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オオカミが見たアイヌモシㇼの世界
小野有五

　オオカミたちは見ていた。
　最終氷期、シベリアから、陸続きになったサハリン〜宗谷陸橋を歩いて、いつの間にか、たどりついていたこの場所。
　同じように歩いてきた旧石器を手にしたアイヌの人々の祖先たち。その人たちが、やがてアイヌモシㇼ（人間の大
地）と呼ぶようになるこの自然を。広大なユーラシア大陸の西から続く果てしない大草原。そこにはマンモスもいたし、
毛の生えたサイもいた。野牛もいた。オオツノシカやヘラジカもいた。そんな豊かな大草原を、オオカミたちは群れを
つくって走り回り、その遠吠えに怯えながら、旧石器人たちは夜通し火をたいた。
　氷河期が終わり暖かくなると、サハリンと宗谷を結んでいた陸地は再び海におおわれ、マンモスもオオカミたちも、
シベリアにはもどれなくなってしまった。草原にはどんどん樹木が生え、あっという間に大森林になっていった。マン
モスや大型のシカは絶滅したが、オオカミたちは森の中を走り回っていた。旧石器人たちは粘土をこねて土器を発明し、
森のドングリや川や海の魚、貝を煮炊きして生き続けた。
　その人たちは、もうアイヌ語のようなコトバを話していた。オオカミたちの吠える声を聞いて「ウォセ　カムイ」と
呼ぶようになった。その人たちは火山灰の大地に落とし穴をつくり、走っても追いつけないエゾシカをそこに落として
獲っていたが、オオカミたちは猛スピードで走ってエゾシカを倒す。それを尊び、「オンルプㇱ（狩りをする）カムイ」
と呼んだ。「ホㇽケウ　カムイ」というコトバもできた。
　そのようなコトバを話す人たちは、オオカミたちを「カムイ」と崇め、決して近づこうとしなかった。だからオオカ
ミたちは自由に、今はサハリンとも切り離されて島となった大地を走り回ることができた。彼らはもう、タイリクオオ
カミではなく、エゾオオカミになっていた。
　旧石器人の子孫はアイヌの人たちになり、その人々もまた、自由にこの天地をめぐり、暮らしていた。しかし 1869
年、突然、その自由は、この島を植民地にした日本政府によって奪われた。オオカミたちは毒殺され、最後の一頭が息
絶えたのは 1900 年ごろであった。
　「カムイ」と崇められたオオカミたちが見た、今は「北海道」とよばれるこの大地、アイヌモシㇼの自然を、水越武
がそのレンズのなかに探しもとめ、とらえたのがこの写真集である。
　私たちも、オオカミの眼で、それを見たい。

Nature of  Ainu Mosir as viewed by wolves
ONO Yugo Professor Emeritus, Hokkaido University; Geographer and Geoecologist

The Wolves had been watching. Observing the land of  Ainu Mosir, as it later would be called by the Ainu people. 
In the Last glacial period, the wolves arrived here walking over Sakhalin and the Soya land bridge, just as the ancestors of  the Ainu people had with their 
paleolithic tools in their hands. The wolves ran in groups over the immense grassland of  the Eurasian Continent where mammoths, wooly rhinos, bisons, 
giant deer and elk lived. The paleolithic people guarded their camps with fire, listening to the howling of  wolves the whole night through. 
After the glacial period, the climate became warm and the land bridge was submerged again by the rising sea-levels, forcing the mammoths and wolves to 
remain on this island, no longer capable of  returning to Siberia. The grassland was replaced by dense forests, where mammoths and giant deer could not 
survive, while the wolves ran amongst the trees hunting the Ezo sika deer. The paleolithic people invented earthenware by which they boiled acorns, fish 
and shells to survive in the new environment.  They, possively already speaking words similar to the Ainu language called the wolves “Wose-kamuy”, 
imitating their howling. They caught the Ezo sika deer by using pitfalls which they dug in the volcanic ash covering the earth surface. The wolves running 
much faster than the Ezo sika deer could naturally hunt them down. People revered the wolves and called them “Onrupus (hunting) kamuy (god)”or 
“Horkew kamuy”.
The people dared not to approach the wolves, and rather revered them as Kamuy (god) of  the forest. The wolves lived freely on the lands of  this island 
separated from Sakhalin and Siberia by marine straits, and evolved from continental wolves into Ezo wolves. Meanwhile, the descendants of  the 
paleolithic people became the Ainu, and they also lived freely on these lands. However, their freedom was suddenly lost in 1869 with the colonizing of  
this island, Ainu Mosir, now known as Hokkaido by the Japanese government. Ezo wolves were killed by poisoning. The last one was found dead in about 
1900. The pictures in this book were shot by the photographer, Mizukoshi Takeshi, who tried to look for and capture the Nature of  Ainu Mosir as it 
might have been viewed by Ezo wolves, revered as Kamuy.
We wish to view them as through the eyes of  the wolves.

