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ベアリング（bearing）と地図
M-SP改

クマ（Bear）の「バルー」

持っては行くけれど・・・ 

い、いや、そうじゃなくて 
シルバコンパスの話です。 

私の滑舌が 
悪いから・・・ 

・・・トホホ 

隊長‼ セーフ・フロム・ハームを守ってください‼ 

そうですぞ‼ 
BeerとCheeseは家に帰ってからです‼ 

呼んだ？ 

数学は得意よ♪ 

“Bear”じゃなくて、 
方向の“bearing”だよ♪ 

それは、ベクトルだよ～ 

The big cheese からも・・・ 
cheese off ・・・ 
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現在地点

M-SP改

目標地点（物）

・

・

・

コンパスの磁針と、磁北線を一致させ、地図を正置（せいち）する。

ベアリング

① 地図上で現在地が分かっている。

② 地図上で次の目的地（または途中のポイントや道）が分かっている。

③ 今からどちらの方角へ、歩き出せばよいのか？

コンパスを使って、地図を北に向ける。

地図上で、現在地から目的地（ポイントや道）の方向（進む方）にコンパスの

進行線を向ける。注意：地図は、正置の状態を維持しておく。

進
行

方
向

注意：地図は、正置の状態を維持しておく。

コンパスの度数リングを回して、カプセルの矢印と磁針を一致させる。

進
行

方
向

注意：地図は、正置の状態を維持しておく。

進
行

方
向

注意：地図は、正置の状態を維持しておく。

磁北線と磁針は、平行ですか？

進
行

方
向 磁北線と磁針は、平行ですか？

度数リングの矢印と磁針は、一致してますか？

進
行

方
向 磁北線と磁針は、平行ですか？

工場などで、ベアリングと言えば、“軸受け”のことね♪ 

“bearing”には、態度・関係・忍耐・方向・結実など色んな意味が 

あるようね。詳しくは、辞書などで調べて見てね♪ 

 

“bearing”は、いろんな意味があるけれど 

今日は、“take  a compass  bearing”のお話です。 

高校生になったら数学や物理で学ぶベクトルは、ドイツ語の“vektor”。 

英語だとベクター“vector”。数学と物理とでは異なる意味で使われることがある。 

空間における力の大きさと向きを表わす言葉だよ♪ 

日常生活では、方向性を意味する言葉として使われてるね♪ 

B点

A点

磁針 

赤が磁北（N） 

進行線 

四角のプレートの矢印 

矢印 

度数リング（カプセル）の矢印 

プレート 

度数リング（カプセル） 

地図を北に向けて磁北線 
磁針の赤 
矢印の赤 
赤をあわせると覚えておこう。 

磁北線 
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① 地図上での、だいたいの場所は分かっている。

