ち
が
晴
れ

晴
れ
し
て
い
る
と
き
は
雲
も
明
る
く
見
え

る
し
、
悲
し
い
気
分
の
と
き
は
灰
色
に
見

え
る
。
雲
は
た
ん
に
そ
こ
に
あ
る
だ
け
で

す
が
、
私
た
ち
個
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
気
持

ち
を
反
映
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、「
た
だ
そ
こ
に
あ
る
こ

と
」
こ
そ
が
、
雲
の
魅
力
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

（
２
０
１
７
年
４
月
13
日
取
材
）

「ただそこにあること」が雲の魅力

出典：『イーハトヴ詩画集 雲の
信号』（宮沢賢治 詩・黒井健 
画・偕成社 1995）
©Ken Kuroi

表現
〈絵本と雲〉

雲
の
信
号
　
　
　
　
　
　
宮
沢
賢
治

あ
あ
い
い
な
　
せ
い
せ
い
す
る
な

風
が
吹
く
し

農
具
は
ぴ
か
ぴ
か
光
っ
て
い
る
し

山
は
ぼ
ん
や
り

岩が
ん
け
い頸

だ
っ
て
岩

が
ん
し
ょ
う鐘

だ
っ
て

み
ん
な
時
間
の
な
い
こ
ろ
の
ゆ
め
を
み
て
い
る
の
だ

　
　
そ
の
と
き
雲
の
信
号
は

　
　
も
う
青
白
い
春
の

　
　
禁き

ん
よ
く慾
の
そ
ら
高
く
掲
げ
ら
れ
て
い
た

山
は
ぼ
ん
や
り

き
っ
と
四し

本ほ
ん
す
ぎ杉
に
は

今
夜
は
雁
も
お
り
て
く
る
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「
雷
の
交
差
点
」で

カ
メ
ラ
を
構
え
る

　

北
関
東
の
夏
は
雷
が
多
い
。
那
須
連
峰
、

高
原
山
、
日
光
連
山
か
ら
南
東
進
す
る
雷

の
通
り
道
で
「
雷
都
」
の
異
名
を
も
つ
の

は
栃
木
県
宇
都
宮
市
。
日
光
連
山
、
足
尾

山
系
、
赤
城
山
で
発
生
し
た
「
雷
の
交
差

点
」
に
あ
た
る
の
が
茨
城
県
筑
西
市
だ
。

　

筑
西
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
青
木
豊
さ
ん

は
、
嵐
や
雷
を
追
い
か
け
て
写
真
を
撮
る

「
ス
ト
ー
ム
・
チ
ェ
イ
サ
ー
」。
も
と
も
と
、

竜
巻
な
ど
に
接
近
し
て
観
測
デ
ー
タ
を
取

る
研
究
者
を
ア
メ
リ
カ
で 

s
t
o
r
m 

c
h
a
s
e
r
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
う

活動エリアの筑波山を背景に

Yutaka Aoki

1968 年茨城県生まれ。写真屋
の次男として家業を継ぐもデジタ
ル化の波に飲まれて廃業。独学
で気象学を学び、気象現象の撮
影に没頭。雷、集中豪雨など、局
地現象の写真撮影をライフワーク
とする。撮影フィールドは北関東
の内陸部。著書に『ストーム・チ
ェイサー――夢と嵐を追い求めて』

（結エディット 2015）がある。

青木 豊さん

ストーム・チェイサー
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し
た
研
究
チ
ー
ム
の
活
躍
を
描
い
た
映
画

『
ツ
イ
ス
タ
ー
』（
１
９
９
６
年
）
か
ら
映
像
や

写
真
の
専
門
家
な
ど
に
も
裾
野
が
広
が
り
、

今
ア
メ
リ
カ
に
は
数
千
人
の
ス
ト
ー
ム
・

チ
ェ
イ
サ
ー
が
い
る
と
い
う
。
青
木
さ
ん

は
日
本
で
数
少
な
い
そ
の
一
人
だ
。

　

午
後
か
ら
と
こ
ろ
に
よ
り
雷
雨
。
予
報

が
当
た
り
そ
う
だ
と
ク
ル
マ
を
走
ら
せ
る
。

気
象
レ
ー
ダ
ー
を
確
認
し
、
刻
々
と
変
わ

る
空
の
様
子
を
眺
め
、
目
当
て
の
雷
雲
の

行ゆ
く

方え

を
先
回
り
。
遠
く
ま
で
見
渡
せ
る
場

所
を
選
ん
で
カ
メ
ラ
を
構
え
、
待
ち
受
け

る
。
近
づ
き
す
ぎ
た
ら
す
ぐ
移
動
で
き
る

よ
う
ク
ル
マ
か
ら
は
30
ｍ
以
上
離
れ
ず
、

危
険
回
避
も
怠
り
な
い
。
筑
西
市
を
中
心

に
宇
都
宮
、
足
利
、
つ
く
ば
、
水
戸
の
半

径
50
㎞
圏
が
土
地
勘
の
あ
る
行
動
範
囲
だ
。

１
日
で
３
０
０
～
４
０
０
㎞
走
る
こ
と
も
。

「
同
じ
道
を
何
度
も
行
っ
た
り
来
た
り
し

ま
す
か
ら
。
高
速
に
乗
る
と
撮
り
た
い
場

所
に
行
け
な
い
の
で
基
本
は
一
般
道
で
す
。

１
回
に
撮
れ
る
雷
の
写
真
は
最
高
で
も
15

枚
く
ら
い
。
ま
っ
た
く
ダ
メ
な
日
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
メ
ー
ジ
通
り
完
璧
に

撮
れ
る
の
は
年
に
２
～
３
枚
で
し
ょ
う
か
」

雷
の
研
究
者
に
も

写
真
を
提
供

　

青
木
さ
ん
は
写
真
館
を
営
む
家
に
生
ま

れ
た
。
物
心
つ
く
こ
ろ
か
ら
カ
メ
ラ
は
お

も
ち
ゃ
代
わ
り
。
家
業
を
継
い
だ
が
時
代

の
流
れ
で
37
歳
の
と
き
写
真
館
を
閉
じ
、

雲は時として人に牙をむく。大地を揺るがす雷、
家などの財産を一瞬にして無にする竜巻……。
そんな荒 し々く凶暴な雲の姿を追う人がいる。ス
トーム・チェイサーの青木豊さんだ。北関東を中
心に活動する青木さんに、雷雲を撮影するように
なったきっかけや安全確保などについて伺った。

雷雲を追いかける男

青木さんが「ストーム・チェイサー」として世間に認められた落雷の写真。禍々しいのに美しい。今でもベストショットの一枚（2012年9月6日） 提供：青木豊さん

人
〈雷雲〉
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派
遣
の
仕
事
に
。
２
０
０
８
年
、
た
ま
た

ま
自
宅
の
窓
越
し
に
雷
の
写
真
が
撮
れ
た
。

「
そ
れ
ま
で
は
あ
て
ず
っ
ぽ
う
に
連
写
し

て
い
た
の
で
す
が
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ

せ
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
れ
ば
写
る
と
わ
か

っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
試
行
錯
誤
し
、

雷
の
写
真
に
の
め
り
込
ん
で
い
き
ま
し
た
」

　

当
初
は
「
動
体
視
力
を
鍛
え
れ
ば
い
い

の
で
は
」
と
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に

通
っ
た
が
、
ほ
ど
な
く
ム
ダ
と
気
づ
き
、

「
被
写
体
の
特
性
を
知
ら
な
け
れ
ば
」
と

雲
と
気
象
に
関
す
る
勉
強
を
始
め
た
。
す

る
と
雷
は
何
度
か
雲
と
地
上
を
往
復
す
る

こ
と
を
知
る
。
最
初
に
落
ち
る
雷
を
肉
眼

で
捉
え
る
の
は
無
理
だ
か
ら
、
次
の
「
戻

り
」
を
狙
え
ば
撮
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
９
月
６
日
、

寒
気
を
伴
う
気
圧
の
谷
の
通
過
に
よ
り
茨

城
県
全
域
で
激
し
い
雷
雨
が
発
生
し
た
。

こ
の
と
き
に
撮
っ
た
雷
の
写
真
が
新
聞
に

掲
載
さ
れ
、
反
響
を
呼
ん
で
、
取
材
依
頼

が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
撮
影
し
た
写
真

で
収
入
を
得
る
、
日
本
初
の
プ
ロ
の
ス
ト

ー
ム
・
チ
ェ
イ
サ
ー
の
誕
生
だ
。

　

新
聞
や
雑
誌
か
ら
は
雷
の
写
真
が
よ
く

求
め
ら
れ
、
テ
レ
ビ
に
は
突
風
の
映
像
を

提
供
す
る
こ
と
が
多
い
。
積
乱
雲
か
ら
吹

き
降
ろ
す
強
い
下
降
気
流
が
地
面
に
衝
突

し
放
射
状
に
突
風
が
広
が
る
「
ダ
ウ
ン
バ

ー
ス
ト
」
や
、
積
乱
雲
か
ら
の
冷
気
と
周

囲
の
暖
気
の
境
界
に
で
き
る
局
地
的
な

「
目
に
見
え
る
」
寒
冷
前
線
「
ガ
ス
ト
フ

ロ
ン
ト
」
な
ど
も
撮
影
す
る
。
２
０
１
４

年
に
は
人
気
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
に

登
場
。
１
年
に
わ
た
る
密
着
取
材
で
ア
メ

リ
カ
ロ
ケ
も
敢
行
し
た
。

　

青
木
さ
ん
の
写
真
は
学
術
研
究
に
も
使

わ
れ
て
い
る
。
琉
球
大
学
工
学
部
工
学
科

電
気
シ
ス
テ
ム
工
学
コ
ー
ス
助
教
、
下
地

伸
明
さ
ん
の
研
究
室
の
求
め
に
応
じ
て
毎

年
、
雷
の
写
真
を
提
供
。
研
究
用
に
は
落

雷
の
日
時
や
秒
数
に
加
え
、
ド
ラ
イ
ブ
レ

コ
ー
ダ
ー
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
で
座
標
（
経
度
・
緯
度
）

も
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

下
地
さ
ん
は
「
沖
縄
は
雷
を
撮
影
す
る

チ
ャ
ン
ス
が
少
な
い
の
で
す
。
写
真
の
情

報
は
細
か
く
分
析
で
き
る
た
め
、
雷
と
雷

雲
の
研
究
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
」
と
話
す
。

　

こ
れ
か
ら
青
木
さ
ん
が
撮
っ
て
み
た
い

写
真
は
「
虹
の
向
こ
う
に
落
ち
る
雷
。
日

本
海
で
発
生
す
る
竜
巻
」
だ
と
か
。
千
載

一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
を
狙
っ
て
い
る
。

屋
外
で
雷
に
出
合
っ
た
ら

「
仰
角
45
度
」の
保
護
圏
に

　

雷
を
熟
知
す
る
青
木
さ
ん
に
、
屋
外
で

遭
遇
し
た
雷
か
ら
身
を
守
る
方
法
を
聞
い

た
。

「『
仰
角
45
度
』
が
比
較
的
安
全
な
範
囲

で
す
。
鉄
塔
や
電
柱
な
ど
の
先
端
か
ら
45

度
の
角
度
に
線
を
下
ろ
し
た
範
囲
に
入
り
、

身
を
低
く
し
て
や
り
過
ご
す
。
鉄
塔
や
電

柱
が
ア
ー
ス
の
役
割
を
果
た
し
、
電
流
が

地
中
に
逃
げ
ま
す
。
た
だ
し
、
落
雷
し
た

鉄
塔
や
電
柱
の
真
下
に
い
る
と
二
次
放
電

茨城県筑西市を拠点に半径およそ50kmが青木さんの活動範囲

自宅の窓から撮影した雷。この写真をきっかけにストーム・チェイサーへの道が始まった（2008年7月27日） 提供：青木豊さん

基本は雷雲を先回りして安全に撮影するが、危険を感じたら駐車したクルマの
なかからこうして撮ることもある
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を
受
け
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
10

ｍ
く
ら
い
離
れ
て
い
た
方
が
い
い
で
す
」

　

落
雷
に
対
し
て
も
っ
と
も
安
全
な
の
は
、

周
囲
が
金
属
で
囲
ま
れ
た
自
動
車
、
電
車
、

飛
行
機
。
ク
ル
マ
を
運
転
し
て
い
る
と
き

は
、
窓
を
閉
め
切
っ
て
金
属
部
分
に
触
れ

て
い
な
い
の
が
万
全
の
回
避
法
と
い
う
。

　

で
は
、
海
で
泳
い
で
い
て
逃
げ
場
が
な

か
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
。「
そ
れ
は
雷
が
来

る
前
に
逃
げ
な
い
と
ダ
メ
。
来
て
か
ら
で

は
遅
い
で
す
」
と
青
木
さ
ん
。
怪
し
い
雷

雲
が
迫
っ
て
き
た
ら
速
や
か
に
陸
へ
避
難

す
べ
し
。
空
を
見
上
げ
る
の
は
大
切
だ
。

　

慌
て
て
自
転
車
に
乗
っ
て
逃
げ
る
の
も

危
な
い
。
足
が
地
に
着
い
て
い
な
い
状
態

だ
と
人
体
に
落
雷
し
た
と
き
電
流
の
行
き

場
が
な
く
、
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
負
う
。

　

た
と
え
家
の
な
か
で
も
、
柱
に
寄
り
か

か
っ
た
り
、
水
道
の
蛇
口
の
近
く
は
避
け

る
。
電
気
製
品
の
コ
ン
セ
ン
ト
は
抜
い
て

お
く
か
、
雷
ガ
ー
ド
タ
ッ
プ
で
防
ぐ
。
青

木
さ
ん
も
逆
流
雷
で
パ
ソ
コ
ン
と
プ
リ
ン

タ
ー
を
同
時
に
破
壊
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
那
須
に
住
む
親
戚
が
１
週
間
の
旅
行
か