〈監修・解説〉小野有五（おの　ゆうご）
1948 年東京生まれ。北海道大学名誉教授。東京教育大学理学研究科博
士課程修了（理学博士）。専門は自然地理学、第四紀学。地形学的研
究による北海道での自然保護活動に対して第 1 回沼田眞賞（日本自然
保護協会、2001 年）、『たたかう地理学』（古今書院）の刊行およびこれ
までの研究に対して日本地理学会賞、人文地理学会賞、日本第四紀学
会賞（2014 年）、2022 年国際地理学連合より「顕著な地理学的実践」
賞 2022（IGU Distinguished Geographical Practice Award 2022）受賞。

Explanation and supervision: Ono Yugo 
Born in 1948, professor emeritus, Hokkaido Uni-
versity; major books: “Active Geography” (2014: 
Association of Japanese Geographers Award), 

“Encouragement for New Ainu-Studies” (2022); 
received IGU (International Geographical Union) 
Distinguished Practice Award 2022.

Author: Mizukoshi Takeshi
Born in 1938, photographing the nature centered 
on mountains in Japan, Himalaya, Andes, Africa 
and Borneo; major books: “Primeval forest in  
Japan” (1991: Photographic Society of Japan 
Award), “Forest Archipelago” (Domon Ken 
Award) and “Shiretoko – remained wilderness” 
(2004: MEXT Award for Art Encouragement).

この本は、
人生でもっとも長く暮らすことになった
北海道の自然を、長年積み重ねてきた
経験を生かして改めて考察し、
見直すことを目的とした。
全体像を捉えようとすると、
すぐに突き当たる壁がある。
それは、全てを知り尽くすことはできないし、
全てを写真に捉えることも不可能である
という現実だ。その限界を私は、
生態系から俯瞰するという方法で
押し広げようとした。四季の変化が大きく、
多くの生き物たちを抱え込んだこの北の島が
どんな特徴を持っているか、
常に地球と対話しながら、
世界的な視野に立ってシャッターを切ってきた。

水越　武
（本書「あとがき」から）

I have watched the wildlife in various environments from polar 
regions to the equatorial areas for a half  century, always 
considering our planet, the Earth. I have never got tired of  
photographing the nature, having an unlimited diversity of  
wildlife adapted to the environments. For me, a photographing 
is an achievement to record my own viewpoints precisely into 
the nature which I respect and love. The beauty of  the nature 
means not only comfortable features, shapes and colors, but also 
its severeness and gentleness, never losing its wilderness, with a 
full biodiversity. When I face sincerely to such nature, ideal for 
me, it begins to tell me calmly its stories which have been 
hidden for the others. Even though I cannot understand the 
whole nature, I have clicked a shutter to approach to the nature 
by trying to grasp it holistically using a kind of  bird's eye view, 
from a viewpoint of  ecosystem.

