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知って得する、ちょっと差がつく 

トリビア・コーナー 
 

トリビア研究家 末崎 孝幸 

 

 

末崎 孝幸氏  

1945 年生まれ。1968 年一橋大学商学部卒業、同年日興證券入社。調査部

門、資産運用部門などを経て、日興アセットマネジメント執行役員（調査本部

長）を務める。2004 年に退職。Facebook 上での氏のトリビア投稿は好評を博

している。 

 

 

唱歌「春の小川」はどこの川か 

 

「春の小川」は 1912 年（大正元年）に発表

された文部省唱歌であり、現在まで 100 年

以上にわたって歌い継がれている。この歌

の作詞者は国文学者・作詞家の高野辰之で

あることから、彼の出身地である長野県の川

が舞台と思われがちだがそうではない。 

 この歌を作詞した当時、高野は今の渋谷

区代々木に住んでおり、近くには河骨川とい

う小さな川が流れていた（河骨（こうほね）と

は小川に自生するスイレン科の多年草）。当

時の代々木は東京府豊多摩郡代々幡村と

いって、のどかな村だった。 

 河骨川は 1964 年（昭和 39 年）に暗渠化されてしまったが、小田急線代々木八幡駅に近い線路

沿いに歌碑が建てられている。 

 

（追記）１．高野辰之は、「春の小川」のほか、「故郷（ふるさと）」「春がきた」「朧月夜」「もみじ」など

の唱歌を作詞している 

２．写真は代々木八幡駅近くの線路沿いにある「春の小川」歌碑の解説板 
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「ジブリ」って何？ 

 

 誰もが知っているスタジオジブリ、でも「ジブリ（ghibli）」ってどういう意味なのだろう。 

 ジブリはイタリア語で「サハラ砂漠に吹く熱風」という意味だ。第二次大戦中にイタリアが採用して

いた偵察機・爆撃機の名前でもあり、航空機マニアの宮崎駿氏がこの名前をスタジオ名に採用し

たのである。アニメ界に「熱風」を巻き起こそうという思いを込めたという。 

 

 

新橋色とは？ 

 

 東京都港区新橋。会社員でにぎわうこの

街は、明治時代に日本初の鉄道が開業す

るなど先進的な場所だった。 

 江戸が東京に変わって間もないころか

ら、新橋は政治家や実業家たちが利用す

る料亭でにぎわっていた。自然と新橋芸者

なる人たちも増え、芸者たちが好んだ色が

場所にちなんで「新橋色」と呼ばれるように

なったのである。新橋色はわずかに緑が

かった明るい青色である。 

なお、新橋と豊洲を結ぶ「ゆりかもめ」には

駅ごとにテーマカラーと文様が決められており、各駅のホームには、文様の由来を解説したボード

が置かれている。当然ながら、ゆりかもめの新橋駅のテーマカラーは新橋色であり、文様は柳島

文様（柳の葉を抽象化して縞模様にしたもの）である。 

 

 

小岩井農場と小岩井農牧（株） 

 

 小岩井というと地名のように思われるが、日本最大の民間総合農場である小岩井農場があるの

は岩手県岩手郡雫石町であり、地名ではない。小岩井の名は創業者 3 人の最初の文字をとった

ものだ。「小」は明治 24 年、創業当時の日本鉄道会社副社長の小野義眞。「岩」は三菱社社長の

岩崎弥之助。「井」は鉄道庁長官の井上勝である。 

 ただ、当初の小岩井農場は農場といっても地域一帯が岩手山からの火山灰が風によって堆積し

た不毛の原野だった。そのために、防風・防雪林の植林や土壌改良の基盤整備に 40 年以上を要

した。このため、明治 32 年には資金力のある三菱家の所有となった。 
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昭和 13 年になって、ようやく小岩井農牧（株）として事業活動が始められるようになり、現在では

酪農・種鶏・山林・環境緑化・観光・農場商品販売等を行っている。なお、経営母体である小岩井

農牧（株）の本社は東京・丸の内の三菱ビル内にある。 

 

（追記）乳製品を取り扱っている小岩井乳業（株）は昭和 51 年に分離独立し、現在ではキリングル

ープ（キリンホールディングスが株式の 99.9％を保有）の一員となっている。 

 

 

なぜ明石市が日本の標準時なのか 

 

 日本の標準時子午線は東経 135 度、兵庫県明石市を通っている。明石市は日本の中心より少

し西に寄っているが、なぜ標準時になったのだろか。 

 世界の時刻の基準となる子午線がイギリスのグリニッジ天文台を通る子午線（経度 0 度）に決定

したのは、1884 年（明治 17 年）のこと。これを受けて日本では 2 年後の 1886 年（明治 19 年）に

明石市を通る東経 135 度を日本の標準時子午線と決定し、日本の時刻は決定された。 

 明石市が選ばれたのは東経 135 度が「15」で割り切れる数字だったからだ。地球一周の 360 度

を 24（時間）で割ると 15 度となり、経度 15 度ごとに 1 時間の時差が生じることになる。東京の少

し東側の東経 140 度を標準にすると、世界標準時と 9 時間 20 分という中途半端な時差になって

しまう。このため、明石市が日本の標準時になったのである。 

 

（追記）東経 135 度の標準時子午線上にある自治体は、明石市のほか、京都府の京丹後市、福

知山市、兵庫県の丹波市、西脇市、淡路市など 12 である。 