② 遠方に実際に見える地物（仮に B とします）が、地図上で推定できる。

③ もう少し正確に、地図上でどこにいるか、現在地を確認したい。

・ コンパスのプレートの進行線を地物Bに向ける。

コンパスの度数リングを回して、カプセルの矢印と磁針を一致させる。

・ 地図上の地物Bに、コンパスのプレート（進行線の向き）の縁を沿わせる。

磁北線と磁針が平行になるように、地図のみ動かし、正置する。

磁北線と磁針は、平行ですか？

バック・ベアリング（一点確認法）

地
 物

 B

・

正しくできていれば、線を引いた線上（延長上）の

度数リングの矢印と磁針は、一致してますか？

・

地図は、正置の状態ですか？

・ 地図上の地物Bから、コンパスのプレートの端を使って、地図に線を引く。

※取り敢えず短い線を入れ、後で落ち着いて線を延長すればよい。

地
 物

 B

正しくできていれば、線を引いた線上（延長上）の

どこかに、現在いるということです。

地
 物

 B

どこかに、現在いるということです。

地
 物

 B

どこかに、現在いるということです。

地
 物

 B

現
在

地

現
在

地

現
在

地

現
在

地

現
在

地

磁北線 

国道○号線 

B点

A点

磁針 

赤が磁北（N） 

進行線 

四角のプレートの矢印 

矢印 

度数リング（カプセル）の矢印 

プレート 

度数リング（カプセル） 

地図を北に向けて磁北線 
磁針の赤 
矢印の赤 
赤をあわせると覚えておこう。 

川沿い、国道沿い、尾根筋など、地図上で 

軸線となるところがある。 

この軸線上のどこかにいることが分かって 

いる場合、あともう一つ線を引ければ、およそ 

の現在地が確認できるよね♪ 

地図上の直線と、現実（地球上）の 
直線は、違うんだ。そのほか、いろ 
んな理由で、コンパスでの方角の 
計測には、誤差がでるよ♪ 
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・ B と C に対して、それぞれ、バック・ベアリングをして地図に線を引く。

クロス・ベアリング（二点確認法）

① 地図上での、だいたいの場所は分かっている。

② 遠方に実際に見える地物（仮に B と C とします）が、地図上で推定できる。

③ もう少し正確に、地図上でどこにいるか、現在地を確認したい。

地図の図郭の数字が緯度経度だよ♪
※秒に小数点以下の数値をつける場合は１０進法で表わす。　例 １．９９秒
度（°） ・ 分（′） ・ 秒（″）   ・・・１度は６０分、１分は６０秒。分・秒は時間の分・秒と同じだよ。

座標は、一般的には緯度経度で表わすよ。

ところで、現在、磁北極はカナダの北方にありますが、カナダって日本から見たら、どちらにあるでしょう？

それなら、なぜ、コンパスの針は西に傾くのでしょう？　ぜひ、調べて見てください。５歳児が来る前に・・・

シルバコンパスの度・分も同じ、１度は６０分なんだ。

☆“バック・ベアリング”は、もう一つ意味があり、方角や距離（歩測）・時間
などを記録しながら進み、戻る際、その記録を利用することを言う♪
平坦・上り・下り・砂利道・雨天好天など環境などで歩幅は大きく変わります。
かなりの訓練を積まないと、ある程度正確な歩測はまず無理です。
遠く・近くと、地物をよく確認し、こまめに目印になりそうなものを観察・記録・設置等
した方が現実的です。何より、地図上で、現在地を常に確認し、見えてくるだろう地物
を確認しながら進むことです。また、分岐点などで、振り返って、後方の景色を確認する。
現在地の把握をしっかりしていれば、道を間違っても、“道に迷う”にはならない。
時間や観察した地物などは、記録はすべきです。
でも、略地図を作成するのでなければ、詳細な測量は常には不要です。使いどころの問題です。
通常、ハイキングには地図を持っていくのですから、地図にも書き込めばよいのです。
☆雪は、踏み跡や道をあっという間に隠してしまいます。雨は分からなくしてしまいます。
ベアリングの使いどころでしょう。

磁針 

赤が磁北（N） 

進行線 

四角のプレートの矢印 

矢印 

度数リング（カプセル）の矢印 

プレート 

度数リング（カプセル） 

バック・ベアリングを二箇所以上でするんだ♪ 

軸線が交わったところが、およその現在地だ♪ 

三箇所ですれば、もっと正確になる。 

B点C点

A点

開けた場所に出たとき、 

分岐点、尾根に出たとき、 

振り返って景色を確認すると、 

前を向いているときとは景色 

が違って見えるぜ♪ 
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シルバコンパスを買うとき 
 カプセルに気泡が生じていないか 
（気泡が生じていると、磁針が磁北を指すのに邪魔になります。） 
 磁針が他と比べて狂っていないか 
 水平に持って、磁針が動くもの 
（磁針は、そのままだと下を向くので、 