〈著者略歴〉水越　武（みずこし　たけし）
1938 年（昭和 13 年）愛知県豊橋市生まれ。北海道弟子屈町
在住。東京農業大学林学科を中退後、田淵行男氏に師事。そ
の後、行動する写真家として日本アルプス、屋久島、ヒマラ
ヤ、北米・シベリア、中南米・ボルネオ・アフリカの熱帯雨
林など山岳を中心とした自然を撮る。91 年『日本の原生林』

（岩波書店）で日本写真協会賞年度賞、94 年講談社出版文化
賞、99 年第 18 回土門拳賞、2009 年『知床　残された原始』

（同）などで平成 20 年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。ま
た 2013 年北海道文化賞、20 年北海道功労賞を受賞した。そ
の他の著書に『カムイの森』（北海道新聞社）、『わたしの山
の博物誌』（新潮社）、『月に吠えるオオカミ』（岩波書店）、

『日本アルプスのライチョウ』（新潮社）など多数。
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Living Nature, Living landforms
Figure 7 illustrates Ainu Mosir viewed from the SE, showing the Pacific Plate 
subsiding below the Okhotsk Plate at the Japan-Kurile Trench, nearly 10,000m 
deep, in what is known as “subduction” in plate tectonics. By this movement, a 
part of  the crust in the Okhotsk Plate melts and forms magma when the sinking 
plate attains to a certain depth. Accordingly, the volcanos formed by this magma 
are located linearly at some distance from the trench. This line is called a volcanic 
front. Large earthquakes occur frequently between the trench and the volcanic 
front. The landforms are changing every day.

The outline of  the Ainu Mosir looks like a diamond shaped Batoidea: the N-S 
elongation is determined by the Hidaka Range (H), and the W-E extension, 
emphasized by a protrusion of  the Oshima peninsula (O) in the west, and the 
Shiretoko peninsula (S) in the east. At the junction of  these two axes, spreads a 
huge volcanic Massif, the Daisetsu Mts. (D),where Mt. Asahi (2,291m), the highest 
point of  the Ainu Mosir is located.

生きている自然、生きている地形
　図 7 は、アイヌモシㇼを、その海底も含め南東方向から眺めた模式的
な断面図だ。太平洋プレートは、南東側からオホーツク・プレートの下
に沈み込んでいる。そこは、深さ 1 万メートルに近い日本〜千島海溝だ。
プレートの沈み込みにより地殻の岩石の一部は融け、マグマができる。
マグマは太平洋プレートがある深さまで沈み込んだところで発生し、マ
グマだまりからさらに地表まで上昇すると活火山ができる。活火山は日
本〜千島海溝から一定程度、離れた地点に形成され、火山は列状に並ぶ。
最も太平洋側の火山を連ねた線は「火山フロント（前線）」と呼ばれる。
知床から阿寒、支笏・洞爺と並ぶ火山列がこうして形成されている。ア
イヌモシㇼの地形はプレートの動きによって日々変化し、まさに生きて
いるのだ。
　アイヌモシㇼの形はエイのようだと言われる。日高山脈（H）から道
北の天塩山地に延びる山々が南北の出っ張りを、知床半島（S）から渡島
半島（O）が東西の延びをつくる。その交点にあるのが大雪火山群（D）
の高まり（中央高地）である。アイヌモシㇼの最高峰、旭岳（2291m）
もそこにある。

D: Daisetsu volcanos（大雪火山群）
H: Hidaka Range（日高山脈）
O: Oshima peninsula（渡島半島）
S: Shiretoko Peninsula（知床半島）

Fig.  7：Schematic SE-NW cross 
section of Ainu Mosir: three plates, the 
volcanic front and the epicenter areas 
(ellipsoids) of major big erthquakes 
(Modified from Earthquake & Volcano 
Research Center, Hokkaido Univ., 2012)