ら
帰
っ
て
み
る
と
、
家
の
な
か
が
シ
ー
ン

と
鎮
ま
り
返
っ
て
い
た
そ
う
な
ん
で
す
。

雷
で
電
気
製
品
が
全
滅
し
て
い
ま
し
た
」

防
災・減
災
の
観
点
か
ら

情
報
提
供
し
て
い
き
た
い

　

雷
銀
座
と
い
わ
れ
る
北
関
東
に
は
「
雷

保
険
」
が
あ
る
そ
う
だ
。
総
合
住
宅
保
険

に
特
約
で
付
く
と
か
。
そ
の
反
面
、
雷
に

慣
れ
て
い
る
か
ら
無
警
戒
の
人
も
多
く

「
雷
が
来
る
と
涼
し
く
て
い
い
や
、
と
散

歩
に
出
た
り
す
る
の
は
ど
う
か
と
思
い
ま

す
」
と
青
木
さ
ん
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

　

嵐
を
追
い
か
け
る
と
き
に
青
木
さ
ん
が

活
用
し
て
い
る
気
象
レ
ー
ダ
ー
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ
リ
は
、
雷
対
策
の
み
な

ら
ず
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
天
候
予
測
に
も
使

え
そ
う
だ
。
進
路
予
測
が
で
き
る
気
象
庁

の
「
高
解
像
度
降
水
ナ
ウ
キ
ャ
ス
ト
」、

速
報
性
の
高
い
国
土
交
通
省
の
「
Ｘ 

R
A
I
N 

G
I
S
版
」
の
ほ
か
、
雷
雲
の

位
置
が
わ
か
る
ア
プ
リ
も
あ
り
、
い
ず
れ

も
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

「
初
め
の
う
ち
は
好
奇
心
に
突
き
動
か
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
気
象
災
害
が

増
え
て
い
る
の
で
、
防
災
・
減
災
の
観
点

か
ら
情
報
提
供
し
貢
献
で
き
れ
ば
」
と
青

木
さ
ん
は
ス
ト
ー
ム
・
チ
ェ
イ
サ
ー
と
し

て
の
新
た
な
使
命
に
意
欲
を
燃
や
す
。

（
２
０
１
７
年
５
月
８
日
取
材
）

雷雲を追いかける男

人
〈雷雲〉

（上）「スーパーセル」と呼ばれる巨大な積乱雲。竜巻やガストフロント、ダウンバーストの発生源なので注意が必要（2012年7月17日）
（左）積乱雲からの下降気流で生じる「ダウンバースト」（2013年8月11日）
（右）鳥肌が立つような不気味さの「ガストフロント」（2008年9月7日） 提供：青木豊さん

Information
　群馬県立館林美術館の企
画展「カミナリとアート 光／
電気／神さま」（2017年7月
15日～9月3日）に青木さん
撮影の雷の写真（15点）が
展示される。詳細は同館の
ホームページ（http://www.
gmat.pref.gunma.jp）を参
照のこと。
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今
、こ
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

　
　
　
　
　

雲
を
哲
学
す
る
価
値
が
あ
る

空
を
見
上
げ
て
、
雲
を
眺
め
る
こ
と
。
そ
れ
は
人
の
心
に

な
ん
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
の
だ
ろ
う
か
―
―
。
そ
ん
な
、

ま
さ
に
雲
の
よ
う
に
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
問
い
に
答
え

て
く
れ
た
の
は
哲
学
者
の
小
林
康
夫
さ
ん
だ
。
著
書
の
な

か
で
「
哲
学
と
は
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
分
で
考

え
て
い
く
こ
と
が
す
な
わ
ち
哲
学
な
の
だ
」
と
語
る
小
林

さ
ん
に
、
雲
が
人
々
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
、
西
洋
と
東
洋

に
お
け
る
雲
の
存
在
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

西
洋
と
東
洋
に
お
け
る

雲
に
対
す
る
認
識
の
差

―
―
雲
は
哲
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
存

在
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

　

私
が
知
る
限
り
で
、
こ
れ
ま
で
雲
の
哲

学
は
な
か
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
木

の
哲
学
は
あ
っ
て
も
、
雲
の
よ
う
に
常
に

動
い
て
い
て
形
の
定
ま
ら
な
い
も
の
を
哲

学
の
対
象
と
す
る
の
は
、
困
難
が
伴
い
ま

す
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
取
材
を
引
き
受
け
た

か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
雲
の
哲
学
を
今
、

こ
の
時
代
か
ら
始
め
て
み
る
の
も
お
も
し

ろ
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

で
も
、
西
欧
の
ア
ー
ト
の
分
野
で
は
、

雲
は
と
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
・
美
術
史

家
の
ユ
ベ
ー
ル
・
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
（
注
1
）
は
、

名
著
『
雲
の
理
論
』
で
、
西
欧
絵
画
に
お

け
る
雲
の
役
割
を
「
地
上
と
天
上
の
世
界

を
つ
な
ぐ
装
置
（
媒
介
）
だ
っ
た
」
と
論

じ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
天
上
に
は
天
使

や
神
が
い
て
地
上
に
は
人
間
が
い
る
、
こ

の
二
つ
の
異
な
っ
た
世
界
の
「
間
」
を
雲

が
媒
介
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

　

で
も
、
そ
う
し
た
表
現
上
の
装
置
と
し

て
で
は
な
く
、
自
然
の
あ
り
の
ま
ま
の
雲

を
画
家
が
描
き
は
じ
め
る
の
が
、
オ
ラ
ン

ダ
絵
画
の
画
家
た
ち
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス

の
カ
ン
ス
タ
ブ
ル
や
タ
ー
ナ
ー
（
注
2
）
と

い
っ
た
19
世
紀
の
ロ
マ
ン
主
義
（
注
3
）

の
画
家
た
ち
で
す
。
と
り
わ
け
タ
ー
ナ
ー

は
、
嵐
な
ど
の
激
し
い
、
荒
々
し
い
自
然

の
動
き
を
雲
に
託
し
ま
す
。
嵐
の
海
の
波

や
ア
ル
プ
ス
の
雪
崩
な
ど
と
並
ん
で
、
雲

は
人
間
の
力
を
超
え
た
「
崇
高
な
も
の
」

の
表
現
と
な
る
。
世
界
の
根
源
的
な
力
が インタビュー

小林 康夫 さん
こばやし やすお

東京大学名誉教授
青山学院大学

総合文化政策学部特任教授

1950年生まれ。東京大学教養学部卒
業後、同大学院人文系比較文学比較文
化専攻修士修了。パリ第10大学テクス
ト記号学科博士号取得。専門は現代哲
学、表象文化論、フランス現代文学、現
代思想。2002年フランス政府・学術教
育功労賞シュヴァリエ受賞。主な著書に
『表象文化論講義 絵画の冒険』『君自
身の哲学へ』『こころのアポリア―幸福
と死のあいだで』『オペラ戦後文化論1 
肉体の暗き運命1945-1970』など。

（注 1）ユベール・ダミッシュ

1928年生まれ。パリ社会科学高等研究所に芸術
の理論／歴史部門を設立。表象文化と呼ばれる絵
画、彫刻、建築、写真、映画、文学などを研究。

心
〈雲の哲学〉

雲
に
現
れ
る
と
言
っ
た
ら
い
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
の
著
書
の
な
か
で

も
、
タ
ー
ナ
ー
の
雲
は
、
雲
の
表
現
の
歴

史
の
到
着
点
と
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、
雲
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
世

界
の
「
気
分
」
そ
の
も
の
で
す
。
穏
や
か

な
田
園
に
は
流
れ
る
白
雲
。
嵐
の
海
に
は
、

荒
れ
狂
う
黒
雲
と
い
う
よ
う
に
ね
。

―
―
西
洋
と
東
洋
で
雲
の
表
現
は
違
う
の

で
す
か
？　

　

ダ
ミ
ッ
シ
ュ
は
同
書
の
最
後
で
東
洋

（
中
国
）
の
雲
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
中
国
の
淡
彩
に
よ
る
風
景
画
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や
神
仏
が
現
れ
る
シ
ー
ン
で
使
わ
れ
て
い

た
そ
う
で
す
。　

　

そ
う
で
す
。
リ
ア
ル
に
考
え
れ
ば
そ
こ

に
雲
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
の
で
す
が
、

誰
も
異
議
を
唱
え
な
い
し
、
不
思
議
と
は

思
わ
な
い
。
神
仏
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界

と
は
違
う
世
界
、
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
世

雲
は
主
役
で
は
な
い
。
天
地
の
あ
い
だ
の

境
界
や
媒
介
の
場
に
す
ぎ
な
い
。
で
も
、

そ
れ
だ
か
ら
、
雲
を
見
て
い
る
と
、
わ
れ

わ
れ
の
心
に
な
に
か
別
世
界
へ
の
憧
憬
の

よ
う
な
思
い
が
、
雲
の
よ
う
に
湧
い
て
く

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
日
本
の
絵
巻
で
も
、
雲
は
場
面
転
換

界
の
ち
ょ
っ
と
「
上
」、
そ
れ
ほ
ど
離
れ

て
い
な
い
世
界
に
い
る
、
そ
う
感
じ
て
安

心
し
て
納
得
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
が
お
も

し
ろ
い
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
雲
に
関
し
て
大
事
な
こ
と

は
、
そ
れ
が
「
常
に
動
く
」
こ
と
で
す
。

風
に
吹
か
れ
て
ね
。
雲
と
聞
い
て
多
く
の

人
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
、
青
い
空
に
静

か
に
流
れ
て
い
く
白
い
雲
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
雲
が
全
天
を
覆
い
尽
く
し
て
い

る
曇
天
の
日
に
、
雲
に
ポ
エ
ジ
ー
を
感
じ

る
人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
じ
っ
と
見
て

い
る
と
、
驚
く
ほ
ど
の
ス
ピ
ー
ド
で
流
れ
、

消
え
て
い
く
雲
は
、
時
間
と
い
う
も
の
を

感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
の
で

す
。究

極
の
教
え
は

「
行
雲
流
水
」
に
あ
る

―
―
空
を
見
上
げ
て
雲
を
見
る
行
為
に
は

ど
ん
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？　

　

人
工
的
な
心
地
よ
い
空
間
に
い
て
、
空

も
見
ず
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
だ
け
で
天
気

予
報
を
見
る
人
が
多
い
こ
の
時
代
、「
空
を

見
上
げ
て
雲
を
見
る
人
」、「
雲
と
対
話
で

き
る
人
」
は
ま
す
ま
す
貴
重
な
存
在
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

　

文
学
で
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ヘ

ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
と
か
、
日
本
で
は
宮
沢

の
雲
を
「
人
間
の
息
の
神
聖
文
字
（
注
4
）

で
あ
る
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

風
景
画
な
の
に
な
ぜ
「
文
字
」
な
の
か
。

そ
れ
は
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア

は
筆
の
文
化
圏
だ
か
ら
で
す
。
15
世
紀
に

活
字
印
刷
が
始
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ

う
に
文
字
と
絵
画
の
領
域
が
完
全
に
分
か

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
絵
も
文
も
す
べ

て
同
じ
よ
う
に
筆
で
書
き
ま
す
。
し
か
も
、

そ
れ
は
、
書
く
人
の
息
づ
か
い
ま
で
感
じ

さ
せ
る
。
ま
る
で
、
筆
の
先
か
ら
、
そ
の

人
の
息
が
「
雲
」
と
な
っ
て
現
れ
る
よ
う

に
。
強
い
て
言
う
な
ら
、
東
洋
で
は
、
雲

は
世
界
の
「
気
分
」
だ
け
で
は
な
く
、
人

の
「
気
」
も
伝
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

雲
の
向
こ
う
に
あ
る

「
別
世
界
」
へ
の
思
い

―
―
小
林
さ
ん
が
考
え
る
雲
の
お
も
し
ろ

さ
と
は
？　

　

誰
も
が
知
っ
て
い
る
し
見
る
こ
と
が
で

き
る
身
近
な
存
在
だ
け
れ
ど
、
地
上
の
も

の
で
は
な
い
。
人
間
の
生
活
に
そ
の
ま
ま

役
立
つ
こ
と
も
な
い
。
で
も
、
見
上
げ
れ

ば
誰
で
も
「
気
分
」
や
「
気
」
を
感
じ
と

る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
、
不

思
議
な
こ
と
に
、「
雲
」
の
向
こ
う
、「
雲

の
上
」
へ
の
思
い
が
湧
い
て
き
ま
せ
ん
か
。

（注 2）ターナー

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー
（1775-1851）。イギリスのロマン主
義の画家。

（注 3）ロマン主義

18世紀末から19世紀前半にかけてヨーロッパで起こった、
文学、哲学、芸術分野における精神運動。それまでの古典
主義・合理主義に対し感受性や個性、主観に重きを置いた。

（注 4）神聖文字

古代エジプトの象形文字（絵文字）
の一つで、主に神殿の壁や墓など
に刻まれた。

ターナーの描いた『Keelmen Heaving in Coals by Moonlight』（1835年 油彩・画布 ワシントン・ナショナル ギャラリー蔵）
　提供：Bridgeman Images / AFLO
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ど
の
力
を
も
っ
た
激
し
い
雲
が
見
ら
れ
る

国
は
、
そ
う
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

　

