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い
、
草
を
食
べ
さ
せ
、
毛
を
と
っ

て
い
る
と
の
こ
と
。「
同
じ
よ
う

に
羊
に
草
を
食
べ
さ
せ
れ
ば
い
い

の
で
は
」
と
い
う
こ
と
で
、
早
速

み
ど
り
の
会
の
メ
ン
バ
ー
と
一
緒

に
視
察
に
行
き
、
２
匹
の
羊
を
飼

い
始
め
ま
し
た
。

羊
毛
紡
ぎ
に
四
苦
八
苦

羊
を
飼
う
と
毛
刈
り
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
刈
っ
た
毛

の
こ
と
ま
で
、
全
く
考
え
て
い
な

か
っ
た
ん
で
す
よ
」
と
本
部
さ
ん

は
笑
い
ま
す
。
相
談
を
受
け
た
公

民
館
主
事
の
藤
原
さ
ん
は
「
お
も

し
ろ
い
話
な
の
で
、
す
ぐ
に
公
民

２
匹
の
羊

国
道
９
号
を
西
に
進
み
、
白
兎

海
岸
を
過
ぎ
て
、
ト
ン
ネ
ル
を
4

つ
く
ぐ
る
と
、
気
高
町
宝
木
地
区

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
区
を
流
れ

る
河こ
う
ち
が
わ

内
川
の
河
川
敷
に
は
、
地
元

の
人
か
ら
「
く
ろ
」
と
「
し
ろ
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
２
匹
の
羊
が
飼

わ
れ
て
い
ま
す
。宝
木
地
区
で
は
、

こ
の
羊
が
取
り
持
っ
て
地
域
お
こ

し
の
輪
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

本
部
さ
ん
が
代
表
を
務
め
る

「
宝
木
み
ど
り
の
会
」
が
設
立
さ

れ
た
の
は
10
年
前
。
初
め
は
植
樹

が
目
的
の
会
で
し
た
。
宝
木
に
は

大
き
な
木
は
少
な
い
そ
う
で
、
奥

さ
ん
の
「
鷲じ
ゅ
う
ぼ
う
さ
ん

峰
山
が
あ
っ
て
、
河

内
川
が
流
れ
て
い
て
、
Ｊ
Ｒ
が

走
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
宝
木
の

風
景
を
木
の
下
で
孫
と
眺な
が

め
て
み

た
い
。
き
っ
と
み
な
さ
ん
も
そ
う

思
っ
て
い
る
よ
」
の
一
言
が
、
こ

の
会
を
作
っ
た
き
っ
か
け
と
な
っ

た
そ
う
で
す
。
木
を
植
え
る
活
動

を
し
て
い
る
う
ち
に
、
河
川
敷
に

ア
シ
や
ク
ズ
が
繁
っ
て
、
水
辺
に

近
づ
け
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
が
付
い
た
本
部
さ
ん
た
ち
。
以

前
に
講
演
で
聴
い
た
、
島
根
県
の

川
本
町
の
取
り
組
み
を
思
い
出
し

ま
し
た
。
川
本
町
で
は
、
羊
を
飼

館
事
業
と
し
て
『
羊
の
毛
紡
ぎ
し

ま
せ
ん
か
？
』
と
呼
び
か
け
を
行

い
ま
し
た
」
と
当
時
を
振
り
返
り

ま
す
。
メ
ン
バ
ー
も
集
ま
り
、
羊

毛
を
紡
ぐ
「
ひ
つ
じ
か
い
」
の
活

動
が
始
ま
り
ま
し
た
。
４
年
前
の

こ
と
で
す
。

何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
分
か

ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

で
す
。
メ
ン
バ
ー
で
ま
た
川
本
町

に
研
修
に
行
き
ま
し
た
。
羊
毛
を

紡
ぐ
と
言
っ
て
も
、
毛
を
洗
う
、

「
カ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
と
言
っ
て
、

紡
ぎ
や
す
い
よ
う
に
毛
の
繊
維
方

向
を
整
え
る
、
糸
を
紡
ぐ
、
機は
た

を

織
る
、な
ど
の
工
程
が
あ
り
ま
す
。

羊毛で紡
つむ

ぐ地域のきずな

本部 享司 さん
Kyoji Motobe 

「宝木みどりの会」
「ひつじかい」

藤原 冨美子 さん
Fumiko Fujiwara 

2匹の羊「くろ」と「しろ」
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地
域
を
お
こ
し
始
め
た
羊