国や地域により一方の重さを変えて、バランスをとっている。） 

磁針 

赤が磁北（N） 

進行線 

四角のプレートの矢印 

矢印 

度数リング（カプセル）の矢印 

プレート 

度数リング（カプセル） 

シルバコンパスの保管 
    金属や電気・磁気のあるところや、その近くでは保管しない。 
  車中に置きっぱなしにしない。 
    磁針に狂いが生じてしまいます。 

シルバコンパスを使用するとき 
  事前に、家の周辺で地図やコンパスで磁北を確認しておき、 
  持ち出す前にコンパスの磁針（ N ） が磁北を向くかどうかを 
    確認する。 
 
  身に着けているもの（金属製のチーフリングなど） 
  計測する場所にあるもの（送電線や車輛・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙなど） 
 
    身に着けている物は外し、影響を受ける物から離れる。 

自分のコンパスには、分かりやすく 
しっかり名前を書いておこう♪ 

それと、目印になるリボンでも付けておけば、 
落とした時に見つけやすいよ♪ 

地磁気は、方向を持つベクトル量。強さも向きも場所によって異なる。 
また、時間帯や年単位で変化している。 
 
磁極以外にも、磁場のあるところがあり、それらが影響して、コンパスの磁針が 
想定の方向を指さないことがある。 
 
コンパスだけを頼りにするんじゃないぞ。周辺の地物をよく観察して、地図と照合するんだ♪ 



- 6 - 淡路仙人Mirage12

M-SP改

※ 沖縄には、５等三角点があります。　上記のほか、　水面標高（－５２－）、電子基準点、水準点などがあります。

※ 地形図に座標線を引く地図作業は、結構大変です。根気よく丁寧にやる必要があります。大人でも大変です。

２万５千分の１（平成２５年図式）

１等
三角点

２等
三角点

３等
三角点

４等
三角点

24.8

24.8

24.8

24.8

15.3

５万分の１ ２万５千分の１（旧）

24.8

24.8

24.8

24.8

標高点

標石のある標高点
小数点第１位まで表示

特別標高点
（現地測量・標石なし）

標高点
（写真測量・標石なし）

15.3

12

15.3

標石のない標高点
整数のみで表示

24.8

国土地理院ホームページ→基準点成果等閲覧サービスにて三角点などの確認ができます。

12

※ 最近は、道路沿いや土地の利用の関係から、三角点や水準点は、標石タイプではないところもあります。また、建物の屋上に設置されているところもあります。

※ ５万分の１の地形図では、４等三角点は、・で表示されてました。独立標高点とも言っておりました。

12.7

12

地形図の図式は、順々に新しい『平成２５年２万５千分の１地形図図式』に 
なっていってるね♪（地域によってはまだのところもあるよ）  
新しい図式では、切土・盛土、崖などで、小規模のものなどは、表示が省略 
されるようになってるよ。河川沿いなど盛土か、切土か、現在地を確認しながら 
進むのに便利だったんだけどね・・・ 
新旧の地図を見比べてみるといいよ♪廃止の地図記号・新しい地図記号があるよ。 
等高線が重なってたり、等高線の間隔がものすごく狭い所は、崖の可能性を 
推測する必要があるね。 
あと、住宅地などの等高線が見難くなっている。 
一方で、山の方は、濃淡のある色がついてる。見やすいという方もいますが、 
濃淡に惑わされないよう、尾根筋、谷筋の軸線を見分けられるようにならないとね♪  
新しい地形図は、全体的には、少し道路地図的になった。 
現地での測量を極力減らし、空中写真測量が主になっているようです。 
植生界の地図記号がなくなったのは、その辺の事情があるのかも・・・  
地形図の表示基準は、下記で検索すると国土交通省のホームページで確認できます。 
『国地達第１５号 地図記号と地形図図式  平成25年2万5千分1地形図図式（表示基準）』 

昔は、地形図の基本図が５万分の１だったんだ。現在、５万分の１の地形図は、新規の 
発行は終了していて、更新の予定はないようです。 
現在の基本図は、２万５千分の１です。 
 