人
間
の
内
面
に
は
、
激
し
い
も
の
と
静

か
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
間
で
バ
ラ
ン
ス

を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
雲
も
同
じ
で

す
。「
静
」
と
「
動
」
の
両
極
が
あ
り
、
常

に
形
を
変
え
な
が
ら
動
く
雲
に
は
、
カ
オ

ス
的
な
美
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

雲
の
動
き
も
形
も
思
い
が
け
な
い
波
乱

に
満
ち
て
い
る
け
れ
ど
、
で
も
、
決
し
て

で
た
ら
め
で
も
な
い
。
自
然
界
の
さ
ま
ざ

ま
な
事
象
が
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、

い
く
つ
も
の
パ
タ
ー
ン
が
重
な
り
合
い
、

干
渉
し
合
っ
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
い

て
い
ま
す
。
カ
オ
ス
的
「
美
」
と
も
い
え

る
雲
の
動
き
は
、
実
は
、
人
間
の
文
明
社

会
が
進
む
べ
き
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
ヒ
ン

ト
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
今
の
時
代
、「
A
の
た
め
に
B

を
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
線
形
的
な
、
直

線
的
な
思
考
が
急
速
に
行
き
詰
ま
り
は
じ

め
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

自
然
の
カ
オ
ス
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
地
上
の
拘
束
か
ら

少
し
離
れ
た
、
し
か
し
複
雑
性
を
引
き
受

け
る
新
し
い
自
由
を
、
今
一
度
、
地
球
か

ら
、
学
び
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
雲
の
哲
学
の
希

望
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
（
2 

0 

1 

7
年
5
月
10
日
取
材
）

思
い
も
、
雲
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
消
え
、

そ
し
て
人
間
も
ま
た
死
ん
で
こ
の
空
へ
と

還
っ
て
い
く
」、
そ
の
よ
う
に
生
き
る
こ

と
で
初
め
て
そ
こ
に
究
極
の
自
由
の
境
地

が
開
か
れ
る
と
い
う
教
え
で
す
よ
ね
。
こ

れ
こ
そ
、
究
極
の
雲
の
レ
ッ
ス
ン
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
東
洋
的
な
禅
の
思
想
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
で
も
同
じ
で
す
。

私
が
思
い
出
す
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
散
文
詩
集
『
パ
リ
の
憂

鬱
』
の
冒
頭
の
詩
「
異
邦
人
」
の
な
か
で
、

自
由
な
異
邦
人
に
「
わ
た
し
が
愛
す
る
の

は
雲
、
彼
方
の
空
を
過
ぎ
て
行
く
あ
の
雲
、

素
晴
ら
し
い
雲
」
と
言
わ
せ
て
い
る
こ
と

で
す
ね
。

　

空
を
見
上
げ
る
こ
と
は
、
生
ま
れ
て
は

消
え
て
い
く
雲
の
様
子
を
じ
っ
と
見
つ
め

る
自
由
の
時
間
を
も
つ
こ
と
。
そ
れ
は
一

種
の
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
瞑
想
）
に
近

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

カ
オ
ス
的
に
動
く

雲
か
ら
学
ぶ
こ
と

―
―
雲
は
災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
台
風
や
雷
雨
に
出
合
う
と
気
持

ち
が
高
揚
し
て
し
ま
う
自
分
も
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、「
人
間
の
尺
度
を
超
え
た
圧
倒

的
な
力
に
出
合
う
」
こ
と
か
ら
の
高
揚
感

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
自
分
は
打
ち
の

め
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、

で
も
自
然
の
激
し
い
力
に
触
れ
て
み
た

い
」
と
い
う
人
間
の
深
い
心
理
が
働
い
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

　

都
市
で
暮
ら
し
て
い
る
と
自
然
の
驚
異

（
脅
威
）
は
感
じ
に
く
い
で
す
が
、
日
本
の

積
乱
雲
は
特
別
で
す
ね
。
も
く
も
く
と
何

千
m
も
の
高
さ
ま
で
立
ち
込
め
た
雲
が
み

る
み
る
黒
く
な
り
、
稲
光
を
発
し
て
激
し

く
雨
が
降
り
は
じ
め
る
。
子
ど
も
の
こ
ろ

は
わ
く
わ
く
し
た
も
の
で
す
が
、
あ
れ
ほ

賢
治
が
空
を
見
上
げ
て
い
た
人
で
す
よ
ね
。

　

雲
を
見
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
―

―
。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
大
き

な
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
雲
の
正
体
は

「
水
」
で
す
よ
ね
。
水
が
な
け
れ
ば
雲
は

な
い
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、

空
気
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
水
と
風
が

ふ
れ
あ
っ
て
「
婚
姻
す
る
」
こ
と
で
雲
は

生
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
の
地
球
の
本
質
で
す
。
雲
を
見
る

こ
と
は
、
私
た
ち
が
地
球
に
住
ん
で
い
る

こ
と
を
実
感
す
る
す
ば
ら
し
い
機
会
な
の

で
す
。

―
―
雲
が
私
た
ち
に
「
生
き
る
力
」
を
与

え
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
？　

　

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
雲
を
見
て

「
よ
し
、
が
ん
ば
る
ぞ
！
」
と
い
っ
た
こ

と
で
は
な
い
の
で
す
。
も
し
も
雲
に
「
教

え
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

も
っ
と
厳
し
い
真
理
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「
生
き
る
力
を
あ
げ
よ
う
」
で
は
な

く
、「
君
も
私
（
雲
）
と
同
じ
よ
う
に
い
つ

の
間
に
か
生
ま
れ
て
、
や
が
て
消
え
て
い

く
ん
だ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
。

 

「
行こ

う
う
ん
り
ゅ
う
す
い

雲
流
水
」
と
い
う
禅
の
言
葉
が
あ
り

ま
す
ね
。
何
事
に
も
執
着
す
る
こ
と
な
く
、

雲
や
流
れ
る
水
の
よ
う
に
成
り
行
き
に
任

せ
て
生
き
る
こ
と
の
教
え
で
す
が
、「
こ
う

し
た
い
」
と
い
う
自
分
の
欲
望
を
か
な
え

る
た
め
の
生
で
は
な
く
、「
人
間
の
ど
ん
な

心
〈雲の哲学〉

歩道橋を渡る人とその向こうに広がる雲。
人は雲から何を学ぶのか
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ど
の
力
を
も
っ
た
激
し
い
雲
が
見
ら
れ
る

国
は
、
そ
う
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

　

人
間
の
内
面
に
は
、
激
し
い
も
の
と
静

か
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
間
で
バ
ラ
ン
ス

を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
雲
も
同
じ
で

す
。「
静
」
と
「
動
」
の
両
極
が
あ
り
、
常

に
形
を
変
え
な
が
ら
動
く
雲
に
は
、
カ
オ

ス
的
な
美
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

雲
の
動
き
も
形
も
思
い
が
け
な
い
波
乱

に
満
ち
て
い
る
け
れ
ど
、
で
も
、
決
し
て

で
た
ら
め
で
も
な
い
。
自
然
界
の
さ
ま
ざ

ま
な
事
象
が
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、

い
く
つ
も
の
パ
タ
ー
ン
が
重
な
り
合
い
、

干
渉
し
合
っ
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
い

て
い
ま
す
。
カ
オ
ス
的
「
美
」
と
も
い
え

る
雲
の
動
き
は
、
実
は
、
人
間
の
文
明
社

会
が
進
む
べ
き
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
ヒ
ン

ト
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
今
の
時
代
、「
A
の
た
め
に
B

を
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
線
形
的
な
、
直

線
的
な
思
考
が
急
速
に
行
き
詰
ま
り
は
じ

め
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

自
然
の
カ
オ
ス
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
地
上
の
拘
束
か
ら

少
し
離
れ
た
、
し
か
し
複
雑
性
を
引
き
受

け
る
新
し
い
自
由
を
、
今
一
度
、
地
球
か

ら
、
学
び
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
雲
の
哲
学
の
希

望
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
（
2 

0 

1 

7
年
5
月
10
日
取
材
）

と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い

身
近
な
生
き
も
の

　

小
学
校
3
年
生
の
と
き
、
雲
を
つ

か
ま
え
た
こ
と
が
あ
る
。

　

両
親
に
連
れ
ら
れ
て
奥
多
摩
の
山

を
登
っ
て
い
た
ら
、山
頂
近
く
で
白
い

も
や
に
囲
ま
れ
た
。「
こ
れ
は
雲
だ
よ
」

と
い
う
父
の
言
葉
に
私
と
妹
は
目
を

丸
く
し
た
。
口
を
ぱ
く
ぱ
く
さ
せ
て

食
べ
、ビ
ニ
ー
ル
袋
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
の
フ
ィ
ル
ム
ケ
ー
ス
に
競
っ
て
雲

を
詰
め
た
。
う
ん
と
、
た
っ
ぷ
り
と
。

そ
の
と
き
は
確
か
に
つ
か
ま
え
た
つ

も
り
な
の
に
、
あ
と
で
見
る
と
雲
ら

し
き
も
の
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。

　

当
然
な
が
ら
雲
は
つ
か
め
な
い
。

け
れ
ど
少
し
で
も
つ
か
み
た
く
て
、

多
く
の
人
に
話
を
聞
い
た
。
な
る
ほ

ど
と
思
い
、
ハ
ッ
と
し
て
、
考
え
さ

せ
ら
れ
た
。

　

ま
ず
は
「
雲
は
ま
ち
な
か
に
残
さ

れ
た
自
然
」
と
い
う
視
点
。
遠
く
に

行
か
な
く
て
も
、
空
を
見
上
げ
れ
ば

誰
で
も
見
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
雲
は
「
生
き
も
の
」
と

い
う
こ
と
。
雲
の
案
内
人
・
村
井
昭

夫
さ
ん
に
3 

0 

0 

倍
速
の
雲
の
動
画

を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
次
々
と

湧
き
出
て
押
し
寄
せ
、
ぶ
つ
か
っ
た

り
、
一
瞬
で
消
え
た
り
、
形
を
変
え

た
り
し
な
が
ら
去
っ
て
い
く
。
お
よ

そ
8
時
間
30
分
の
録
画
を
1
分
42
秒

に
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
私
た
ち
の

時
間
の
流
れ
と
は
ス
ケ
ー
ル
の
異
な

る
「
雲
の
時
間
」
が
た
し
か
に
あ
る
。

村
井
さ
ん
の
ブ
ロ
グ
「
雲
三
昧
」
か

ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
ぜ
ひ
。

一
見
の
価
値
あ
り
だ
。

雲
か
ら
読
み
と
る

地
球
の
シ
グ
ナ
ル

　

と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
く
生
き
も
の

の
よ
う
な
雲
を
、
生な

り
わ
い業

に
活
か
し
て

い
る
の
が
静
岡
市
葵
区
の
お
茶
農
家

の
方
々
だ
。

　

実
は
、
当
初
は
漁
業
関
係
者
へ
の

取
材
を
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今

は
天
気
予
報
が
発
達
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
も
瞬
時
に
手
に
入
る
。
観
天

望
気
、
す
な
わ
ち
雲
や
風
の
動
き
か

ら
天
候
を
予
測
し
て
漁
に
出
る
人
は

と
う
と
う
見
つ
か
ら
ず
、
狙
い
を
農

業
に
切
り
替
え
た
。
本
誌
52
号
「
食

物
保
存
の
水
抜
き
加
減
」
で
お
会
い

し
た
J 

A
長
崎
せ
い
ひ
の
小
林
大
輔

さ
ん
か
ら
「
お
茶
は
調
べ
た
？
」
と

ヒ
ン
ト
を
得
た
。
そ
こ
で
静
岡
県
内

の
関
係
団
体
に
聞
い
て
回
る
と
「
当

た
り
」
だ
っ
た
。

　

そ
の
お
茶
農
家
の
取
材
で
「
微
気

象
」
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
聞
い
た
。

ち
ょ
っ
と
し
た
地
形
や
そ
れ
に
伴
う

気
流
の
流
れ
で
、
天
気
予
報
が
当
た

ら
な
い
地
域
が
あ
る
。
本
誌
52
号
で

凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
を
撮
影
し
た
帰
り

道
、
雪
が
降
っ
て
い
た
現
場
か
ら
1 

km
も
離
れ
な
い
う
ち
に
晴
天
に
な
っ

て
首
を
傾
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

あ
れ
も
微
気
象
な
ら
ば
説
明
が
つ
く
。

　

そ
う
し
た
農
地
の
特
性
を
知
る
お

茶
農
家
の
森
内
吉
男
さ
ん
と
斉
藤
勝

弥
さ
ん
は
、
地
球
か
ら
の
シ
グ
ナ
ル

を
雲
か
ら
読
み
と
り
、
風
や
湿
度
の

変
化
も
肌
で
感
じ
て
い
る
。「
す
ご
い

で
す
ね
」
と
思
わ
ず
本
心
を
口
に
す

る
と
、
お
二
人
は
「
外
に
い
れ
ば
誰

で
も
わ
か
る
よ
」
と
こ
と
も
な
げ
に

言
う
。
し
か
し
、
温
度
・
湿
度
が
ほ

ど
よ
く
調
整
さ
れ
た
空
間
に
慣
れ
た

身
に
は
真
似
で
き
そ
う
に
な
い
。
で

き
る
と
す
れ
ば
、
外
へ
出
て
五
感
を

意
識
す
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

ス
マ
ホ
を
手
に

雲
を
眺
め
る

　

本
誌
55
号
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た

染
色
家
の
リ
ン
ダ
・
ブ
ラ
シ
ン
ト
ン

さ
ん
が
展
示
会
の
た
め
再
来
日
し
た
。

益
子
町
ま
で
会
い
に
行
く
と
「
今
は
何

を
取
材
し
て
い
る
の
？
」
と
問
わ
れ
た

の
で
「
雲
で
す
」
と
答
え
る
と
「
そ
れ

は
興
味
深
い
！
」
と
リ
ン
ダ
さ
ん
は
言

う
。
日
本
と
同
じ
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス

も
島
国
な
の
で
雲
の
動
き
が
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
で
よ
く
似
て
い
る
そ
う
だ
。

　

そ
う
い
え
ば
、
雲
に
見
向
き
も
し

な
い
人
々
の
現
状
を
憂
い
て
2 

0 

0 

4
年
に
「
雲
を
愛め

で
る
会
」
を
つ
く

っ
た
ギ
ャ
ヴ
ィ
ン
・
プ
レ
イ
タ
ー
＝

ピ
ニ
ー
氏
も
ロ
ン
ド
ン
在
住
だ
。
村

井
さ
ん
が
知
る
限
り
、
雲
好
き
が
集

ま
る
世
界
唯
一
の
組
織
で
会
員
は
4

万
人
ほ
ど
い
る
ら
し
い
。

　