図 7　アイヌモシㇼの南東─北西方向の模式
断面図。三つのプレートと火山フロント、主
要な大地震の震源域（楕円）を示す。（北
大地震火山研究センター、2012を簡略化）
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阿寒富士（1476m、左）と雌阿寒岳（1499m、右）の冬の姿を空撮
Aerial shot of Mt. Akan-fuji (1476m, left) and Mt. Meakan (1499m, right) in winter
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コマクサを食草とするウスバキチョウの幼虫

羽化直後のウスバキチョウ。まだ十分に翅が伸びていない ハイマツの葉を足でつかみ、強風をやり過ごす

イワウメの花の蜜を吸うウスバキチョウ

Caterpillar of Parnassius eversmanni daisetsuzanus on its 
host plant, Dicentra peregrina

Parnassius eversmanni daisetsuzanus just immediate after 
its eclosion

Parnassius eversmanni daisetsuzanus resisting against a 
strong wind by holding onto the needle leaves of Pinus pumila

Parnassius eversmanni daisetsuzanus sucking the nectar of 
Diapensia lapponica L. var. obovata

ダイセツタカネヒカゲ カラフトルリシジミの交尾
Oeneis melissa

クモマベニヒカゲ
Erebia ligea

アサヒヒョウモン
Clossiana freija

Mating of Vacciniina optilete

The alpine butterflies are one of the typical relic species 
of the glacial periods. Some species appear to have come 
over to the islands of Japan in older glacial times, and then 
spread again in the Last glacial period.
They show a circum-polar distribution. Parnassius 
eversmanni daisetsuzanus, Oeneis melissa, Clossiana 
freija, and Vacciniina optilete in the Ainu Mosir are the 
southernmost distribution in the northern hemisphere.

　氷河期に大陸から日本列島にやってきた高山蝶は、本州産
9種（うちクモマベニヒカゲは北海道にも生息）と北海道だけで
見られる 4種（ウスバキチョウ、ダイセツタカネヒカゲ、アサ
ヒヒョウモン、カラフトルリシジミ）の計 13 種とされている。
　高山蝶はウスバキチョウなど色彩が美しく清楚な印象のも
のが多い。しかしその対極にあるのがダイセツタカネヒカゲ
で、標高の高い所を好み、風に対処するための珍しい生態を
持つなど、私はもっとも興味をそそられる。高山蝶の仲間は、
過酷な環境の中で、卵から成虫まで足掛け 3年をかけるなど
工夫しながらしたたかに生きている。
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　アイヌの人たちは、ヒグマを他の動物たちよりも一段上の存在として、
畏敬の気持ちからカムイ（神）とだけ呼んだ。ユーラシアから北アメリカに
かけての北半球に広く分布するが、日本列島では北海道でしか見られない。
単独行動をとるが、繁殖期のみ母親と子供が行動を共にする。知床半島に
は世界でも類を見ないほど密度高く生息している。

日に日に成長する子グマ

Only during the breeding season the female bear lives with her children. 
Otherwise the male and the female bears live separately in general. The 
population density is very high in the Shiretoko peninsula, but the total 
population and the density have been decreasing in other areas of Ainu 
Mosir.

Juveniles of the brown bear growing day by day

92

Salmon (Oncorhynchus keta) was called “Kamui cep” (god fish) by the 
Ainu people who lived near the rivers where they could easily catch 
them. Due to dam construction natural spawning of the salmon has been 
reduced year by year. However, their migration upstream and spawning 
can still be seen in some natural-rivers such as those in Shiretoko.

