
85

海
交
流
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
夢
み

な
と
博
覧
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
時
、
パ
ビ
リ
オ
ン
の
一

つ
、
市
町
村
館
の
一
角
に
「
民
話

語
り
コ
ー
ナ
ー
」
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

「
会
期
中
は
、
毎
週
日
曜
日
に

３
人
ず
つ
交
代
で
担
当
し
、
県
内

伝
承
の
い
ろ
ん
な
民
話
を
語
り
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
語
り
の
機
会
は

な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
と
き

改
め
て
『
民
話
は
語
る
も
の
だ
な

あ
』
と
実
感
し
ま
し
た
ね
」
と
当

時
を
振
り
返
り
ま
す
。

小
林
さ
ん
は
も
と
も
と
民
俗
学

に
関
心
が
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し

昔
々
、
あ
る
と
こ
ろ
に
…

糸
車
や
い
ろ
り
を
使
っ
た
セ
ッ

ト
の
中
に
作
務
衣
や
も
ん
ぺ
を
着

た
語
り
部
が
座
り
、
お
も
む
ろ
に

話
し
始
め
ま
す
。

「
昔
々
、
あ
る
と
こ
ろ
に
お
じ

い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
住
ん

ど
っ
た
だ
っ
て
…
」

絵
や
映
像
を
使
わ
ず
と
も
、
子

ど
も
た
ち
は
あ
っ
と
い
う
間
に
お

は
な
し
の
中
に
引
き
込
ま
れ
て
い

き
ま
す
。

「
鳥
取
・
民
話
を
語
る
会
」
の

メ
ン
バ
ー
は
15
人
。
そ
の
う
ち
９

人
が
、
現
在
語
り
の
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

語
り
の
依
頼
は
ひ
っ
き
り
な
し

に
舞
い
込
み
ま
す
。
小
学
校
や
保

育
園
で
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の

お
話
会
は
も
ち
ろ
ん
、
公
民
館
や

老
人
ホ
ー
ム
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
か
ら
も
依
頼
が
あ
り
ま
す
。

「
週
に
１
回
は
、
３
〜
５
人
く
ら
い

で
ど
こ
か
に
出
か
け
て
語
り
を
し

て
い
ま
す
。
私
た
ち
も
高
齢
者
で

す
か
ら
、
く
た
び
れ
が
出
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
心
配
し
ま
す
」
と
、
会