スカウトの座標は、昔は、１㎞間隔で引いてたんだ。５万分の１の地形図なら２㎝間隔、 
２万５千分の１の地形図なら４㎝間隔。※古い古い進級手帳を見れば、どちらの地図も 
１㎞間隔で引くようになってたのが分かるよ♪ 
 
個人的には、距離と時間が読みやすい１㎞間隔で引くのがよいかとは思いますが、他の 
隊と合同で活動する際には、注意が必要です。同じ間隔で座標線を引いてるとは限らない。 
 
山道のくねくね道でない限り、ざっくり歩行距離を読むなら、底辺の長さと高さの計だよ♪ 

“物差し”って、比べてみると、長さが違っているのよ・・・ 
Aの物差しの５０㎝と、Bの物差しの５０㎝とでは、長さが違っているのよ。 
そりゃ、座標がずれる訳ね。 
同じ物差しを使って座標線を入れるか、それとも誤差が生じることを前提に 
座標だけでなく、必ず地物の名称も伝えるようにするか、気を付けないとね♪ 
いつの図式の地形図かで、カバーしている範囲が異なるので、同じ図式か 
どうかの確認も必要ね。 
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M-SP改

水平方向の移動距離を読み、時間を算出

＋

標高差を読み、時間を算出

↓

もし、何らかのアクシデントがあり、山中で一晩過ごすことになったら・・・夜間はもっと冷える。

夏でも、山や水辺などの活動時には、熱中症だけでなく、低体温症にも気を付けよう。

山の天気は急変する。身体を冷やす-濡らす・足を濡らすということは、身体・足を重くし、

行程を狂わせることにもなる。集中力を欠き、注意散漫になり、滑落や道迷いにもつながる。

雨具や防寒具は取り出しやすいところにパッキングし、僅かな手間を惜しまず着脱する。

一般的に標高100ｍごとに0.65℃気温が下がり、風速１ｍごとに体感温度は1℃下がると言われている（汗や雨・霧で濡れればなお）。

（理科：0.65℃・・・理論から算出した値／植生地理：0.55℃・・・実測から算出した値）　　　　　　　　　　　　気化熱

休憩時は、速やかに汗を拭き、上着を着て、適温での体温の維持（保温）を心掛ける。

霧・雨・風があれば濡れないよう・冷やさないよう雨具等を着る。

標高差1,500ｍなら、約１０度気温が低いということである。風によって体感温度的にはもっと下がる。

運がよければ、助けられる程度。でも、まず、自分の身を守ることが優先だからね。
ガイドさんが助けてくれる・・・？あま～い。他人を１００％助けられるような装備は、誰も背負えません‼
誰かに連れて行ってもらうにしても、自分でコースタイム・装備などしっかり準備と予習をしておこう。“はぐれる・遭難”はある。
登山地図には、目安になる登り・下りの時間が記載されています。しかし、人によって、もっと時間が掛かったりします。

地形による難度、装備、休憩時間やメンバーの体力

などを加味して行程を組む

←
 

100
ｍ

15
分

 

2㎞30分 → 

小学校や中学校で習ったよね♪ 

標高と気温の関係 

登山するなら、登山届を出しておこう。他の遭難者の捜索に役立つこともある。 
近隣の有名なところで標高もそう高くないと、大勢が登っており、安易に考えがちだ。 
また、地域のＨＰなどを見ると、『ハイキングコース』なんて書かれてあったりするけど・・・ 
登山道は、やっぱり登山道だよ！！ 
山の日暮れは早いからね。谷筋は真っ暗よ。 
ヘッドライトや非常食などを万が一にも  そなえよつねに 
登山者が多いキャンプ場などは、朝が早い分、みなさん寝るのも早い。 
山小屋も同じようなものね。野営地には１５時には入るようにしよう。 
下山時間も同じようなものね。１５時には下山が終わっているようにしよう。 
よく調べて、しっかり計画を立てる。トイレも有料だったりするところもある。 
街のなかと勝手が違う。普段の生活の常識とは異なることが多々あるからね。 
その山域に詳しい人の話を聞いたり、できれば同行してもらうのがいいね♪ 