　アイヌの人たちの大切な食料であるサケはカムイチェプ（神の魚）と呼
ばれる。だから、アイヌのコタン（集落）はサケ・マスが多く獲れるとこ
ろにできた。
　自然産卵のサケ・マスは、河川の生息環境の悪化に伴い年々減少して
いる。それでも知床などでは群れをなして遡上し、産卵などのダイナミッ
クな生態が見られる。

産卵のため遡上するサケやマスは、何度流されてもジャンプして滝登りに挑戦していた
Jumping salmon, repeated trials to pass over the weir for their upstream migration.
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9種（うちクモマベニヒカゲは北海道にも生息）と北海道だけで
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で、標高の高い所を好み、風に対処するための珍しい生態を
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秋から冬にかけての湿原は、氷が張っては解けるのを繰り返しながら結氷する。ユニークな氷の造形が見られるのもこの時期だ 冬枯れした釧路湿原のヤチボウズはスゲの株が作り上げる
Mires are finally frozen after a repetition of freezing and thawing from autumn to winter, making various icy features. Frozen roots of reeds (carex) create a vegetative mound called “Yachi-bouze (mound in the marsh)” such as those in the Kushiro mire.
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　アイヌの人たちは、ヒグマを他の動物たちよりも一段上の存在として、
畏敬の気持ちからカムイ（神）とだけ呼んだ。ユーラシアから北アメリカに
かけての北半球に広く分布するが、日本列島では北海道でしか見られない。
単独行動をとるが、繁殖期のみ母親と子供が行動を共にする。知床半島に
は世界でも類を見ないほど密度高く生息している。

日に日に成長する子グマ

Only during the breeding season the female bear lives with her children. 
Otherwise the male and the female bears live separately in general. The 
population density is very high in the Shiretoko peninsula, but the total 
population and the density have been decreasing in other areas of Ainu 
Mosir.

Juveniles of the brown bear growing day by day
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大雪山の大函では、柱状節理をもつ火砕流堆
積物を侵食した峡谷がそびえ立つ

根室半島の車石（国指定天然記念物）。白亜紀
（約 1億年前）の海底火山の活動で噴出した溶
岩の放射状柱状節理

“Oobako Gorge” eroding the columnar 
joints of the pyroclastic flow deposit from 
the Daisetsu Volcanos

“Wheel rock” at Nemuro peninsula in the 
eastern most Ainu Mosir: This National 
Monument radial columnar joints formed 
by Cretaceous sub-marine volcanism 
(around 100 million years ago).

白滝ジオパークの黒曜石はマグマが急冷され
てできた火山ガラス。旧石器人にとって最も
重要な石器の材料となった

釧路の海岸に露出する第三紀（約 3800 万年前）
の石灰層。1856 年から採掘され、アイヌモシㇼ
では最初の炭鉱となった

Obsidian rock in Shirataki Geo-park in the 
eastern Ainu Mosir: Vocanic glass formed 
by a rapid cooling of magma. Used for 
making the stone tools by the paleolithic 
people, the ancestor of the Ainu.

Seam of coal, deposited in the Tertiary, 
about 38 million years ago, outcropping at 
the coast of Kushiro, where the coal mine 
was first developed in Ainu Mosir in 1856.



スペシャリストたちと写真家水越武。
渾身の格闘から生み出された写真集
編集・校正、写真ディレクション、印刷立ち合いまで ─。 制作報告：奥山敏康（株式会社アイワード）

水越武を自然写真の世界に引き入れるきっかけとなったのは高山蝶だった。
日本における自然写真のパイオニアであり、
最初に高山蝶にカメラを向けた田淵行男の助手を、水越は 5年間つとめた。
アイヌモシㇼにはウスバキチョウ、ダイセツタカネヒカゲ、アサヒヒョウモン、
カラフトルリシジミ、クモマベニヒカゲの 5種類の高山蝶がいる。
このうち最初の 4種は、アイヌモシㇼだけにしかない固有種だ。
（小野有五：第 1章　山岳、解説より）