ピ
ニ
ー
氏
の
著
書
『
「
雲
」
の
楽

し
み
方
』（
河
出
書
房
新
社 

2 

0 

0 

7
）
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
会
の
声
明
書
が
ふ

る
っ
て
い
る
。「
雲
は
不
当
に
も
悪
者

扱
い
さ
れ
て
い
る
」「
雲
が
な
け
れ
ば

人
生
は
果
て
し
な
く
味
気
な
い
」
と

い
っ
た
言
葉
が
並
ん
で
い
る
の
だ
。

　

な
ら
ば
イ
ギ
リ
ス
の
人
た
ち
は
空

や
雲
を
よ
く
見
る
の
だ
ろ
う
か
。
リ

ン
ダ
さ
ん
に
尋
ね
る
と
「
今
は
日
本

と
同
じ
で
み
ん
な
ス
マ
ホ
を
見
て
ば

か
り
。
だ
か
ら
空
を
見
よ
う
、
星
を

見
よ
う
と
い
う
機
運
が
出
て
き
て
い

る
の
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

　

リ
ン
ダ
さ
ん
に
そ
ん
な
質
問
を
投

げ
か
け
た
の
は
、「
空
を
見
上
げ
て
雲

を
見
る
」
こ
と
が
、
人
に
ど
ん
な
影

響
を
与
え
る
の
か
（
あ
る
い
は
与
え
な

い
の
か
）
知
り
た
か
っ
た
か
ら
だ
。

そ
の
問
い
に
対
し
て
「
空
を
見
上
げ

て
雲
を
見
る
人
が
こ
れ
か
ら
ま
す
ま

す
貴
重
な
存
在
に
な
る
」
と
指
摘
し

た
の
は
哲
学
者
の
小
林
康
夫
さ
ん
だ
。

な
る
ほ
ど
と
深
く
首
肯
す
る
。

　

ス
マ
ホ
、
も
う
少
し
遡
っ
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
も
な
か
っ
た
時
代
を
知

る
人
た
ち
の
な
か
に
は
「
当
時
ど
ん

な
ふ
う
に
日
々
過
ご
し
て
い
た
の
か

思
い
出
せ
な
い
」
と
い
う
声
も
あ
る
。

ス
マ
ホ
は
浸
透
し
て
い
る
し
便
利
だ

け
れ
ど
、
と
き
に
は
ス
マ
ホ
以
外
の

何
か
を
見
て
、
思
い
を
巡
ら
せ
る
時

間
が
あ
っ
て
も
悪
く
は
な
い
。

　

雲
は
、
そ
う
し
た
思
索
の
対
象
と

し
て
う
っ
て
つ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ス
マ
ホ
を
手
に
外
へ
出
て
、
空

を
見
上
げ
て
雲
を
眺
め
、
微
妙
な
風

や
湿
気
の
変
化
を
感
じ
な
が
ら
写
真

を
撮
り
、
よ
い
写
真
な
ら
誰
か
に
送

っ
て
も
い
い
―
―
。
日
々
の
暮
ら
し

に
彩
り
を
与
え
る
、
そ
ん
な
「
雲 

時
間
」
を
楽
し
む
人
が
増
え
る
と
、

こ
の
社
会
の
雰
囲
気
も
変
わ
っ
て
い

く
か
も
し
れ
な
い
。

た
ま
に
は
楽
し
み
た
い
「
雲 

時
間
」

編
集
部

文化をつくる



水の文化 56号　水の文化書誌 40

糞
尿
ま
み
れ
の
パ
リ

　

人
は
汗
や
糞
尿
を
排
泄
せ
ね
ば
生
き
て
い
け
な
い
。
涙
以
外
は
す
べ
て
汚
い
。
フ
ラ
ン

ス
・
華
の
都
と
呼
ば
れ
る
パ
リ
で
は
、
1 

0 

0 

0
年
も
の
間
、
市
民
は
糞
尿
に
ま
み
れ
た

日
常
生
活
が
続
い
た
と
い
う
。

　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
ラ
ン
著
『
排
出
す
る
都
市
パ
リ　

泥
・
ご
み
・
汚
臭
と
疫

病
の
時
代
』（
悠
書
館
・
2 

0 

0 

7
）
で
は
、
12
世
紀
か
ら
18
世
紀
に
か
け
て
、
パ
リ
に
お

け
る
人
や
動
物
に
よ
る
糞
尿
が
あ
ふ
れ
、
セ
ー
ヌ
川
も
汚
れ
、
悪
臭
と
疫
病
が
蔓ま

ん
え
ん延

し
、

王
た
ち
が
そ
の
対
策
に
悪
戦
苦
闘
す
る
状
態
を
詳
細
に
論
じ
る
。
こ
の
書
の
表
紙
に
、
当

時
の
家
に
は
ト
イ
レ
が
な
く
街
角
の
隅
で
排
泄
し
て
お
り
、
そ
れ
を
住
人
が
2
階
か
ら
嫌

な
顔
で
眺
め
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
窓
が
開
く
た
び
に
「
水
に
注
意
！
」
と
叫

ば
れ
、
窓
か
ら
汚
物
が
投
棄
さ
れ
る
。

　

鯖
田
豊
之
著
『
都
市
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か
』（
朝
日
新
聞
社
・
1 

9 

8 

8
）
に
よ
る

と
、
パ
リ
の
糞
尿
対
策
に
つ
い
て
、
1 

8 

4 

5
年
パ
リ
北
東
郊
外
の
ラ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ト
に

蓋
の
付
い
た
大
き
な
糞
尿
埋
め
立
て
場
が
建
設
さ
れ
、
清
掃
人
夫
た
ち
の
待
遇
が
改
善
さ

れ
た
。
さ
ら
に
下
水
道
の
設
置
が
進
み
、
労
働
者
が
立
っ
た
ま
ま
清
掃
・
点
検
で
き
る
よ

う
に
施
工
さ
れ
、
こ
の
時
代
の
高
度
な
下
水
道
施
設
は
管
渠
づ
ま
り
や
取
り
替
え
の
ト
ラ

ブ
ル
が
解
消
さ
れ
た
。
下
水
を
コ
ン
コ
ル
ド
の
広
場
の
下
に
集
め
、
蛇
行
を
繰
り
返
す
セ

ー
ヌ
下
流
20 

km
の
ア
ニ
エ
ー
ル
ま
で
、
直
線
状
の
わ
ず
か
5 

km
の
幹
線
下
水
道
を
通
し
、

そ
こ
で
セ
ー
ヌ
に
排
出
し
た
。
今
で
は
さ
ら
に
下
流
の
ア
シ
ェ
ー
ル
で
周
辺
自
治
体
と
の

下
水
と
と
も
に
活
性
汚
泥
法
に
よ
る
第
2
次
処
理
を
受
け
て
排
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
グ
ベ
ー
ル
著
『
水
の
征
服
』（
パ
ピ
ル
ス
・
1 

9 

9 

1
）
は
、
清

浄
な
水
を
豊
富
に
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
衆
衛
生
を
確
立
し
、
健
康
を
万
民
の
も
の

と
す
る
た
め
の
壮
大
な
水
の
ド
ラ
マ
が
描
か
れ
て
い
る
。

セ
ー
ヌ
川
の
流
れ

　

油
谷
耕
吉
ら
著
『
川
と
文
化　

欧
米
の
歴
史
を
旅
す
る
』（
玉
川
大
学
出
版
部
・
2 

0 

0 

4
）
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
土
の
60
％
が
海
抜
2 

5 

0 

m
以
下
の
平
地
で
、
山
岳
地
帯
は

東
部
と
南
西
部
の
国
境
に
位
置
し
2 

0 

0 

0
m
以
下
の
山
が
聳そ

び

え
る
と
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

の
四
大
河
川
は
、
セ
ー
ヌ
川
、
ロ
ワ
ー
ル
川
、
ギ
ャ
ロ
ン
ヌ
川
、
ロ
ー
ヌ
川
で
あ
る
。
セ

ー
ヌ
川
は
長
さ
7 

7 

6 

km
、
流
域
面
積
7
万
8 

6 

5 

0
㎢
、
源
を
中
央
山
塊
の
北
端
ブ
ル

ゴ
ー
ニ
ュ
の
首
都
で
あ
る
デ
ィ
ジ
ョ
ン
に
近
い
タ
ス
ロ
山
（
海
抜
4 

7 

1 

m
）
に
発
し
、

広
大
な
パ
リ
盆
地
を
緩
や
か
に
蛇
行
を
繰
り
返
し
な
が
ら
流
れ
、
英
仏
海
峡
に
注
ぐ
。

　

セ
ー
ヌ
川
沿
い
の
神
と
栄
光
を
綴
っ
た
三
輪
晃
久
著
『
セ
ー
ヌ
河
物
語
』（
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
社
・
1 

9 

9 

8
）
は
、
セ
ー
ヌ
川
の
源
流
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
源
流
に
は
、
パ
リ
市
所

有
地
で
あ
る
立
て
札
が
あ
り
、
水
の
精
・
裸
婦
像
が
右
手
に
葡ぶ

ど
う萄

の
房
を
持
ち
、
こ
こ
か

ら
滔と

う
と
う々

と
泉
が
湧
き
、
フ
ラ
ン
ス
に
豊
か
な
産
物
が
育
む
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
セ
ー

ヌ
の
流
れ
に
そ
っ
て
悠
々
と
下
っ
て
い
く
と
セ
ー
ヌ
河
畔
は
至
る
と
こ
ろ
に
親
水
公
園
を

つ
く
り
、
森
と
古
城
と
教
会
が
続
く
。
さ
ら
に
下
り
フ
ラ
ン
ス
の
都
パ
リ
、
歴
史
を
秘
め

た
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
、
パ
リ
の
石
橋
を
下
り
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
、
画
家
の
モ
ネ
の
家
を

訪
ね
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
処
刑
地
ル
ー
ア
ン
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
作
戦
地
ノ
ル
マ

ン
デ
ィ
ー
、
セ
ー
ヌ
の
河
口
へ
と
流
れ
る
。

　

坂
田
正
次
著
『
パ
リ　

セ
ー
ヌ
河
紀
行
』（
神
田
川
文
庫
・
2 

0 

0 

1
）
は
、
セ
ー
ヌ
川

の
歴
史
、
文
化
、
治
水
、
利
水
、
環
境
に
わ
た
っ
て
論
じ
、
興
味
が
つ
き
な
い
。
セ
ー
ヌ

流
域
の
都
市
を
巡
り
な
が
ら
、
セ
ー
ヌ
川
に
は
30
ほ
ど
の
支
流
が
流
れ
込
む
。

　

セ
ー
ヌ
の
流
量
の
特
徴
に
つ
い
て
「
セ
ー
ヌ
の
流
れ
の
標
高
を
追
っ
て
み
る
と
、
水
源

の
4 

7 

1 

m
の
地
点
か
ら
わ
ず
か
51 

km
下
流
の
シ
ャ
チ
ヨ
ン
で
す
で
に
標
高
2 

1 

5 

m
と

半
減
し
、
ヨ
ン
ヌ
川
と
の
合
流
点
の
モ
ン
ト
ロ
ー
で
は
47 

m
、
パ
リ
で
26 

m
と
標
高
を
減

ず
る
。
こ
の
た
め
中
流
か
ら
下
流
へ
は
大
変
ゆ
る
や
か
な
流
れ
で
あ
り
、
大
き
く
蛇
行
す

る
原
因
と
な
る
。
全
体
的
に
見
た
セ
ー
ヌ
は
適
度
な
水
量
と
曲
流
に
よ
り
規
則
正
し
い
河

況
を
示
し
て
い
る
。」
と
述
べ
る
。

　

全
長
7 

7 

6 

km
、
流
域
面
積
7
万
8 

6 

5 

0
㎢
の
セ
ー
ヌ
川
の
流
量
は
、
パ
リ
市
内
に

お
い
て
平
均
1 

5 

7 

㎥
／
秒
、
最
低
75
㎥
／
秒
、
最
大
1
万
6 

5 

5 

0
㎥
／
秒
、
雨
期
の

冬
季
に
増
水
し
、
夏
季
に
減
水
す
る
。
流
域
の
年
間
降
水
量
は
6 

2 

0 

mm
〜
7 

5 

0 

mm
で

あ
り
年
間
を
通
し
て
ま
ん
べ
ん
な
く
降
る
。
流
域
の
80
％
は
丘
陵
地
が
占
め
て
お
り
、
か

つ
透
水
性
の
大
き
い
地
質
に
よ
っ
て
多
く
の
支
流
が
形
成
さ
れ
る
。
降
水
の
豊
富
な
地
下

水
を
涵か

ん
よ
う養

し
て
い
る
こ
と
も
セ
ー
ヌ
が
安
定
し
た
流
水
量
を
保
つ
要
因
と
い
え
る
。

古賀 邦雄
こが くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業。水資源開
発公団（現・独立行政法人水資源機構）
に入社。30年間にわたり水・河川・湖
沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川協会、ふくおかの川と水の
会に所属。2008年5月に収集した書籍
を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
平成 26年公益社団法人日本河川協会
の河川功労者表彰を受賞。

セ
ー
ヌ
川
は
流
れ
る

水
の
文
化
書
誌 
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セ
ー
ヌ
の
名
の
由
来
は
、「
ゆ
っ
た
り
し
た
川
」
を
意
味
す
る
緩
や
か
な
流
れ
と
豊
か
な

水
量
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
川
は
運
河
と
結
ば
れ
舟
運
の
役
割
を
も
つ
。

パ
リ
の
橋

　

セ
ー
ヌ
川
は
全
長
7 
7 
6 

km
の
う
ち
、
パ
リ
市
内
を
流
れ
る
部
分
は
わ
ず
か
に
10 

km
に

過
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
に
架
か
る
34
基
の
橋
は
す
べ
て
パ
リ
の
歴
史
と
文
化
が
凝
縮
さ
れ
て