ちかいとおきて 

スカウティングのコンパス 

スカウト章だね♪ 
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移動時の冷暖房・・・外気に体を慣らす必要があります。

グループのメンバーの歩く順番は要検討です。

離れすぎると、何かあっても気付けないよ。

登山道は走らない・跳ばない。登山道が荒れてしまう。 

また、転落・落石等の原因になります。 

 

登り優先（ただし、広いところがあれば、先に避けて、下りを優先してあげる。） 

自分たちのペースが遅い場合は、よそのグループを先に行かせてあげる。 

 

むやみに端を踏まない。石を蹴らないように歩く。 

もし、石を落としたら、すぐに『ラーク』と大声で知らせ、負傷者が発生してないか確認 

負傷者がいなくとも、人がいたら『ごめんないさい』と謝る。 

 

斜面の岩に乗らない。絶妙なバランスで転がり落ちずに済んでいるだけかも・・・ 

 

登山道からむやみに外れない（植物を踏み荒らさない）。 

 

あいさつをしよう♪ お互いの無事を確認しあっているんだ♪ 

 

トイレや小屋に入る前に、しっかり靴やズボンの泥を落としておく。 

 

犬を連れていくのはお勧めしない。山には山の動物の病気がある。 

ペットを大事な家族だと思うなら・・・。 

また、狭い登山道、必ずしも犬をカワイイと思える人ばかりではない。 

犬アレルギーなどの方もいる。 

もし、どうしても連れていくなら、水場を汚さない（ペットに直接飲ませない）。糞尿の始末。 

他の登山者への配慮（リードを短く、離合の際はしっかり抱きかかえるなど） 

 

最近は、道が整備され、いきなり上り坂から登山がはじまるようになりました。 

登り始める前に、軽く準備運動。 

歩き始めはゆっくり、経験などに応じて、最初の小休憩は早めにとる。 

歩き始めてから５～１０分ぐらいで最初の小休憩をとってもいいんですよ♪ 

（靴の具合・荷物の具合をチェックするうえでも） 

 

よそはよそですよ～♪ 

 

山道を歩くときは、ぼちぼち ちょぼちょぼ歩く。歩き方もスキル、研究してみよう♪ 

普段、部活などで運動しているからと、自分の体力を過信しない。 

ゆっくり、じっくり、粘り強く、体に重さの負荷を掛けた運動は、普段ほとんどしないだろう？ 

それと、テント泊登山をするなら、パッキング等のスキルをもっとあげないといけない。 

BSHPなどで、これまでスカウトが荷物を背負っている写真を拝見して、素晴らしいと思えた 

のは数人です。荷造と背負い方で随分疲労感が違うよ♪ 

本当にしっかりパッキングができて背負えてたら、その姿はスマートなんだよ♪ 

トレーニングはすべきだよ。でも、荷物は力だけで背負うんじゃない、スキルで背負うんだ。 

ぼちぼち～♪ 
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等高線が丸く閉じているとこるが、頂上だよ♪ 
 
等高線の狭いところは急なところじゃな。特に狭いところは、崖の場合がある‼ 
 
尾根筋は頂上（ピーク）から低い方へ向かって伸びておる。 
谷筋は低いところから山の方へ入り込んでいる。 
山は尾根筋があったら、谷筋があり、また尾根筋がある。 
交互に尾根筋谷筋が地形としてあらわれる。まるでカーテンじゃな♪ 
山は尾根と谷から出来ていると言ってもいい。 
 