撮りためてきた膨大な写真からの 
セレクト作業
　水越武先生には、色に対する強い思い入れがある。そして、
およそ半世紀にわたり撮り続けてきた膨大なアイヌモシㇼの
写真作品がある。古くはコダクロームで丁寧に撮り続けたフィ
ルムであり、近年はデジタルカメラによる撮影を展開している。
　最初に編集テーマ「オオカミが見たアイヌモシㇼ」に基づき
「10 のカテゴリー」に分けて写真選択の試みが行われた。ある
時は水越先生ひとりで、ある時は、編集者やプリントディレ
クターとともに行った。監修・解説の小野有五名誉教授のア
ドヴァイスも受けた。
　インスピレーションが湧く度に水越先生は、編集の途中で
あっても、カメラを携えてアイヌモシㇼのフィールドへ出向い
て行った。その行動
力には、水越先生よ
りも若い制作スタッ
フを圧倒していった。

で実現する最終の取りまとめ業務を、アイワードの鍵谷貴宏
プリントディレクターが担当した。アナログ写真であるコダ
クロームには独特の粒状性と深み、質感がある。これに対し、
撮影の段階で設定を凝らしてもデジタル写真は、撮像素子自
体が広い色域と彩度をデジタル信号に変換している。

　「写真は質感が求められる。カラー写真はメッセージ
を包含したドキュメントであらねばならない」鍵谷は、
水越先生とともに全ページの写真をモニターで一緒に
見つめていった。
　こうして立体物として図書設計したことで「アイヌ
モシㇼの紙の造形物」が 1冊に湧き立つのであった。

写真集の起承転結が見えてくる 
モニタープルーフ
　アナログ写真とデジタル写真を 1冊の写真集に拵

こしら

えるには、
相
あい

対
たい

する条件を超越する必要がある。水越先生の色を印刷物

写真選定作業は何度も行った

入念にポジフィルムをチェックする水越武先生

モニターを見ながら集団で写真を選択する

画面を確認しながら写真ディレ
クションを徹底する水越武先生と
鍵谷貴宏プリントディレクター

色褪せたカラー写真を復元して 
貴重な学術写真が甦る
　山岳氷河が作り出した日高山脈と十勝平野を説明する 3枚の
古い学術写真がある。氷河によって丸くされた山の写真、氷河
による擦痕が表面に残された岩の写真、氷河が削った岩屑を
末端に積み上げた堤防状のモレーンの写真である。
　このような貴重なアナログ
写真は、経年劣化により褪色
の危機にさらされている。学
術専門出版を多く手掛けてい
るアイワードでは、独自の技
術を北海道大学及び北海道立
総合研究機構との共同研究で
開発し、褪色写真の科学復元
専用システムを持っている。
今回の編集でもその成果を如
何なく発揮した。

最新鋭の印刷システムを駆使して 
実施した立ち合い印刷

　アイワード石狩工場の印刷システムで、高精細カラー印刷
を実施していった。世界の近代印刷のルーツはドイツ・グー
テンベルグの印刷術から始まる。アイワードでは、ドイツ・
ハイデルベルグ社製の
最新鋭の印刷ラインで
ハイレベルな印刷仕上
がりを保障している。

コデックス装で 
最終の製本仕上げを実施
　グーテンベルグの印刷術が普
及する前の中世ヨーロッパでは、
手書き用の手

しゅ

写
しゃ

本
ほん

が活躍した。
羊の皮をなめした羊

よう

皮
ひ

紙
し

を紐で
結び表紙をつけずに手書きする
本を「コデックス」と呼んだ。
その後、印刷技術の発達ととも
に手写本から表紙が付いた書籍へと変化し、国や地域ごと
にフランス装やドイツ装のように発展していった。
　本書は、書籍の原型ともいえるコデックス装を採用した。
国内の製本会社のなかでも、堅牢で高品質なコデックス装
製造で定評のある石田製本のラインでまとめていった。本
書の造本仕様は、化学素材を極力排除したエコ仕様である。