い
る
。
泉
満
明
著
『
橋
を
楽
し
む
パ
リ
』（
丸
善
・
1 

9 

9 

7
）、
渡
辺
淳
著
『
パ
リ
の
橋　

セ
ー
ヌ
河
と
そ
の
周
辺
』（
丸
善
・
2 
0 
0 

4
）、
小
倉
孝
誠
著
『
パ
リ
と
セ
ー
ヌ
川　

橋
と

水
辺
の
物
語
』（
中
公
新
書
・
2 

0 

0 
8
）
で
は
、
セ
ー
ヌ
川
と
橋
と
都
市
の
三
つ
が
一
体

と
な
っ
て
お
り
な
す
ド
ラ
マ
を
論
じ
る
。

　

シ
ャ
ン
ジ
ュ
橋
は
、
1 

2 

9 

6
年
セ
ー
ヌ
川
の
大
洪
水
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
1 

3 

0 

4

年
に
再
建
。
当
時
40
軒
ほ
ど
の
両
替
屋
、
金
属
細
工
商
が
並
び
商
業
の
中
心
地
で
あ
る
と

同
時
に
人
々
の
憩
い
の
場
で
あ
っ
た
。
17
世
紀
洪
水
と
火
災
で
崩
落
し
、
1 

6 

4 

7
年
に

7
径
間
の
石
造
り
ア
ー
チ
と
な
っ
た
。
橋
の
上
に
は
6
階
建
て
の
家
が
つ
く
ら
れ
、
1
階

に
は
香
水
屋
、
帽
子
屋
、
骨
董
屋
な
ど
が
店
を
開
い
た
。
こ
の
橋
は
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
リ

ー（
最
高
法
院
付
属
牢
獄
）
の
そ
ば
に
位
置
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
牢
獄
か
ら
処
刑
場
コ
ン

コ
ル
ド
広
場
へ
向
か
う
に
は
、
シ
ャ
ン
ジ
ュ
橋
を
渡
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
別
名
「
嘆

き
の
橋
」
と
い
う
。
断
頭
台
に
向
か
っ
た
人
々
の
中
に
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
も
い

た
。
現
在
の
橋
は
3
径
間
ア
ー
チ
で
長
さ
1 

0 

3 

m
で
あ
る
。

セ
ー
ヌ
川
の
洪
水

　　

パ
リ
市
の
紋
章
は
セ
ー
ヌ
川
に
浮
か
ぶ
船
を
あ
し
ら
い
「
た
ゆ
た
え
ど
も
沈
ま
ず
」
と

ラ
テ
ン
語
の
文
字
が
刻
ま
れ
、
不
滅
の
パ
リ
を
象
徴
す
る
。
パ
リ
の
町
に
は
、
ヨ
ン
ヌ
川
、

マ
ル
ヌ
川
、
オ
ー
ブ
川
、
セ
ー
ヌ
川
の
本
川
の
水
が
す
べ
て
合
流
す
る
。
幾
度
と
な
く
冬

に
洪
水
が
起
こ
る
。
1 

6 

5 

8
年
、
1 

9 

1 

0
年
、
1 

9 

2 

4
年
、
1 

9 

7 

8
年
、
1 

9 

8 

2
年
の
洪
水
が
特
筆
さ
れ
る
。
前
掲
書
『
パ
リ　

セ
ー
ヌ
河
紀
行
』
で
、
セ
ー
ヌ
川
流

域
の
増
水
特
性
を
三
つ
挙
げ
る
。

　

①
単
純
増
水
タ
イ
プ
―
セ
ー
ヌ
川
流
域
全
体
に
平
均
し
て
雨
が
降
っ
て
、
ヨ
ン
ヌ
川
流

域
、
マ
ル
ヌ
川
流
域
、
そ
れ
に
セ
ー
ヌ
上
流
部
流
域
に
生
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
増
水
が
並
外

れ
た
勢
力
を
も
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
合
わ
さ
り
、
1 

9 

5 

5
年
の
増
水
の
よ
う
に
セ
ー
ヌ

川
中
流
域
や
パ
リ
に
増
水
を
も
た
ら
し
た
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　

②
二
重
増
水
タ
イ
プ
―
二
つ
の
降
り
方
の
違
っ
た
雨
が
続
い
た
と
き
の
増
水
タ
イ
プ
で

あ
る
。
最
初
に
パ
リ
盆
地
内
に
激
し
く
雨
が
降
り
、
続
い
て
二
番
目
の
雨
量
の
少
な
い
雨

が
10
日
前
後
も
降
り
続
け
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
、
ヨ
ン
ヌ
川
流
域
に
降
っ
た
場
合
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
セ
ー
ヌ
上
流
域
、
マ
ル
ヌ
川
流
域
に
は
一
つ
の
増
水
の
波
が
生
じ
る
だ
け
だ

が
、
ヨ
ン
ヌ
川
流
域
に
は
二
つ
の
波
が
発
生
す
る
。
第
二
の
ピ
ー
ク
は
マ
ル
ヌ
と
セ
ー
ヌ

上
流
部
の
増
水
時
が
ち
ょ
う
ど
合
う
よ
う
に
発
生
し
、
大
洪
水
の
原
因
と
な
る
。
1 

9 

1 

0
年
、
1 

9 

7 

8
年
の
増
水
が
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　

③
多
重
増
水
の
タ
イ
プ
―
数
週
間
に
わ
た
っ
て
降
り
続
く
小
刻
み
な
増
水
が
繰
り
返
さ

れ
て
増
水
を
招
く
。
こ
こ
で
も
ヨ
ン
ヌ
川
が
飛
び
抜
け
た
小
刻
み
な
増
水
を
見
せ
、
降
り

続
い
た
雨
に
よ
っ
て
流
域
全
体
の
水
位
が
上
昇
し
て
い
る
と
き
に
ヨ
ン
ヌ
川
の
ピ
ー
ク
が

重
な
り
、
1 

9 

8 

2
年
の
よ
う
な
増
水
と
な
っ
た
。

　

佐
川
美
加
著
『
パ
リ
が
沈
ん
だ
日　

セ
ー
ヌ
川
の
洪
水
史
』（
白
水
社
・
2 

0 

0 

9
）
は
、

1 

9 

1 

0
年
1
月
21
日
か
ら
3
月
ま
で
の
パ
リ
の
大
洪
水
を
分
析
す
る
。
こ
の
書
の
表
紙

に
は
、
パ
リ
の
人
々
が
上
品
な
服
装
で
ボ
ー
ト
上
に
い
る
洪
水
風
景
を
掲
載
す
る
。
オ
ー

ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
橋
に
お
け
る
最
高
水
位
は
8
・
62 

m
に
達
し
た
。
被
害
は
、
パ
リ
市
内
だ

け
で
被
害
者
20
万
人
、
浸
水
家
屋
約
2
万
戸
、
避
難
家
族
約
1 

0 

0 

0
軒
に
及
び
パ
リ
の

首
都
機
能
が
2
カ
月
間
麻
痺
し
た
。

セ
ー
ヌ
川
の
治
水
対
策

　

尾
田
栄
章
著
『
セ
ー
ヌ
に
浮
か
ぶ
パ
リ
』（
東
京
図
書
出
版
会
・
2 

0 

0 

4
）
に
は
、
1 

9 

1 

0
年
1
月
の
パ
リ
大
水
害
を
追
い
、
そ
の
治
水
対
策
を
論
ず
る
。

　

マ
ル
ヌ
川
の
ア
ン
ネ
ッ
ト
と
セ
ー
ヌ
本
流
の
エ
ピ
ナ
イ
の
間
に
新
た
な
放
水
路
を
掘
削

し
、
マ
ル
ヌ
川
の
洪
水
の
一
部
5 

0 

0 

㎥
／
秒
を
分
流
す
る
と
、
1 

9 

1 

0
年
の
洪
水
タ

イ
プ
で
は
パ
リ
市
内
で
は
1
・
5 

m
の
洪
水
水
位
の
低
下
が
期
待
で
き
、
そ
れ
に
セ
ー
ヌ

の
河
床
を
掘
り
下
げ
る
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
り
中
断
さ
れ

た
。
民
間
で
は
1 

9 

1 

4
年
〜
1 

9 

2 

0
年
に
か
け
て
23
基
の
ダ
ム
群
の
建
設
に
よ
っ
て
、

洪
水
水
位
を
5 

m
低
減
さ
せ
、
セ
ー
ヌ
の
氾
濫
を
防
ぐ
と
と
も
に
パ
リ
の
上
水
道
の
水
源

を
確
保
し
、
水
力
発
電
を
興
す
シ
ャ
バ
ル
計
画
が
出
さ
れ
た
。
1 

9 

2 

4
年
再
び
洪
水
が

パ
リ
を
襲
っ
た
。
1 

9 

2 

5
年
シ
ャ
バ
ル
計
画
の
ダ
ム
群
の
建
設
が
認
め
ら
れ
た
。
現
在

ま
で
に
、
治
水
対
策
用
の
ダ
ム
6
基
が
建
設
さ
れ
、
セ
ー
ヌ
川
上
流
の
洪
水
調
節
容
量
は

8
億
4 

4 

0 

0
万
㎥
で
あ
る
。

　

セ
ー
ヌ
流
域
ダ
ム
湖
県
連
合
機
構
が
管
理
す
る
パ
ン
シ
ェ
ー
ル
・
シ
ョ
マ
ー
ル
ダ
ム
湖
、

セ
ー
ヌ
ダ
ム
湖
、
マ
ル
ヌ
ダ
ム
湖
、
オ
ー
ブ
ダ
ム
湖
の
4
基
で
8
億
2 

0 

0 

0
万
㎥
で
、

フ
ラ
ン
ス
電
力
が
管
理
す
る
ク
レ
ッ
セ
ン
ダ
ム
湖
、
ボ
ア
ド
ゥ
シ
ョ
ー
ム
ソ
ン
ダ
ム
湖
の

2
基
で
2 

4 

0 

0
万
㎥
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ダ
ム
施
設
に
よ
っ
て
も
パ
リ
の
治
水

は
安
全
で
は
な
い
、
と
論
ず
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
セ
ー
ヌ
川
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
日
本
の
河
川
形
態
と
は
大
き
く
相
違

す
る
。
お
わ
り
に
、
小
林
一
郎
著
『
風
景
の
中
の
橋　

フ
ラ
ン
ス
石
橋
紀
行
』（
槙
書
房
・

1 

9 

9 

8
）、
田
中
憲
一
著
『
南
フ
ラ
ン
ス
運
河
紀
行
』（
東
京
書
籍
・
1 

9 

9 

5
）、
津
田
英

作
写
真
『
ラ
・
セ
ー
ヌ　

川
辺
の
肖
像
』（
明
窓
出
版
・
2 

0 

0 

2
）、
ア
ン
ド
レ
・
カ
ス
ト

ロ
著
『
中
世
ロ
ワ
ー
ル
河
吟
遊
』（
原
書
房
・
1 

9 

9 

3
）
を
掲
げ
る
。

　
〈
枯
葉
鳴
る
セ
ー
ヌ
河
畔
の
古
本
屋
〉（
戸
崎
治
子
）　



水の文化 56号　食の風土記 42

地
下
水
に
恵
ま
れ
た

火
山
島
「
新
島
」

「
く
さ
や
」
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
魚
の

干
物
の
一
つ
で
、
身
を
開
い
た
魚
を
「
く

さ
や
液
」
と
呼
ば
れ
る
発
酵
液
に
浸
け
込

み
乾
燥
さ
せ
た
も
の
だ
。
く
さ
や
は
3 

0 

0 

年
以
上
前
の
江
戸
時
代
中
期
か
ら
つ
く

ら
れ
る
伊
豆
諸
島
の
特
産
品
だ
が
、
新
島

が
元
祖
と
さ
れ
る
。

　

新
島
の
く
さ
や
は
島
の
人
々
の
知
恵
と
、

地
形
や
気
候
、
自
然
環
境
な
ど
が
重
な
っ

た
こ
と
で
生
ま
れ
た
。

　

と
り
わ
け
新
島
の
よ
う
な
小
さ
な
離
島

で
、
生
活
用
水
の
確
保
は
極
め
て
困
難
だ
。

と
こ
ろ
が
火
山
島
で
あ
る
新
島
は
、
昔
か

ら
水
に
苦
労
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

新
島
は
火
山
岩
に
関
連
し
た
地
下
資
源

が
多
く
、
抗こ

う
か
せ
き

火
石
（
注
1
）
を
中
心
と
す

る
大
地
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
抗
火
石
は

ス
ポ
ン
ジ
状
の
構
造
を
も
つ
た
め
、
雨
水

が
地
層
に
滞
留
し
や
す
い
特
性
が
あ
る
。

し
か
も
新
島
は
温
暖
多
雨
な
気
候
の
た
め

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を
訪
ね
る「
食
の
風
土
記
」。
今

回
は
東
京
都
新
島
村
の
「
く
さ
や
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。
香
り
が
強

い
こ
と
で
知
ら
れ
る
く
さ
や
は
、
新
島
の
特
異
な
風
土
で
生
ま
れ
て
以

来
、3
0
0
年
も
の
間
、変
わ
ら
ず
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。
く
さ
や
の

食
文
化
は
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
、
守
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

塩
の
節
約
と
島
の
自
然
が
生
ん
だ

「
く
さ
や
」

くさやを炭火で焼くと香ばし
い匂いが周囲に立ち込める

く
さ
や
（
東
京
都
新
島
村
）
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漁
で
獲
れ
た
ム
ロ
ア
ジ
（
注
2
）
な
ど

の
魚
を
塩
水
に
浸
し
天
日
干
し
に
す
る
こ

と
で
、
保
存
食
と
し
て
各
家
庭
で
食
べ
る

ほ
か
、
江
戸
に
も
出
荷
さ
れ
た
。
当
時
、

魚
の
保
存
性
を
高
め
る
工
夫
と
し
て
、
魚

に
じ
か
に
塩
を
す
り
込
む
方
法
も
あ
っ
た

が
、
新
島
で
は
塩
水
に
浸
す
や
り
方
を
と

っ
た
。
こ
れ
が
く
さ
や
に
つ
な
が
る
。

　