植
樹
か
ら
羊
飼
い
へ
と
「
宝
木

み
ど
り
の
会
」
の
活
動
は
変
わ
り

ま
し
た
が
、
地
域
と
の
つ
な
が
り

は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
た
よ
う
で

す
。河

川
敷
の
草
は
、
２
匹
の
羊
が

食
べ
た
り
、
会
の
メ
ン
バ
ー
が
草

刈
り
を
行
っ
た
り
し
て
、
徐
々
に

き
れ
い
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
羊

の
世
話
は
12
人
の
メ
ン
バ
ー
が
交

代
で
や
っ
て
い
て
、
本
部
さ
ん
は

木
曜
日
の
当
番
。「
こ
の
日
の
当

番
は
３
人
と
も
小
中
学
校
の
同
級

生
な
ん
で
す
よ
。
こ
の
歳
に
な
っ

た
ら
あ
ま
り
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と

も
な
い
で
し
ょ
う
が
、
羊
を
飼
う

こ
と
で
こ
う
し
て
み
ん
な
が
元
気

な
こ
と
を
確
か
め
合
う
こ
と
が
で

き
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
う
れ
し

く
て
」。

「
ひ
つ
じ
か
い
」
も
、
刈
り
取

っ
た
毛
を
用
い
て
、
機
織
り
機
で

タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
作
り
、
文
化
祭

で
展
示
す
る
な
ど
、
地
域
で
の
活

動
の
範
囲
を
広
げ
て
い
ま
す
。「
将

来
は
か
ば
ん
と
か
服
と
か
、
立
体

的
な
も
の
を
作
り
た
い
で
す
ね
。

た
だ
、
織
り
機
が
足
り
な
い
ん
で

す
。
昔
の
不
要
な
織
り
機
が
残
っ

て
い
る
お
宅
が
あ
っ
た
ら
教
え
て

く
だ
さ
い
ね
」
と
藤
原
さ
ん
。

先
日
、
通
学
す
る
列
車
の
中
で

高
校
生
が
「
今
日
も
羊
が
見
え
た

ね
」
と
話
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
聞
い
た
本
部
さ
ん
。「
羊
の
存

在
が
癒い
や

し
に
な
っ
て
る
ん
で
し
ょ

う
ね
」
と
目
を
細
め
ま
す
。
地
域

を
お
こ
し
始
め
た
２
匹
の
羊
。「
宝

木
み
ど
り
の
会
」
と
「
ひ
つ
じ
か

い
」
の
活
動
は
、「
羊
毛
効
果
」

で
地
域
を
ま
す
ま
す
温
か
く
し
て

く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

織
り
機
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

宝
木
地
区
公
民
館　

藤
原

 

（
０
８
５
７
）
82―

２
４
０
７

「
糸
が
紡
げ
な
い
と

ど
う
に
も
な
ら
な

い
ん
で
す
が
、
こ
れ

が
本
当
に
難
し
い

ん
で
す
よ
」
と
藤
原

さ
ん
。
本
部
さ
ん
も

「
２
日
目
に
少
し
紡

げ
る
よ
う
に
な
っ

た
ん
で
す
が
、
こ
ん

な
こ
と
で
こ
れ
か

ら
う
ま
く
い
く
だ

ろ
う
か
と
心
配
に

な
り
ま
し
た
」
と
そ

の
時
の
心
境
を
思

い
出
し
、
苦
笑
い
。

国立天文台堂平観測所（埼玉県）からの眺め（1967 年 2月）

　2008 年 2月 18 日付けの日本海新聞に「佐治
町でソラクライ・プロジェクト　光害防ごう　天
文学や温暖化防止に一役」と題した一文が掲載さ
れました。紙面には、佐治町総合支所がインター
ネットのホームページに掲載しているポスターも
紹介され、光

ひかり

害
がい

の防止に取り組む佐治の姿勢が紹
介されてました。
　筆者が現役時代に勤務していた東京天文台は、
東京三鷹に当時の港区麻布から大正末期に暗い夜
空を求めて移転してきました。東京の夜空が明る
くなって天体観測に適さなくなってきたからで
す。三鷹に移ってからおよそ 35年、三鷹も観測
に不適になるという始末。そこで、日本各地に適
地を求めて、ついに岡山県の南部に大口径の望遠
鏡を設置、さらに東京近郊の埼玉県西部に観測所
を設置しました。この埼玉県に設置した観測所か
ら見下ろす関東平野にはまだ暗い夜空が残り、頭
上の星は美しくまさに星に埋まっているような感
じでした。1967 年 2月の夜、私はこの観測所か
ら東京方面を見下ろした写真を一枚撮影しまし
た。関越自動車道の建設が始まっていたのです。
画面の中央に、東京タワーのシルエットが写った
この一枚の写真が、日本の夜空の現状を多くの人
に認識させるきっかけになったのでした。

■問い合わせ先　
　さじアストロパーク 
　佐治町高山1071-1
　 （0858）89ー1011

香
こう

西
さい

洋
ひろ

樹
き

の  「暗い夜空が教えるもの」

Vol.19  光の広がり

佐治天文台長

カーディング（左手前）、糸紡ぎ（左奥）、機織り（右）の各工程
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