写真左：編集会議風景、右奥
から、小野有五北海道大学名
誉教授、仮屋志郎編集担当、
須田照生装幀担当、左奥から
中川信巳アイワード営業担当、
鍵谷貴宏プリントディレクター
写真右：装幀の最終確認を行
う水越先生（中央）

アナログのカラー写真には、青・赤・黄の 3つ発色層がある。この
各層には露光した状態の陰影を構成する色の元（カプラー）が存在す
るが色褪せしセピア色のカラー写真へと、変化する。アイワードの
褪色復元技術は、カプラーの褪色経過をモデル化することで、元の
色へ科学的に戻す技術である。それぞれ、左が褪色した写真、右が
復元した写真である。

印刷に立ち合う
水越武先生

NHK札幌局の
テレビ取材を受ける

カバーと帯をセットして
書店販売用の書籍が完成する

糸かがりを行う石田製本のライン

下固めを行い、堅牢な
本づくりを行う

179

Pt

Po

181

185

T

Hidaka Range 日高山脈

Pipairo ピパイロ川

Tottabetsuトッタベツ川

Satsunai River サツナイ川
Alluvialfan of the Tokachi Plain

十勝
平野
の扇
状地

Obihiro Airport
帯広空港

日高山脈

Glaciated Hidaka Range & the widest alluvial fan of  the Tokachi
Alpine glaciers eroded the summit areas of  the Hidaka Range in several cold periods. Mt.Poroshiri 
(Po: 2052m: the highest in the Range) has many cirques in which the rounded rock showing a glacial 
striation (photos A & B). Cirques develop at the eastern (lee) side of  the Range; the one having lakes 
at the flat cirque bottom (photo C) and the other at Mt.Tottabetsu (T: 1959m) shows a moraine ( ) 
formed by the glacial sediments at the end of  a cirque glacier (photoD). The cirque of  Mt.Petekari 
(Pt: 1736m) can be seen from the mountain foot when the snow remain only in the cirque bottom 
(p.181, middle). The Range creates the widest alluvial fan in its eastern foot where several rivers 
transport and deposited sand and gravel from the mountains. This is the Tokachi Plain. (O.Y)

山岳氷河が作りだした日高山脈と十勝平野
　日高山脈は何度かの氷期に山岳氷河で削られた。最高峰の幌尻岳（Po：2052m）と、すぐ
北の戸蔦別岳（T：1959m）の山頂周辺にはいくつものカールがあり、戸蔦別岳の北カール
の中には写真 A、Bのように氷河によって丸くされ、表面には氷河による擦痕が残された
岩も見られる。幌尻岳の七つ沼カールは平らなカール底に氷河の侵食でできた湖（C）を持
ち、戸蔦別岳のカールでは、氷河が削った岩屑を末端に積み上げた堤防状のモレーン
（ ）が見られる（D）。カールは北西季節風の風下側である東側によく発達している。ペテ
ガリ岳（Pt：1736m）のカールは特に、カール底にだけ雪が残る時期には山麓からもよく見
える（p.181）。日高山脈から流れ出す河川は大量の砂礫を運搬し、山麓に日本最大の扇状
地をつくりあげた。これによってできたのが十勝平野である。（小野）

A

CB

D
A:  Glaciated knob 
氷河で丸くされた岩

B:  Glaial striation on the rock surface 
岩盤上の氷河擦痕

C:  Flat bottom with lakes in the Nanatsu-numa Cirque 
平坦なカール底に湖沼をもつ七つ沼カール

D:  Cirquwe of  Mt. Tottabetsu with a moraine （ ） 
トッタベツ岳（T）のカールとモレーン（ ）

日高山脈と十勝平野を南東上空から見る（Po：ポロシリ岳、T：戸蔦別岳、Pt：ペテガリ岳）
Hidaka Range & Tokachi Plain viewed from SE (Google Earth)

復元写真を配置したレイアウト（部分）

褪色した写真

褪色した写真 褪色した写真

復元した写真

復元した写真 復元した写真
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