新
島
水
産
加
工
業
協
同
組
合
代
表
理

事
・
組
合
長
で
あ
り
、
く
さ
や
の
製
造
販

売
業
を
営
む
菊き

く
ま
ご孫

商
店
の
藤
井
栄
作
さ
ん

は
、「
稲
作
の
で
き
な
い
新
島
で
は
、
島
で

つ
く
っ
た
塩
を
年
貢
と
し
て
幕
府
に
上
納

し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
貴
重
品
で
あ
る

塩
の
無
駄
使
い
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

す
」
と
言
う
。

　

新
島
の
人
々
は
塩
の
倹
約
の
た
め
に
魚

を
浸
し
た
塩
水
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
水

と
塩
を
継
ぎ
足
し
な
が
ら
大
事
に
繰
り
返

し
使
っ
て
い
た
。

「
そ
の
間
に
長
い
年
月
を
か
け
て
魚
の
肉

質
（
た
ん
ぱ
く
質
）
が
溶
け
合
い
、
偶
発
的

に
菌
が
発
生
す
る
こ
と
で
液
が
熟
成
さ
れ
、

珍
味
で
あ
る
く
さ
や
が
偶
然
出
来
上
が
っ

た
の
で
す
」（
藤
井
さ
ん
）　

　

ま
た
、
地
下
水
が
豊
富
だ
っ
た
お
か
げ

で
、
魚
を
良
質
な
流
水
で
何
度
も
洗
う
こ

と
が
で
き
た
。
今
も
く
さ
や
の
加
工
に
使

わ
れ
る
水
は
、
す
べ
て
地
下
水
だ
。

　

加
え
て
、
天
日
干
し
の
際
の
白
砂
か
ら

の
照
り
返
し
、
海
か
ら
の
爽
や
か
な
風
も

く
さ
や
づ
く
り
に
好
都
合
だ
っ
た
。

切
り
身
を
入
れ
て

液
を
よ
い
状
態
に

　

く
さ
や
液
の
熟
成
法
は
、
秘
伝
と
し
て

代
々
そ
の
家
に
伝
え
ら
れ
た
。
昔
は
ぬ
か

床
と
同
じ
よ
う
に
各
家
に
く
さ
や
液
が
あ

り
、
嫁
入
り
道
具
の
一
つ
と
し
て
も
た
せ

た
と
い
う
。

「
今
で
こ
そ
魚
は
一
年
中
手
に
入
り
ま
す

が
、
昔
は
魚
の
獲
れ
な
い
時
期
も
あ
り
、

そ
の
と
き
は
く
さ
や
も
つ
く
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
液
は
使
わ
な
い
と
醗
酵
が

止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
、
つ
く
ら
な
い
時

期
も
魚
の
切
り
身
を
入
れ
て
、
液
を
活
性

化
さ
せ
た
の
で
す
」
と
藤
井
さ
ん
。

　

く
さ
や
菌
の
学
名
は
「
コ
リ
ネ
・
バ
ク

テ
リ
ウ
ム
・
ク
サ
ヤ
」。
ま
だ
は
っ
き
り

と
特
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
防
腐
・

抗
菌
作
用
が
あ
り
、
わ
ず
か
な
塩
分
で
長

く
保
存
で
き
る
そ
う
だ
。

　

く
さ
や
菌
液
の
塩
分
濃
度
は
変
動
す
る

の
で
こ
ま
め
に
濃
度
を
測
り
、
海
水
と
同

等
の
約
4
％
に
保
つ
。
気
温
の
上
が
る
夏

場
は
、
過
度
な
温
度
上
昇
も
防
ぐ
必
要
が

あ
る
。
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
液
を

絶
や
さ
な
い
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
管
理

が
欠
か
せ
な
い
。

（注 1）抗火石

火山岩である流紋岩（りゅうもんがん）の一種。現在は新島・式根島・神津
島と伊豆半島の天城山、シチリアでのみ採掘される。コーガ石とも呼ばれる。

（注 2）ムロアジ

アジの一種でマアジよりも細長く体長は40cm
前後。暖海に生息し、干物として珍重される。

新島水産加工業協同組合の共同加工場（左）。ただし各業者がそれぞれ
タンクを備えており、くさや液は共有しない。右は組合代表理事・組合
長の藤井栄作さん

雨
水
の
地
層
へ
の
浸
透
率
が
高
い
。
つ
ま

り
、
自
然
に
ろ
過
さ
れ
た
ミ
ネ
ラ
ル
豊
富

な
水
が
地
下
に
溜
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
地

下
水
に
恵
ま
れ
た
新
島
は
、
た
と
え
干
ば

つ
の
年
で
も
水
が
枯
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
と
い
う
。

塩
の
節
約
か
ら

生
ま
れ
た
く
さ
や

　

一
方
、
平
野
の
少
な
い
火
山
島
は
稲
作

に
向
か
な
い
。
そ
こ
で
江
戸
時
代
か
ら
漁

業
が
村
の
経
済
活
動
を
支
え
て
い
た
。
伊

豆
諸
島
で
は
珍
し
く
、
新
島
に
は
長
く
幅

広
な
砂
浜
が
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
こ
で
地

引
き
網
漁
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。

新島の羽伏浦（はぶしうら）海岸（左）と上空から見た新島（上）。砂浜が広
く、地下水が豊富なこともくさやを生んだ要因
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休
ま
せ
な
が
ら
使
う

伝
統
の
く
さ
や
液

　

新
島
の
く
さ
や
加
工
の
拠
点
と
な
っ
て

い
る
の
が
、
加
工
場
や
組
合
の
施
設
が
集

ま
る
「
く
さ
や
の
里
」
だ
。

　

く
さ
や
は
、
新
鮮
な
魚
を
2
枚
に
開
き
、

地
下
水
で
丹
念
に
水
洗
い
し
て
か
ら
く
さ

や
液
に
一
昼
夜
浸
け
る
。
そ
し
て
液
か
ら

取
り
出
し
た
魚
を
ま
た
三
回
ほ
ど
水
で
洗

っ
て
乾
燥
さ
せ
る
。
昔
は
天
日
で
干
し
て

い
た
が
、
今
は
天
候
に
左
右
さ
れ
な
い
冷

風
乾
燥
機
が
主
流
だ
。

　

訪
れ
た
日
は
、
前
日
に
液
へ
浸
け
込
ん

だ
魚
を
取
り
出
し
て
干
す
工
程
だ
っ
た
。

液
は
温
度
の
低
い
地
下
で
、
大
切
に
保
管

さ
れ
て
い
る
。
浸
け
込
み
を
終
え
た
液
は

捨
て
ず
に
地
下
の
タ
ン
ク
に
流
し
込
む
。

　

工
場
で
働
く
方
々
は
「
く
さ
や
は
毎
日

食
べ
て
も
飽
き
ま
せ
ん
」
と
口
を
そ
ろ
え

る
。
皆
、
1
歳
に
な
ら
な
い
う
ち
か
ら
食

べ
つ
け
て
い
る
そ
う
だ
。
基
本
的
に
ど
ん

な
魚
で
も
く
さ
や
に
で
き
る
が
、
代
表
的

な
ム
ロ
ア
ジ
の
ほ
か
、
ト
ビ
ウ
オ
や
サ
メ
、

参考文献
『新島村史（通史編）』（新島村 1996）
『大江戸万華鏡（人づくり風土記 13・48）』（農文協 1991）

藤井さんが経営する菊孫商店で長年勤務する女性た
ち。「くさやは焼いて食べるのがいちばんです」と言う

さ
ら
に
、
一
回
目
の
水
洗
い
で
出
た
水
も

大
事
に
集
め
て
タ
ン
ク
に
戻
す
。

「
地
下
タ
ン
ク
は
2
槽
あ
り
ま
す
。
液
は

交
互
に
使
う
の
で
す
。
続
け
て
使
う
と
菌

の
働
き
が
鈍
く
な
る
の
で
、
一
度
使
っ
た

液
は
少
し
休
ま
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

ウ
ツ
ボ
な
ど
も
お
勧
め
だ
と
い
う
。

　

藤
井
さ
ん
が
懸
念
す
る
の
は
つ
く
り
手

の
高
齢
化
。「
島
で
働
き
手
を
募
る
に
も
限

界
が
あ
り
ま
す
し
、
外
か
ら
人
を
呼
び
込

む
と
し
て
も
移
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
思
う
の
で
す
」

　

だ
か
ら
こ
そ
藤
井
さ
ん
は
東
京
・
お
台

場
で
「
く
さ
や
試
食
会
」
を
開
く
な
ど
島

外
に
も
く
さ
や
を
P 

R
す
る
。

「
日
進
月
歩
の
世
の
中
で
、
く
さ
や
は
い

ま
だ
に
添
加
物
を
一
切
加
え
ず
3 

0 

0 

年

も
食
べ
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
驚
異

的
な
こ
と
で
す
よ
ね
」
と
藤
井
さ
ん
。

　

加
工
段
階
で
は
独
特
な
臭
い
が
あ
る
も

の
の
、
焼
い
た
く
さ
や
は
香
ば
し
い
。
今

も
新
島
の
人
々
の
食
卓
に
欠
か
せ
な
い
く

さ
や
。
一
度
は
味
わ
い
た
い
逸
品
だ
。

　
（
2 

0 

1 

7
年
4
月
27
〜
28
日
取
材
）

乾燥中のくさや。原料の主軸はムロアジだが、時期によって
トビウオやキス、ウツボなども用いられる

開いて水洗いしたあと、くさや液に一昼
夜漬けたムロアジ。これから水洗いする

（右）漬け込んだ液は捨てずに地下のタンクに戻す
（左）魚は 3段階に分けて地下水で丹念に洗う

水洗いした魚を手でなでる。乾い
たときのツヤが違うのだという

竹で編んだ「す」に並べられたムロアジ。竹を使う
のは身がくっつかないうえ、錆びずに長もちするから
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流
れ
を
創
る
事
業
者
た
ち
―
―
松
山
市
中
心
市
街
地
と
道
後
温
泉

愛
媛
県
松
山
市

▲大街道商店街▼松山銀天街商店街
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道後温泉駅

松山市駅

大街道駅

松山城

松
山
駅

大
街
道
商
店
街松山銀天街商店街

道後温泉本館

中の
川

道後ハイカラ通り
道後温泉駅

松山市駅

大街道駅

松山城

松
山
駅

大
街
道
商
店
街松山銀天街商店街

道後温泉本館

中の
川

道後ハイカラ通り

ま
ち
の
魅
力
と
流
れ
の
創
造

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
ま
ち
づ
く
り
・
地

域
づ
く
り
の
分
野
で
、
人
口
ボ
ー
ナ
ス
期

（
注
1
）
の
常
識
を
壊
す
魅
力
づ
く
り
を
模

索
・
実
践
し
て
い
る
人
々
を
紹
介
し
て
き

た
。
課
題
解
決
を
創
造
的
に
楽
し
ん
で
い

る
「
お
も
し
ろ
が
れ
る
人
」
だ
。
結
果
と

し
て
30
〜
40
歳
代
を
中
心
と
し
た
若
手
だ

っ
た
の
だ
が
、
今
回
紹
介
す
る
の
も
そ
の

よ
う
な
事
業
者
だ
。

　

場
所
は
愛
媛
県
松
山
市
。
51
万
人
と
い

う
四
国
第
一
の
人
口
を
擁
し
、
中
心
部
に

は
大お

お
か
い
ど
う

街
道
商
店
街
（
以
下
、
大
街
道
）
と
松

山
銀ぎ

ん
て
ん
が
い

天
街
商
店
街
（
以
下
、
銀
天
街
）
と
い

う
二
つ
の
全
蓋
型
ア
ー
ケ
ー
ド
が
L
字
型

に
連
な
る
商
店
街
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
車

で
10
分
ほ
ど
の
場
所
に
は
全
国
的
に
有
名

中庭 光彦
なかにわ みつひこ

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授
1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研
究科博士課程退学。専門は地域政策・観光まちづくり。
郊外や地方の開発政策史研究を続け、人口減少期に
おける地域経営・サービス産業政策の提案を行なってい
る。並行して1998年よりミツカン水の文化センターの
活動にかかわり、2014年よりアドバイザー。主な著書
に『コミュニティ3.0――地域バージョンアップの論理』
（水曜社 2017）、『オーラルヒストリー・多摩ニュータ
ウン』（中央大学出版部 2010）、『N P Oの底力』（水
曜社 2004）ほか。

堂々たる風格の「道後温泉本館」は全国のみならず海外からも人を呼び寄せる。
2018年度以降、一部を閉館しつつ保存修復工事が予定されている

人口減少期の地域政策を研究し、自

治体や観光協会などに提案している

多摩大学教授の中庭光彦さんが「お

もしろそうだ」と思う土地を巡る連載

です。将来を見据えて、若手による

「活きのいい活動」と「地域の魅力

づくりの今」を切り取りながら、地域

ブランディングの構造を解き明かして

いきます。今回は、愛媛県松山市の

二つの商店街と道後温泉を舞台に、

今こそ必要なまちにおける「循環」に

ついて考えました。

松山市街地の現在の地図。大街道商店街と松山銀天街商店街から道後温泉までは車で約 10分。
かつての道後鉄道は伊予鉄道松山市内線の一部となり、今も両拠点を結ぶ　
国土地理院基盤地図情報「愛媛」をもとに編集部で作図
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よ
う
に
思
え
る
。

「
道
後
の
人
は
情
熱
的
な
人
が
多
い
け
れ

ど
、
永
遠
に
そ
の
仕
事
を
続
け
る
わ
け
で

も
な
い
。
変
わ
る
と
き
は
大
胆
に
変
わ
っ

て
い
く
」
と
い
う
気
質
だ
そ
う
だ
。

　

道
後
温
泉
に
は
全
国
か
ら
人
が
流
れ
、

そ
の
人
々
が
温
泉
周
辺
を
回
遊
す
る
。
流

れ
の
し
く
み
が
機
能
し
て
い
る
。

近
代
松
山
市
を
つ
く
っ
た

二
人
の
父

　