ついでに、頂上と頂上の間をコルと言うんだ♪ 

（他にも色々な呼び方がある） 
主要な頂上（ピーク）と頂上（ピーク）を結んだラインが『稜線』じゃな。 
ここは馬の鞍のような地形じゃな。 
稜線に沿って道があるところは『鞍部（あんぶ）』  
谷筋から稜線にあがり、反対側の谷筋へ乗り越えるような道があるところなどは『峠（とうげ）』 
登山地図などを見てみると面白いぞ♪ 
 
この尾根筋や谷筋もベアリングのポイントじゃ♪ 
 
それと尾根筋の始まるところ（頂上）や、尾根筋の終わるところ（平地と山との接する

ところ）などは、平地から山を利用してベアリングをするポイントにもなる♪ 
 
植生は、必ずしも一致しないの・・・特に放置されている竹林は竹が広がるのが早い。 

尾

根

筋 

頂上 

山、海岸の松林・防風林 

神社の鎮守森、お寺 

水のある場所なら、 
水鳥が飛んでたり 

柳の木があるかもね♪ 
古い街道の一里塚や、屋敷林 
お堂や石碑のあるところ 

遠くに背の高い樹が見えたり、林や森があ

るように見えたりする。どんな場所かな？ 

地図と景色を見比べていると 
気が付くことがたくさんあるね♪ 

河川のなかには、家は無いよね♪ 
建物がないところはどんなとこ？ 

運動場、それから・・・田んぼや畑・・・ 

公園、河川や泉水のあるところ 

２万５千分の１の地形図なら、

等高線は、１０ｍごとよ♪ 
まれに補助曲線があるね♪ 

全ての起伏が表現されて

いるわけじゃないよ。例え

ば、８ｍしか高さがないよう

な地形だと、等高線がない

場合があるよ。 

頂上 
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国土交通省 国土地理院 平成２５年２万５千分１地形図図式（表示基準）などを参考にしてね♪

地図と景色と見比べて、気が付いたことをメモしておこう。

大きな鉄塔があるわ♪ 

送電線と道が交差している 
ところもポイントになるわよ♪ 

地図をよく見ると、送電線の線が 
折れてるところがあるよね♪何があるの？ 

川に、堰やダム・橋の記号がある♪ 

山とかにある♪ 

河川を上流から下流に向かって眺めたとき、 
右側を右岸，左側を左岸と呼ぶんだ♪ 

川の流れる方向が分かり難いところは、 
流水方向が↓で記されてるよ♪ 

そっか、送電線の向き 
方向が利用できるわね♪ 

地図記号は、一定のルールに 
基づいて、表示されているのね♪ 
表示の仕方も優先・順番があるようね♪ 

新しい道路や建物など、地図に反映 
されるまでには結構年数がかかるんだ。 
自分で地図に書き加えておくといいよ♪ 

地図を見てて、よくある 
間違いは、行政区画の 
境界線と、登山道とを 
見間違えたりすること‼ 
 
気を付けよう♪ 
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ベアリング表 さんこうよしゅう

登山地点 下山地点

年 月

山域名

登山年月日

山行予習

ベアリング
方角（°）

ﾊﾞｯｸﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
±１８０°

距離（ｋｍ） 標高差（ｍ）

日

所要時間 予定時刻 地形の特徴・注意事項など

※ 地形図に任意のチェックポイントを記入し、そのポイントから次のポイントへの方角・距離・所要時間などを記入。上から順番に記入する。

標高
（ｍ）

／
地点名
記号

距離（ｋｍ） 標高差（ｍ） 所要時間
計
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メモ



野帳（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾉｰﾄ） 二線法 

道路左側の事物 

（進行方向↑左側） 

上段：方位角 道路右側の事物 

（進行方向↑右側） 

時刻 

24H 
記事・観察事項など 

下段：歩 数 

°(度) 

0歩(ｽﾀｰﾄ) 

※この野帳は、下から上へ記録する。一線法など他の野帳の記録法でも構わない。 



略地図 

※別紙でもよい。 磁北線を書き加えて使うとよい。
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