長
の
小こ
ば
や
し林
龍た
つ
お雄
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

語
っ
て
こ
そ
の
民
話

平
成
９
年
、
境
港
市
で
環
日
本

て
民
話
を
勉
強
す
る
た
め
に
、「
鳥

取
民
話
研
究
会
」
に
参
加
し
て
い

ま
し
た
。「
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
中

で
、
民
話
語
り
を
専
門
に
取
り
組

み
た
い
７
人
が
集
ま
り
、
平
成
12

年
に
今
の
『
と
っ
と
り
・
民
話
を

語
る
会
』
を
結
成
し
た
ん
で
す
よ
」

と
小
林
さ
ん
。

平
成
14
年
に
全
県
で
開
催
さ
れ

た
国
民
文
化
祭
で
も
、
さ
じ
民
話

会
（
と
っ
と
り
市
報
平
成
19
年
６

月
号
で
紹
介
）、
ほ
う
き
民
話
の

会
と
と
も
に
、「
日
本
の
語
り
の

部
屋
」
と
い
う
催
し
に
参
加
協
力

し
ま
し
た
。

ふるさとを思う心を
語り伝えたい

とっとり・民話を語る会

鳥取県立博物館民俗資料室の「いろり端」で語る小林さん

小林 龍雄 さん
Tatsuo Kobayashi 

シリーズ
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イ
メ
ー
ジ
の
世
界

以
前
、
小
林
さ
ん
が
子
ど
も

た
ち
に
「
徳

尾
の
大
坊
主
」

（
注
）
の
話
を
し

た
と
き
に
、
保

護
者
の
感
想
文

で
「
話
を
聴
い

た
子
ど
も
た
ち

に
そ
れ
ぞ
れ
絵

を
描
か
せ
て
み

た
ら
面
白
い
で

し
ょ
う
ね
」
と

書
か
れ
て
い
ま

し
た
。「
こ
れ

が
語
り
の
良
さ

で
す
。
民
話
を
聴
き
な
が
ら
、
子

ど
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
違
っ
た

大
坊
主
を
頭
の
中
に
描
く
ん
で
す

よ
」
と
小
林
さ
ん
は
力
を
込
め
ま

す
。昔

話
と
い
え
ば
、
懐
か
し
い
方

言
が
付
き
物
で
す
が
、
今
の
子
ど

も
た
ち
に
も
分
か
る
言
葉
で
話
し

ま
す
。
小
林
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
民

俗
学
の
言
葉
で
『
変
容
』
と
言
い

ま
す
が
、
言
葉
が
時
代
に
合
わ
せ

て
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
い
く
こ
と

は
か
ま
わ
な
い
の
で
す
」
と
の
こ

と
。
話
を
聴
い
て
イ
メ
ー
ジ
を
ど

ん
ど
ん
膨
ら
ま
せ
て
も
ら
う
た
め

に
は
、
ま
ず
は
言
葉
が
伝
わ
る
こ

と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
切
な
の
は
「
ふ
る
さ
と
感
」

最
近
で
は
、
元
大
工
町
の
城
下

町
と
っ
と
り
交
流
館
「
高
砂
屋
」

で
、
偶
数
月
の
第
２
土
曜
日
に
発

表
例
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
語
り

の
機
会
が
た
び
た
び
あ
っ
て
、
同

じ
人
に
話
す
こ
と
も
あ
る
の
で
、

常
に
新
し
い
話
の
準
備
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。

「
み
ん
な
で
一
緒
に
練
習
す
る

と
、
同
じ
話
し
方
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
、
な
る
べ
く
一
人
ず
つ
で

練
習
し
ま
す
。
話
も
、
以
前
は

私
が
選
ん
で
い
ま
し
た
が
、
最
近

は
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
選
ん
で
も
ら

っ
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
自
分
が

富桑小学校の子どもたちが語りに引き込まれていきます

読
ん
で
感
動
し
た
話
で
な
い
と
、

『
型
』
に
な
ら
な
い
ん
で
す
ね
」

小
林
さ
ん
が
気
に
か
け
る
の

は
、
子
ど
も
た
ち
と
地
域
の
将
来
。

「
子
ど
も
た
ち
に
、
民
話
を
通
し

て
『
ふ
る
さ
と
感
』
を
伝
え
た
い

ん
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
地
方
の
時

代
。
地
方
の
特
色
は
民
話
の
中
に

あ
り
ま
す
。
地
方
の
時
代
に
は
民

話
の
伝
承
が
必
要
な
ん
で
す
」
と

熱
く
語
り
ま
す
。

い
つ
の
時
代
に
も
人
々
に
安
ら

ぎ
と
教
訓
を
与
え
て
き
た
民
話

は
、
小
林
さ
ん
た
ち
の
活
動
に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
輝
き
を
増
し
て
い

く
こ
と
で
し
ょ
う
。

（注）徳尾の大
おおのみのすくねのみこと

野見宿禰命神社に伝わる伝説。夜更けに大坊主が現れる噂
を聞いた男が、正体を見破るために赴き、茶店の主人に尋ねると…。

　今年は、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡を使って
天体観測を行ってから 400 年の節目に当たる年
です。これを記念して、世界中の天文学者の集ま
りである「国際天文学連合」が音頭を取って「世
界天文年」という事業が進められています。
　ところで、望遠鏡って何でしょう。多くの人は、
望遠鏡など改めて考えることなどなくて、「遠く
のものを大きくして見せてくれる道具」と思って
いることでしょうが、それで「正解」です。みな
さんの手元にある双眼鏡や観光地に備えられてい
る観光用の双眼鏡なども望遠鏡です。意外に手近
にある、遠くを望み見る道具ですね。この望遠鏡
に使われてるのがガラスで作られた「レンズ」と
呼ばれる透明な物質です。
　ガラスが発見されたのはとても古い時代で、ペ
ルシャ文明の遺跡からも発掘されています。当時
は身近な装飾品や道具に使われていたようです。
　望遠鏡に使われている「レンズ」と呼ばれるガ
ラスの製品の名前は、実は豆に由来します。中近
東で今も多く栽培されている「レンズ豆」と呼ば
れる豆がちょうどレンズそっくりで、中央部が膨
らんだ形をしています。この豆によく似た形から

「レンズ」と呼ばれるようになったそうです。こ
のレンズ状のガラスを通して物を見ると、大きく
見えることが知られてきたのです。

■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  「望遠鏡って何だろう」

Vol.25  望遠鏡って何？

佐治天文台長
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