こ
の
道
後
温
泉
の
流
れ
の
し
く
み
を
つ

く
っ
た
一
人
が
伊い

さ
に
わ
ゆ
き
や

佐
庭
如
矢
（
1 

8 

2 

8

-

1 

9 

0 

7
）
だ
。

　

伊
佐
庭
は
松
山
藩
の
家
老
に
仕
え
た
後
、

愛
媛
県
官
吏
、
金
比
羅
宮
の
財
政
整
理
を

行
な
い
、
61
歳
で
道
後
湯
之
町
長
に
な
っ

た
。
温
泉
支
配
権
を
町
に
移
し
、
今
も
多

く
の
観
光
客
を
集
め
続
け
る
本
館
の
建
設

を
主
導
。
さ
ら
に
、
人
々
の
足
と
し
て
道

後
鉄
道
を
整
備
し
た
。
江
戸
か
ら
明
治
期

の
経け

い
せ
い
か

世
家
（
注
2
）
の
力
量
が
本
館
建
物

に
象
徴
さ
れ
る
。

　

伊
佐
庭
は
道
後
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
者
だ

っ
た
が
、
松
山
市
中
心
市
街
地
に
人
の
流

れ
、
金
の
流
れ
と
い
っ
た
経
済
の
し
く
み

を
整
備
し
た
の
は
一
世
代
若
い
小
林
信の

ぶ
ち
か近

（
1 

8 

4 

2

-

1 

9 

1 

8
）
だ
。
小
林
は
伊
予
鉄

道
、
伊
予
水
力
電
気
（
現
・
四
国
電
力
）
な
ど

な
道
後
温
泉
が
あ
る
。
中
心
市
街
地
と
人

気
の
温
泉
ス
ポ
ッ
ト
の
二
つ
が
寄
り
添
っ

て
い
る
県
庁
所
在
地
は
珍
し
い
。

　

こ
の
地
の
地
域
づ
く
り
の
背
景
に
あ
る

思
想
を
ひ
と
言
で
表
す
な
ら
ば
「
流
れ
の

創
造
」
で
あ
る
。
水
文
化
な
ら
と
も
か
く
、

魅
力
づ
く
り
で
の
「
流
れ
」
と
は
何
の
こ

と
な
の
か
。

新
陳
代
謝
が
速
い
商
店
街

　

ま
ず
訪
れ
た
の
は
道
後
温
泉
だ
。
印
象

的
な
の
は
何
と
言
っ
て
も
「
道
後
温
泉
本

館
」
だ
。
建
て
ら
れ
た
の
は
1 

8 

9 

4
年

（
明
治
27
）。
観
光
客
み
ん
な
が
、
こ
こ
を

バ
ッ
ク
に
写
真
を
撮
る
ほ
ど
存
在
感
が
あ

る
。
そ
の
背
後
は
大
型
ホ
テ
ル
や
温
泉
旅

館
が
取
り
巻
い
て
い
る
。

　

本
館
前
か
ら
延
び
て
い
る
の
が
、
現
在

は
「
道
後
ハ
イ
カ
ラ
通
り
」
と
呼
ば
れ
る

ア
ー
ケ
ー
ド
商
店
街
。
土
産
物
屋
、
飲
食

店
が
並
び
、
観
光
客
で
大
賑
わ
い
だ
。

　

こ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
石
丸
明
義
さ
ん

は
土
産
物
店
「
葵
屋
」
の
ご
主
人
で
、
道

後
商
店
街
振
興
組
合
の
理
事
を
務
め
て
い

る
。
石
丸
さ
ん
の
父
親
が
こ
こ
で
化
粧
品

屋
を
始
め
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

こ
と
。
当
時
の
道
後
温
泉
は
旅
館
が
80
軒

ほ
ど
あ
り
、
戦
時
中
は
紅
を
引
く
こ
と
も

で
き
な
か
っ
た
仲
居
や
芸
者
な
ど
女
性
た

（注 1）人口ボーナス期

子どもと老人が少なく、生産年齢人口が多い状態の時期の
こと。日本は1960年代から1990年代初頭までがそれに
あたる。豊富な労働力で高度な経済成長が可能とされる。

て
も
空
き
店
舗
に
せ
ず
、
す
ぐ
に
テ
ナ
ン

ト
に
貸
す
と
い
う
。

　

聞
く
と
、
時
代
の
流
れ
を
見
越
し
て
、

か
つ
て
は
お
も
ち
ゃ
屋
だ
っ
た
店
主
が
カ

フ
ェ
に
転
換
し
、
旅
館
が
ギ
フ
ト
シ
ョ
ッ

プ
に
な
り
、
家
電
販
売
店
は
う
ど
ん
屋
へ

と
な
っ
た
。
か
く
言
う
石
丸
さ
ん
も
現
在

は
土
産
物
屋
だ
。

　

こ
の
た
め
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
降
り
た
空

き
店
舗
が
見
当
た
ら
な
い
。
石
丸
さ
ん
は

「
道
後
温
泉
の
お
か
げ
で
す
」
と
全
国
か

ら
観
光
客
を
集
め
る
道
後
温
泉
の
集
客
力

を
理
由
に
挙
げ
た
が
、
道
後
の
温
泉
商
店

街
の
新
陳
代
謝
の
速
さ
の
裏
に
は
、
温
泉

集
客
力
と
と
も
に
、
文
化
的
背
景
も
あ
る

1927年（昭和 2）に印刷された松山市街地の古地図。第二次世界大戦で中心部は戦火に見舞
われたものの、当時の町割が今もほぼ変わらないことがわかる　
提供：セキ株式会社

ち
が
化
粧
品
を
買
い
求
め
て
繁
盛
し
た
。

「
道
後
の
特
徴
は
、
経
営
者
自
ら
が
商
売

を
転
換
し
て
い
く
こ
と
で
す
」
と
石
丸
さ

ん
は
話
す
。

　

一
般
に
、
全
国
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
商
店
街

化
の
原
因
の
多
く
は
後
継
者
不
足
で
、
経

営
者
自
身
が
商
売
を
辞
め
る
ば
か
り
か
、

空
き
店
舗
を
他
に
貸
さ
な
い
地
主
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
道
後

で
は
、
自
ら
商
売
を
替
え
て
事
業
そ
の
も

の
は
続
け
て
い
く
。
た
と
え
商
売
を
や
め

（注 2）経世家

江戸時代における政治経済論者の総称。

「葵屋」の石丸明義さん
（上）と道後ハイカラ通りの
南側入口（左）
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の
事
業
を
興
し
、
初
代
市
議
会
議
長
も
務

め
た
。
明
治
前
期
に
全
国
各
地
で
輩
出
し

た
、
鉄
道
・
発
電
事
業
を
中
心
と
す
る
事

業
家
で
あ
る
。

　

松
山
市
の
中
心
市
街
地
は
江
戸
期
の
城

下
町
時
代
か
ら
栄
え
て
い
た
が
、
小
林
が

近
代
化
の
経
済
環
境
を
整
え
た
と
い
っ
て

よ
い
。
戦
時
中
は
空
襲
に
も
遭
っ
た
が
、

立
ち
直
り
は
早
か
っ
た
。

大
切
な
の
は
「
流
動
性
の
向
上
」

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
松
山
市
の
中
心

市
街
地
は
大
街
道
と
銀
天
街
が
L
字
型
に

つ
な
が
り
、
賑
わ
い
を
生
ん
で
い
る
。
南

北
に
延
び
る
大
街
道
は
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
買
い
回
り
品
や
専
門
品
、
全
国
チ
ェ

ー
ン
店
が
立
地
。
伊
予
鉄
道
松
山
市
駅
か

ら
東
に
延
び
る
銀
天
街
は
最
寄
り
品
が
中

心
だ
。
銀
天
街
の
町
名
は
湊
町
と
い
う
。

湊
町
、
す
な
わ
ち
銀
天
街
の
付
近
は
江
戸

時
代
か
ら
荷
下
ろ
し
場
だ
っ
た
の
だ
。
中

の
川
と
い
う
灌
漑
用
水
路
を
利
用
し
、
三

津
浜
か
ら
宮
前
川
を
経
て
こ
こ
ま
で
荷
を

運
ん
で
い
た
。

　

観
光
、
経
済
イ
ン
フ
ラ
が
問
題
だ
っ
た

近
代
化
期
の
伊
佐
庭
と
小
林
の
時
代
か
ら

約
1 

3 

0 

年
。
今
は
何
が
問
題
な
の
だ
ろ

う
か
。

　

株
式
会
社
ま
ち
づ
く
り
松
山
の
代
表
取

　

加
戸
さ
ん
は
東
京
の
大
学
を
卒
業
後
、

外
資
系
証
券
会
社
に
勤
務
、
2 

0 

0 

9
年

（
平
成
21
）
に
家
業
の
衣
料
品
店
を
継
ぎ
、

株
式
会
社
と
か
げ
や
代
表
取
締
役
社
長
と

な
る
。
今
は
松
山
銀
天
街
商
店
街
振
興
組

合
理
事
長
で
も
あ
る
。

「
地
方
の
課
題
は
お
金
が
循
環
し
な
い
こ

と
、
つ
ま
り
流
動
性
の
枯
渇
が
問
題
の
す

べ
て
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
、
世
の
中
で
は

『
何
を
し
た
ら
も
う
か
る
か
』
と
い
う
点

に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、

そ
れ
を
前
面
に
出
す
か
ら
み
ん
な
勘
違
い

す
る
。『
も
う
け
る
』
こ
と
の
真
の
目
的
と

は
『
お
金
の
流
動
性
の
向
上
』
で
、
な
お

か
つ
そ
れ
が
長
く
続
く
『
継
続
性
』
が
必

要
。
そ
の
し
く
み
を
き
ち
ん
と
つ
く
る
こ

と
が
大
事
な
ん
で
す
。
何
回
も
同
じ
こ
と

を
や
っ
て
は
つ
ぶ
れ
る
の
で
は
意
味
が
あ

り
ま
せ
ん
。
施
策
で
も
イ
ベ
ン
ト
で
も
、

取
り
組
ん
だ
こ
と
の
デ
ー
タ
を
残
し
て
自

分
た
ち
で
検
証
し
、
次
に
活
か
す
。
つ
ま

り
、
ま
ち
づ
く
り
も
経
営
な
の
で
す
」
と

語
る
。
こ
の
言
葉
で
加
戸
さ
ん
が
ど
こ
ま

で
先
を
見
て
い
る
か
、
よ
く
わ
か
る
。

　

中
心
市
街
地
の
衰
退
が
問
題
視
さ
れ
た

の
は
1 

9 

9 

0
年
代
後
半
。
そ
れ
は
現
在

の
地
方
創
生
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
当

初
の
目
標
は
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
個
店
を
ま

と
め
上
げ
る
こ
と
、
次
に
個
店
が
ま
ず
収

益
を
上
げ
る
こ
と
だ
っ
た
。
特
徴
の
あ
る

中心市街地に賑わいを
取り戻すための施策を
講じる加戸慎太郎さん

購入頻度が比較的低い買い回り品やチェーン
店がひしめく大街道（上）。利用者の声を拾って
利用やサービスの改善に結びつけるための仕
掛けも各所にある（左）

締
役
社
長
、
加か

ど戸
慎
太
郎
さ
ん
は
「
流
動

性
の
向
上
」
と
言
い
切
る
。

　

ま
ち
づ
く
り
松
山
は
2 

0 

0 

5
年
（
平

成
17
）
に
中
心
市
街
地
活
性
化
法
に
よ
る

タ
ウ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ニ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
（
T
M
O
）
と
し
て
設
立
さ
れ

た
が
、
現
在
は
収
益
を
市
民
に
還
元
す
る

組
織
に
移
行
し
て
い
る
。

日用品や食料品などの最寄り品が中心の銀天
街（上）。上方の大型ディスプレイでCMを流
すのはまちづくり松山の収益事業の一つ。東側
は道路を挟んで大街道と接する（右）

銀天街の脇を流れる中の川。この付
近が三津浜からの荷下ろし場だった
ことが現在につながっている
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地
域
活
性
化
に
社
員
が
熱
を
入
れ
る
。

そ
れ
は
社
員
全
体
の
気
持
ち
を
、
仕
事
だ

け
で
は
な
く
地
域
に
も
向
け
る
割
合
を
高

め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
関

さ
ん
は
「
心
の
分
配
率
を
高
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
う
ま
く
表
現
し

て
い
た
。

今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い

人
と
金
の
流
れ

　

地
域
の
経
済
社
会
を
元
気
に
す
る
に
は
、

収
益
を
上
げ
て
ま
ち
の
人
に
再
投
資
し
て

新
陳
代
謝
を
促
す
こ
と
が
重
要
だ
。
今
回

お
会
い
し
た
三
人
に
共
通
し
て
い
た
考
え

方
は
、
伊
佐
庭
と
小
林
に
も
通
じ
る
。

　

地
域
経
済
に
大
事
な
の
は
「
流
れ
」
で

あ
る
こ
と
を
伊
予
の
人
は
知
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
そ
う
い
え
ば
、
月
賦
販
売
を
考

え
出
し
た
の
も
伊
予
の
桜
井
漆
器
の
商
人

だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

事
業
者
が
自
分
事
と
し
て
リ
ス
ク
を
と

り
ま
ち
づ
く
り
事
業
を
始
め
る
と
、
人
も

金
も
流
れ
収
益
を
再
投
資
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
流
れ
は
魅
力
の
源
だ
。

　
（
2 

0 

1 

7
年
3
月
27
〜
28
日
取
材
）

個
店
を
つ
く
る
こ
と
が
大
事
と
い
わ
れ
る

が
、
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
と
通
販
に

慣
れ
た
人
々
の
な
か
で
商
店
街
が
生
き
残

る
の
は
大
変
だ
。
ま
ず
は
、
広
域
の
魅
力

拠
点
と
し
て
商
店
街
を
再
整
備
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
個
店
も
ま
ち
づ

