
全国風穴小屋マップの作成と， 

松本市・稲核における先駆的研究の実証  

・松本市稲核(いねこき)における 

     風穴本元の氷の消長 

・日本の風穴利用小史と 

    全国の風穴小屋の現況 

・北八ヶ岳における火口湖と 

  火口底の風穴の氷との関係 



 日本の風穴 刊行 
・風穴のしくみ 

・風穴利用 

・養蚕と風穴 

・風穴の近代産業史 

・風穴小屋の建築 

・風穴の氷・風・霧 

・風穴と水文 

・風穴植生 

・風穴と昆虫 

・各地の風穴だより 

・風穴へのとりくみ 

・全国風穴一覧表 
 



 風穴の思い過ごし 
関東では、富士山麓の熔岩トンネル 

関西では、滋賀県の河内の風穴（鍾乳洞） 

   などが有名で、多くの日本人が、 

風穴とは洞穴（横穴）のイメージをもっている 

実際には、熔岩トンネルの風穴は少数派で 

       風穴とよばれる鍾乳洞も少ない 
 

河内のかざあな（観光用鍾乳
洞） 

富岳風穴（観光用熔岩トンネル） 



冷風の吹き出す石垣に 

      天然氷を生成 

崖錐斜面の 

風穴を利用した 

天然冷蔵倉庫のしくみ 

松本市 稲核では，宝永年間（1704）以降， 
崖錐を造成して天然冷蔵庫をつくり漬物を保存。 
 

   文久年間（1861）以降，風穴に蚕種を貯蔵し， 
   養蚕の時期を秋まで延長させる方法が， 
          稲核の旧家 前田家で開発された。 



諏訪 

神社 

自家用 

風穴群 

崖 錐 斜 面 



風穴本元 
種苗貯蔵 



稲核の
風穴群 

家庭用 

漬物貯蔵 

漬物石⇒ 





風穴論（1906）にのる稲核風穴の温度変化（半旬毎） 

農商務省依頼による松本測候所の観測（1898－1912年） 

気温 

地温 

風穴温度（室温） 

1904－1905? 



柳澤 巌（1906） 

     風穴論 
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風穴

外気温

風穴本元 2011.5.20～2012.6.29 

年平均気温 9.8 ℃   f.i.148℃･day     820 m a.s.l. 

16 Dec                         26 Apr  3 Jun  

凍結期間 氷存続 

 期間 



北緯36°付近、標高500 m～2200 m間に位置する風穴の同時観測  



標高による凍結・氷塊存続期間 



  

・風穴とは 
 

・風穴利用略史 
 

・全国の風穴小屋の現状と利用状況 
 

・これからの風穴活用 

風穴利用の歴史 と再利用の動向 



富岳風穴 

早春～初夏に 

０℃前後の低温で 

夏まで地下氷が残る 

       こともある 
 

［温風穴］ 

［冷風穴］ 

         、 熔岩トンネル 崖錐 開口節理 など 

地下に傾斜をもつ トンネル状の空隙 があり、空気が移流

夏に下部から冷風が吹き出し 

冬に上部から温風が吹き出す 

風穴とは 

長野県「風穴取締規則」明治40年 
＊蚕種貯蔵期間:華氏45度（7.2℃）以下  



青木ヶ原熔岩（玄武岩熔岩） 

      貞観6年（864年） 

溶岩トンネル  （富士山
麓） 

＊風穴といえば富士山麓というほど有名 

実は熔岩トンネルの風穴は極めて少ない 



開口節理 

崖  錐 

凹地に崖錐が発達して岩屑が厚く堆積し 

 岩屑の間に空隙がつくられる。 

基岩中に亀裂（開口節理）が生じて 

 空隙がつくられることもある。 

地すべり地形では 



斜面から冷風が吹き出す現象について 

 当初は「かざあな」と呼ばれ、宝永年間ころから 

 漬物保存用の天然冷蔵庫として利用されていた。 

明治期の蚕糸業の振興にともない 

 蚕種 を風穴に貯蔵して孵化を抑制し、秋季まで 

 養蚕時期を延長させた。 この天然冷蔵倉庫を 

 「ふうけつ」 と呼んだ。 

 明治末年には全国で 

 ２８０箇所以上の風穴 

 が農商務省に記録され 

  風穴業として営業していた。 

 風穴本元 

  明治12年建造 

幕末期に蚕種の風穴貯蔵が開発された⇒ 稲核の前田家 

風穴利用略史 



蚕種貯蔵風穴業は，電気冷蔵庫の普及により 
昭和初期ころまでに大半が廃業した。 
 

その後,昭和10年代以降には, 
植林用種子の長期保存用として見直され  
営林署・林務署管内などの風穴が 
昭和30年代ころまで利用されていた。  

種子貯蔵 

福島県 湯野風穴 
 

蚕種貯蔵風穴の 

      再利用 



   檜原風穴  

    （東京都檜原
村） 

    標高５２０ｍ 

実測見取り図               復元図 

▼ 

至 三国峠 

冷風 

冷風 

崖   錐 

風穴小屋 の 一例 



農商務省（大正1～6年度） 

「蚕業取締成績」 日本の風穴小屋分布 



稲核「風穴の里」の 

    見学用風穴 

全国各地の風穴利用状況 

地域の 

クールスポット 

文化財  
産業遺産  

ジオサイト 

現在実用の 

天然冷蔵倉庫 



島根県出雲市 

  標高175ｍ 

復元 風穴小屋

八雲風穴 



材木岩 
風穴 

復元小屋 

宮城県白石市 



22.4℃ 

3.6℃ 

2010-9-3 

山
伏
山
風
穴 

（
寺
石
風
穴
） 

山伏山 新潟県津南町 
津南キャンプ場近傍 

山伏山北麓 標高800m 

エゾヒョウタンボク 



滝沢鍾乳洞（都田風穴） 
却田は 

誤植 

 

