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こ
の
写
真
は
二
月
末
の
あ
る
日
、君

津
市
立
三
島
小
学
校
の
教
室
博
物
館

に
Ｔ
さ
ん
が
持
っ
て
こ
ら
れ
た
ふ
き
の

と
う
で
す
。Ｔ
さ
ん
は
三
島
小
の
近
く

に
お
住
ま
い
の
山
菜
採
り
が
好
き
な
ご

婦
人
で
す
。そ
の
Ｔ
さ
ん
に
こ
ん
な
質

問
を
し
て
み
ま
し
た
。

「
と
こ
ろ
で
Ｔ
さ
ん
、ふ
き
の
と
う
に

雄
と
雌
が
あ
る
っ
て
知
っ
て
ま
し
た
？
」

「
そ
う
な
の
？

　知
ら
な
か
っ
た
」

「
こ
の
星
型
の
小
さ
な
花
が
見
え
て

い
る
の
が
雄
で
す
」

「
へ
え
、じ
ゃ
あ
雌
は
？
」

「
雌
の
花
は
こ
っ
ち
。白
く
て
細
い
歯

ブ
ラ
シ
の
毛
み
た
い
で
し
ょ
う
？
」

「
ほ
ん
と
だ
、今
ま
で
気
に
し
た
こ
と

な
か
っ
た
な
ぁ
」

同
じ
く
三
島
小
の
近
く
に
お
住
ま
い

の
Ｋ
さ
ん（
女
性
）に
も
尋
ね
て
み
ま
し

た
。「

知
っ
て
る
、近
所
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

に
教
わ
っ
た
よ
。ふ
き
の
と
う
は
雌
が

お
い
し
く
て
、雄
は
ま
ず
い
ん
だ
っ
て
」

（
特
集
で
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。）

（
尾
崎

　煙
雄
）

房総の山のフィールド・ミュージアムとは
　清和県民の森を中心とした房総の山を舞台に、地域の自然や文化そのものを「資料」や「展示物」としてとらえる、千葉県立中央博物館が中心となっておこなって
いる新しい博物館活動です。観察会の開催、君津市立三島小学校の「教室博物館」開設に加え、地域の人 と々協働で資料の収集や調査・研究等をおこなっています。

観察会報告

春の山の生きもの
　４月１５日に清和県民の森で山の学校 133「春の山の生きも
の」を開催しました。
当日は風は強かったものの、散策するにはちょうどいい天候で
した。最初に山で出会う危険な生きものを尾崎研究員から説明
を受け（写真❶）、いざ自然散策路へ！自然散策路では、かわ
いらしい花々やみずみずしい新緑が出迎えてくれました。子ども
たちも興味津々で、研究員の解説をしっかりと聞いていました
（写真❷）。冬が終わり、新緑萌えるこの季節の山を「山笑う」
といいますが、様々な生きものを観察することが出来た参加者
のみなさんも楽しそうで、「人笑う」観察会になりました。

（2017年 4月15日　清和県民の森にて　後藤　亮）

4

❶

❷

「ああ、風が涼しい」。
初夏の河口、引き潮で中州が現われています。そこに、約
30羽のスズガモが休んでいます。
「ピィオ、ピィオ、ピィオ」と口笛のような声が海から聞こえて
きました。まもなく、ハト大のシギが中州の浅瀬にいっせいに
降りました。全部で１４羽です。
真っ白な腹、赤みのある淡い褐色の背、少し反り返っている
長いくちばし、長い脚、アオアシシギです。
アオアシシギはすぐに頭まで水につけ、えさをあさりはじめま

した。
なかにはくちばしを開いたまま川の流れを受け、小魚を捕ら

えているのもいます。しば
らくして、眼を閉じて中州
で休み始めました。
その後、舞い立ち際に

「ピィーヨ、ピィーヨ、ピ、ピ、
ピ、ピィーヨ、ピィーヨ」
と鳴き、海へ飛んでいきま
した。
このシギはスマートでか
ざりけのない姿、清く澄ん
だ声、姿も声も美しい水鳥です。
特に、鳴き声は哀調を帯びて美しく、多くのファンがいます。
私もその一人です。
岸辺のハマダイコンの桃色の花や新緑のヨシ、大きな河口、

そこにこだまするアオアシシギの声。初夏の河口には一年中で
最も快く、好ましい情景が広がります。
さて、このシギの群れが見られるのは谷津干潟（習志野市）
やこの河口などだけで、ここでは８５年秋に５３羽の記録があり
ます。最近は数が減少しつつあります（千葉県の自然誌本編７）
が、この情景がいつまでも続くことを願っています。

参考文献　千葉県（2011）『千葉県レッドデータブックー動物編』
（文・写真　千葉県立中央博物館ボランテア　成田篤彦）

連 載 小櫃川流域の生きもの
アオアシシギ～哀調のある鳴き声～

写真：アオアシシギの群れ
（2017年５月　木更津市）

千葉県指定一般保護生物。干潟、河川、水田などの湿地で採食。
スカンジナビア、カムチャッカなどで繁殖。県内には４～５月と７
～１１月に訪れるが、数は多くない。千葉県では東京湾岸の干潟、
湿田などで見られる。

MEMO アオアシシギ　チドリ目　シギ科

編
集
後
記

ふ
き
の
と
う

今
年
度
か
ら
山
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
を
担
当
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
ず
っ
と