く
り
会
社
も
、
取
り
組
み
に
よ
っ
て
得
た

収
益
あ
る
い
は
時
間
の
幾
分
か
を
再
投
資

し
な
け
れ
ば
先
細
り
と
な
り
、
中
心
市
街

地
「
全
体
」
は
持
続
で
き
な
い
。
収
益
力

と
と
も
に
「
持
続
さ
せ
る
し
く
み
」
が
大

事
な
の
だ
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
人
と
金
の
流
れ
を
呼

び
込
み
循
環
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
発

想
を
事
業
者
た
ち
に
学
習
し
て
も
ら
う
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
に
ま
ち
づ
く
り
会
社
の

役
割
が
あ
る
。

　

ま
ち
づ
く
り
松
山
が
取
り
組
む
の
は
、

若
手
経
営
者
の
交
流
を
ベ
ー
ス
に
、
商
店

街
の
な
か
に
大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
据
え

て
行
な
う
C 

M
や
P 

R
、
イ
ベ
ン
ト
告
知
、

産
官
学
金
労
言
（
注
3
）
の
連
携
、
ま
ち

の
清
掃
や
落
書
き
消
し
、「
お
城
下
大
学
」

と
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
開
催
、
お
よ
び
そ
れ

ら
を
通
じ
た
人
材
育
成
だ
。
長
年
続
け
て

い
る
う
ち
に
形
骸
化
し
、
や
り
っ
放
し
と

な
っ
て
い
た
事
業
を
自
分
た
ち
で
や
り
直

し
、
ま
ち
づ
く
り
を
自じ

分ぶ
ん
ご
と事

に
し
て
い
る

と
も
言
え
る
。

　

一
見
す
る
と
こ
れ
ま
で
の
商
店
街
の
高

大街道商店街・銀天街商店街が開
催する春の大イベント「お城下スプ
リングフェスタ」　提供：まちづくり松山

度
化
事
業
（
注
4
）
と
変
わ
ら
な
い
が
、

ま
ち
づ
く
り
松
山
の
事
業
に
よ
っ
て
人
と

金
が
流
れ
、
ま
ち
を
担
う
人
も
育
ち
つ
つ

あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
目
的
な
の
だ
。

　

た
と
え
る
と
、
自
分
の
井
戸
水
の
量
だ

け
を
増
や
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
井

戸
そ
の
も
の
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
水
循

環
を
増
や
し
て
い
こ
う
と
い
う
発
想
と
ま

っ
た
く
同
じ
だ
。
水
循
環
が
人
と
金
の
循

環
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
話
。
き
ち
ん
と

循
環
す
る
環
境
を
、
行
政
や
他
人
任
せ
で

は
な
く
、
自
分
事
と
し
て
守
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
の
だ
。

仕
事
か
ら
地
域
へ
向
か
う

人
々
の
心

　

ま
ち
づ
く
り
を
自
分
事
と
と
ら
え
て
参

加
す
る
こ
と
で
、
金
の
循
環
と
人
材
の
育

成
に
成
果
を
上
げ
つ
つ
あ
る
松
山
市
の
事

業
者
。
そ
の
代
表
と
し
て
セ
キ
株
式
会
社

を
訪
ね
た
。

　

同
社
は
1 

9 

0 

8
年
（
明
治
41
）
の
創
業
。

も
と
も
と
愛
媛
県
中
央
部
に
あ
る
久く

ま万
高

原
町
で
手
漉
き
和
紙
を
販
売
し
て
い
た
が
、

大
阪
で
洋
紙
に
出
合
い
、
洋
紙
の
販
売
も

始
め
た
。
現
在
は
紙
卸
と
印
刷
の
二
軸
に

加
え
、
地
域
活
性
化
事
業
、
イ
ベ
ン
ト
事

業
、
広
告
出
版
業
ま
で
手
広
い
。

　

代
表
取
締
役
社
長
の
関
宏
孝
さ
ん
は
四

企業としての地域貢献
に注力する関宏孝さん

代
目
。
松
山
市
道
後
に
生
ま
れ
、
東
京
で

外
資
系
証
券
会
社
に
勤
め
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
も
2
年
い
た
。
10
年
前
に
松
山
市
に

戻
り
、
今
は
経
営
者
と
し
て
ま
ち
づ
く
り

に
か
か
わ
る
38
歳
だ
。

　

金
融
出
身
者
で
、
と
も
に
家
業
を
継
ぐ

加
戸
さ
ん
と
関
さ
ん
。
二
人
が
ま
ち
づ
く

り
に
か
か
わ
る
の
は
偶
然
だ
ろ
う
か
。

　

企
業
が
地
域
づ
く
り
に
力
を
入
れ
る
理

由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
関
さ
ん
は
「
地

域
イ
ベ
ン
ト
に
来
る
人
た
ち
を
ど
う
し
た

ら
喜
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
思
い
と
活
動
が
、
結
果

的
に
地
域
の
優
れ
た
人
材
が
集
ま
る
き
っ

か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
」
と
言
う
。

参考文献
『松山市史第一巻～五巻』（松山 1995）、『道後温泉 増補版』（松山市 1982）

（注 3）産官学金労言

地方創生においては、従来の産（民間企
業）、官（役所）、学（教育機関）に加えて、
金（金融）、労（労働組合）、言（地方のメ
ディア）が連携することが必要とされる。

（注 4）商店街の高度化事業

商店街の活性化を図るため、
店舗の改装とアーケードの整
備などを行なう集積区域整備
事業などが代表的。
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これまでに紹介した河川

第 1回 遠賀川 福岡県
第 2回 米代川 秋田県・青森県・岩手県
第 3回 旭川 岡山県

第 4回 熊野川 奈良県・三重県・和歌山県
第 5回 天塩川 北海道
第 6回 物部川 高知県
第 7回 那珂川 茨城県・栃木県・福島県
第 8回 黒部川 富山県
第 9回 天竜川 長野県・静岡県・愛知県
第 10回 荒川 山形県・新潟県

第 11回 斐伊川 島根県・鳥取県
第 12回 肱川 愛媛県

ミツカン水の文化センターでは、2017年より新たなイベント

「発見！水の文化」をスタートします。

これまで開催していた「里川文化塾」よりもう少し身近で気

軽に参加できる企画をそろえ、多くの方に興味をもって参加し

ていただけるイベントにしていきます。

専門家に解説していただきながらの街歩きや滝鑑賞、舟めぐ

りなどを通して、身近にある「水の文化」を再発見し、私たち

の生活を取り巻く「水の恵み」に気づくきっかけになればと思

います。

記念すべき第一回目は、東北学院大学経営学部教授の斎藤

善之さんのご案内で東京の日本橋を歩きます。かつての水の都

「江戸」に残る水路・掘
ほりわり

割の跡を巡りながら、当時の街づくり

における「舟運・水」の重要性を発見します。日本橋ゆかりの

スイーツもご用意しますので、一緒に楽しく歩きましょう！

川系男子の坂本貴啓さんの案内で全国の一級河川

「109水系」をめぐる連載「Go!Go!109水系」は、坂本

さんの大学院卒業、就職などの事情により今号は休載し

ました。

坂本さんは博士号（工学）を取得し、2017年 4月から

国立研究開発法人 土木研究所 自然共生研究センターの

専門研究員として勤務しています。1998年（平成 10）11

月、岐阜県各務原市に設立された自然共生研究センター

は、河川湖沼の自然環境の保全と復元のための研究を行

ない、その結果を広く普及することを目的としています。

敷地内には木曽川と新境川につながる3本の実験河川

があり、坂本さんはここを訪れる人たちへのガイドや案内

板の確認・整備などを担当しています。近いうちに実験河

川での研究もスタートする予定です。

「Go!Go!109水系」は続ける方向で調整中です。パワ

ーアップした坂本さんの再登場にどうぞご期待ください！

センター活動報告

「発見！水の文化」 スタート！

「発見！水の文化～江戸の水辺街歩き（日本橋編）～」

 日時： 2017年7月22日（土）13:00～16:30ごろ
  （小雨決行。荒天時の予備日＝7月30日（日））

  ［集合］13:00

   JR東日本「東京駅」八重洲北口付近
  ［解散］16:30ごろ

   東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町駅」
 街歩きルート： 東京駅八重洲北口集合→日本橋・日本橋室町エ

リア→日本橋堀留町・小網町エリア→日本橋兜
町・茅場町・新川エリア→茅場町駅解散

 募集人数： 15名程度（参加費無料）
  ※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます
  ※参加決定者には7月10日ごろに事務局よりご連絡いたします

  ※詳細は当センターのホームページにてご確認ください

 応募締切： 7月9日（日）
全国へつながる街道の起点として賑わった日本橋。江戸時代は日本橋の南詰め東側が罪人の晒
場（さらしば）、南詰め西側はお触れなどを掲示する高札場だった

土木研究所 自然共生研究セ
ンターの専門研究員になった
坂本貴啓さん

講師：斎藤善之さん 
（さいとう・よしゆき）

東北学院大学経営学部 教授

坂本貴啓さんの近況と「Go ! Go ! 109水系」休載のお知らせ

第12回

第 6回

第1回

第11回

第 3回

第 4回

第 8回

第 9回

第 7回

第10回

第 2回

第 5回
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集
後
記

ど
ん
な
人
に
も
「
身
近
な
自
然
」
で
あ
る
雲
。
時
間
の
経
過
や
、
天

気
・
四
季
の
変
化
ま
で
体
感
的
に
理
解
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
長
い

時
代
変
遷
の
中
で
、
絵
巻
物
の
読
者
の
階
級
が
多
様
化
し
て
も
、「
雲
」

は
変
わ
ら
ず
あ
る
意
味
を
表
現
す
る
記
号
と
し
て
使
わ
れ
続
け
た

…
…
。
身
近
だ
か
ら
こ
そ
「
共
通
言
語
」
に
な
れ
る
雲
。
そ
の
魅
力

の
一
端
を
つ
か
め
た
気
が
し
た
。（
松
）

水
滴
が
空
に
浮
か
ん
で
、
雲
に
な
っ
て
、
そ
し
て
知
ら
ぬ
間
に
消
え

去
る
。
小
林
先
生
と
考
え
た
「
雲
の
哲
学
」。
雲
が
教
え
て
く
れ
る
こ

と
は
な
い
。
し
か
し
、
雲
を
見
る
こ
と
で
自
分
は
学
ぶ
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
る
。
先
生
の
言
葉
に
感
動
し
て
、
そ
れ
か
ら
や
た
ら
空
を
見

上
げ
て
歩
く
私
。
転
ば
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
こ
の
気
持
ち
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
！ 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。（
I 

M
）

運
航
支
援
者
に
ス
ト
ー
ム
・
チ
ェ
イ
サ
ー
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
こ
の

よ
う
な
仕
事
が
あ
る
の
を
初
め
て
知
っ
た
。
い
つ
も
見
て
い
る
雲
に
、

思
い
が
け
ず
世
界
を
広
げ
て
も
ら
っ
た
。
雲
は
と
て
も
奥
が
深
い
。

色
ん
な
写
真
で
自
分
の
好
み
が
わ
か
っ
た
の
で
、
今
度
は
自
力
で
好

き
な
雲
を
見
つ
け
た
い
。（
原
）

手
を
つ
な
い
で
歩
い
て
い
た
保
育
園
か
ら
の
帰
り
道
。
赤
く
染
ま
っ

た
夕
焼
け
雲
を
み
て
、「
き
れ
い
だ
ね
」
と
子
供
が
言
っ
た
。
空
を
見

上
げ
る
こ
と
は
、
子
供
の
頃
か
ら
自
然
と
体
得
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
と
思
っ
た
。
せ
わ
し
な
い
日
常
の
中
で
、
空
を
見
上
げ
て
気

分
転
換
を
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
た
い
。（
吉
）

雨
上
が
り
の
後
、
水
た
ま
り
に
映
り
込
む
雲
を
見
て
空
を
見
上
げ
る
。

た
ぶ
ん
先
に
空
を
見
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
よ
う
や
く
雲
に
気
づ
く
。

水
た
ま
り
と
い
う
額
縁
で
切
り
取
ら
れ
、
雲
が
主
役
に
な
る
こ
の
瞬

間
は
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
分
と
相
ま
っ
て
実
に
心
地
が
良
い
。（
力
）

「
こ
れ
だ
！
」
と
思
え
る
雲
に
は
な
か
な
か
出
合
え
な
い
。
編
集
会
議

の
朝
、
遅
れ
そ
う
に
な
っ
て
慌
て
て
飛
び
出
し
、
ふ
と
空
を
見
上
げ
る

と
待
ち
望
ん
で
い
た
大
き
な
積
雲
が
も
く
も
く
湧
き
出
て
い
る
！ 

と

こ
ろ
が
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
は
置
い
て
き
た
し
、
取
り
に
戻
る
時
間
も
な

い
。
村
井
さ
ん
か
ら
お
聞
き
し
た
「
い
い
雲
は
忙
し
い
と
き
や
会
議
中

に
出
る
」
と
い
う
法
則
は
本
当
だ
っ
た
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください。
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページからPDFファイルとしてダウンロード
できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
 里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽
しめる内容です。また、今後の「発見！水の文化」につい
ても、順次ホームページでご案内します。ご注目ください。
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第56号
ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

『水の文化』56号について、アンケートにご協力ください。
今後の機関誌をよりよくしていくための参考にさせていただきます。

◆アンケートへの回答はこちらから。
http://www.mizu.gr.jp/form56.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

※アンケート用紙をお持ちの方は、FAXまたはメールにて
下記へご返信いただく形でも結構です。

ＦＡＸ：０３-６６８５-７５９６
メールアドレス：tokyo-office@mizu.gr.jp
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	 表紙：	水面に浮かぶ雲をすくう。雲は身近だが、つかみどころのない不思議な存
在（撮影：中野公力）

	 裏表紙上：	魚眼レンズで撮影した雲。渦巻くさまからは自然のもつ生命力を感じる
（撮影：藤牧徹也）

	 裏表紙下：	静岡市葵区でお茶づくりを続ける斉藤勝弥さん。空を見上げて、雲や風の
流れ、湿気の変化などから天気を読みとる（撮影：川本聖哉）
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