滝沢鍾乳洞 

カレンフェルト 



普賢岳 

平成新山 
 1991-95 

鬼人谷 

温泉岳風穴 

文化財  
産業遺産  
ジオサイト 

標高1240m 島
原
半
島
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク 



神坂峠の
風 穴 群 

蚕玉神 

標高1050m  見学用に整備 

2013.3.20 



世界文化遺産 
   群馬県下仁田町 

標高830m 

０．６ ℃ 

外気温２１．０ ℃ 

    2005-6-12 

荒船風穴 



ｺｹﾓﾓ群落 

風穴植生の 

天然記念物 

   第一号 

長走風穴館 



  復元された  

 風穴小屋を利用 

大町市のNPOによる  

鷹狩風穴 

焼酎５００日貯蔵 

標高870m 

  現在実用の 

    風穴 
 

ー未来志向ー 



近代的な 

 実用風穴 

長和町 蕎麦貯蔵 

農山漁村活性化定住圏想像事業 

   集出荷貯蔵施設 

長和町の蕎麦貯蔵 



北アルプス  

登山ルート 

沿いの 風穴 
 

冷風の休憩所 

蒲田川左俣林道 

４．５℃ 

2011-10-12 標高1255m 

岳沢風穴 
標高1710m 

7月中 

5℃以下 



福井県大野市 

農林楽舎による 

石垣復元と 

再利用試験の 

風穴小屋 

荒島風穴 

2012.12.4 

標高640m 



    標高960m 

 ヒマラヤケシ 

          の栽培 

 ⇒高冷地植物 

    の栽培可能 
        愛媛県東温市 

snow 

2006-5-5 

－１．０℃ 

外気温１２．９℃ 

皿ヶ嶺風穴 



金沢城本丸の石垣から冷風 

が吹き出す（大串龍一,1995） 
 

 ⇒ 現在の環境下で 

  人工風穴の可能性を示唆 

金沢城本丸 

標高50m 



停電時の非常用冷蔵庫（DNAサンプル等） 



全国風穴小屋サミット 



全国風穴小屋マップ 



28 MAY. 2010 

北八ヶ岳地獄谷火口 

     における  
季節的火口湖と 

  越年氷塊の関係 

清水ほか,2012,地学雑誌 

         その後 



旧地形図 新地形図 

初夏前後に火口湖；出現する年／しない年 

風穴に因る氷 塊；越年する年／しない年 
    （清水･山川･石井･藤森ほか,2012,地学雑誌） 
 

 2009年～2014年の 氷塊と火口湖の観測結果 
           ⇒ それらの関係を考察  



「八ヶ岳で, 噴出中心をもった火山として最小」 
「盛夏でも氷が残存」  （河内晋平，1974） 

20 JUL. 2009 28 MAY. 2010 

←Ｓ Ｎ→ 

109±7ka 

   (K-Ar) 
(松本ほか,1999) 



火口底の氷塊 

17 JUL. 2011 



氷塊の越年 

mean annual temp. 2.0℃ 

 

2009 

2011 

2013 

mean annual temp. 2.2℃ 

 



氷塊が秋季に融解 

27 OCT 2012 

11 SEP 2010 

↑ 



氷塊存続期間 



3 MAY  

28 JUL 22 AUG 

2010 
28 MAY 

火口湖の出現 



5 MAY  
5 JUN  

20 JUN  11 JUL  

2011 



2011  
16 JUL 



2012 

JUN and AUG 



12:00  23 AUG 16:00  22 AUG 

5 AUG 1 JUN 

2012 



7/22 

Drainage 

7/22 8/23 

8/23 

2012水位 

氷の温度 水温 風穴の地温 

23 JUN 



2013 

16－25 MAY 



2014 

28 APR 



2014 

MAY and JUL 



2014 

8:00  24 JUL 19:31  24 JUL 8:00  25 JUL 

15:07  23 JUL 
11 MAY 

31 MAY 



2014水位 



氷塊が越年した翌年に火口湖が長期に出現 

  

氷塊の越年→ 氷塊の越年→ 
氷塊の 

越年→ 



氷塊が越年した翌年に火口湖が長期に出現 

    ⇒氷塊の発達のほか、不透水層となる火口底の凍土が夏季まで存続、 

    ⇒融雪水・雨水を湛えて火口湖が出現 
 

 

氷塊の越年→ 氷塊の越年→ 
氷塊の 

越年→ 



氷塊が越年した翌年に火口湖が長期に出現 

    ⇒氷塊の発達のほか、不透水層となる火口底の凍土が夏季まで存続、 

    ⇒融雪水・雨水を湛えて火口湖が出現 
 

火口湖が長期に出現した年の秋季には氷塊が融解 

火口湖が出現しないか短期の年は氷塊が越年 

     

氷塊の越年→ 氷塊の越年→ 
氷塊の 

越年→ 

火口湖長期→融解 火口湖長期→融解 
火口湖なし→越年 火口湖なし→越年 火口湖短期→越年 



氷塊が越年した翌年に火口湖が長期に出現 

    ⇒氷塊の発達のほか、不透水層となる火口底の凍土が夏季まで存続、 

    ⇒融雪水・雨水を湛えて火口湖が出現 
 

火口湖が長期に出現した年の秋季には氷塊が融解 

火口湖が出現しないか短期の年は氷塊が越年 

    ⇒火口湖が長期に出現すると氷塊の融解が促進されることを示唆 

氷塊の越年→ 氷塊の越年→ 
氷塊の 

越年→ 

火口湖長期→融解 火口湖長期→融解 
火口湖なし→越年 火口湖なし→越年 火口湖短期→越年 