地
層
を
見
る
た
め
に
邪
魔
な（
！
）、地
衣
も
草

も
鎌
で
削
っ
て
調
査
を
し
て
き
ま
し
た
。木
も

草
も
虫
も
当
然
な
が
ら
土
の
上
で
生
き
て
い

た
こ
と
を
実
感
す
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

（
岡
崎
浩
子
）

の由来
房総の山のフィールド・ミュージアムのニュース

レターのタイトル「しいむじな」は、アナグマをさす
房総丘陵の方言です。ムジナは地域によってアナグ
マやタヌキをさすなど様々なのですが、千葉県内で
はアナグマのことが多いようです。房総丘陵の人々
は、大きなスダジイの木のウロに棲んでいるムジナ
を、愛情を込めて「しいむじな」と呼んでいます。
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写真❷　マツゲゴケ断面の顕微鏡像
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房
総
丘
陵
の
動
植
物
︵
５
︶

地
衣
類

房
総
丘
陵
の
開
け
た
場
所
の
ケ
ヤ
キ
（
写
真

❶
）や
サ
ク
ラ
の
幹
や
枝
は
、
ウ
メ
ノ
キ
ゴ
ケ
や

マ
ツ
ゲ
ゴ
ケ
な
ど
、様
々
な
地
衣
類
に
覆
わ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
ん
な
に
付
い
て
、
木
が
枯

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
人

も
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
ん
な
心
配
は
無
用
で

す
。地

衣
類
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
知
る
に
は
、ま
ず
、

そ
の
体
の
造
り
を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。マ

ツ
ゲ
ゴ
ケ
を
薄
く
切
っ
て
顕
微
鏡
で
の
ぞ
い
て

み
ま
し
ょ
う
（
写
真
❷
）。体
の
真
ん
中
あ
た
り

は
、
細
い
ひ
も
の
よ
う
な
も
の
か
ら
で
き
て
い
る

こ
と
が
判
り
ま
す
。こ
れ
は
直
径
５
ミ
ク
ロ
メ
ー

ト
ル（
千
分
の
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
つ
ま
り
１
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
二
百
分
の
１
）ほ
ど
の
、
菌
糸
で

す
。菌
糸
は
体
の
表
面
で
は
、
体
を
覆
う
よ
う

な
、皮
層（
表
側
は
上
皮
層
、裏
側
の
茶
色
の
と

こ
ろ
は
下
皮
層
）
に
変
形
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ

う
に
地
衣
類
の
体
は
菌
糸
で
で
き
て
い
る
の
で

す
。つ
ま
り
、
地
衣
類
は
菌
類
な
の
で
す
。一
方
、

上
皮
層
の
す
ぐ
下
に
は
、ト
レ
ブ
ク
シ
ア
と
呼
ば

れ
る
緑
藻
が
層
を
な
し
て
い
ま
す
。地
衣
類
の

体
の
中
に
は
、必
ず
藻
類
が
住
ん
で
い
て
、菌
類

と
共
生
し
て
い
る
の
で
す
。

地
衣
類
の
体
の
中
の
藻
類
は
、
水
と
二
酸
化

炭
素
を
原
料
と
し
て
、光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ

て
、糖
分
を
作
り
出
し
、生
き
る
た
め
の
養
分
と

し
ま
す
。地
衣
類
を
形
作
る
菌
類
は
、こ
の
糖
分

を
利
用
し
て
、暮
ら
し
て
い
ま
す
。そ
の
代
わ
り
、

周
り
か
ら
水
分
や
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
を
吸
収
し

て
、
藻
類
に
提
供
し
ま
す
。木
の
幹
や
枝
に
し
っ

か
り
と
張
り
付
い
て
い
て
も
、
木
か
ら
養
分
を

取
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
た
が
っ
て
地
衣

類
が
木
を
枯
ら
す
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

木
の
幹
や
枝
に
着
生
す
る
地
衣
類
は
、
体
の

表
面
か
ら
水
分
や
ミ
ネ
ラ
ル
を
直
接
吸
収
す
る

た
め
、
大
気
環
境
つ
ま
り
大
気
汚
染
の
影
響
を

受
け
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
程
度

は
、
地
衣
類
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。こ

の
た
め
、
空
気
が
汚
れ
て
い
る
工
業
地
帯
や
都

市
周
辺
で
は
、
見
ら
れ
る
地
衣
類
の
種
類
は
限

ら
れ
ま
す
が
、空
気
の
き
れ
い
な
地
域
、例
え
ば

房
総
丘
陵
で
は
た
く
さ
ん
の
種
類
が
見
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、
千
葉
市
中
央

区
に
あ
る
県
庁
に
隣
接
す
る
公
園
や
街
路
樹
に

は
、
５
種
類
位
し
か
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。一
方
、
房
総
丘
陵
で
は
、
１
本
の
樹
木
に
20

種
、
30
種
と
い
っ
た
地
衣
類
が
着
生
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。地
衣
類
は
き
れ
い
な
空
気
の
象

徴
な
の
で
す
。

地
衣
類
は
、
世
界
で
１
万
５
千
種
と
も
２
万

種
と
も
言
わ
れ
、
日
本
か
ら
は
１
千
７
百
種

弱
、こ
の
う
ち
千
葉
県
で
は
299
種
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。県
内
で
最
も
様
々
な
地
衣
類
が
見
ら

れ
る
場
所
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
て
い
た
、
東
京

大
学
千
葉
演
習
林（
鴨
川
市
・
君
津
市
の
境
界

付
近
に
あ
る
）で
は
、昨
年
度
末
に
発
表
し
た
報

告
書（
＊
自
然
誌
研
究
報
告
特
別
号
10
）で
は
、

千
葉
県
産
299
種
の
約
半
分
に
あ
た
る
151
種
を

記
録
で
き
ま
し
た
。こ
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
千

葉
県
か
ら
は
記
録
が
な
か
っ
た
22
種
や
、
日
本

で
初
め
て
見
つ
か
っ
た
キ
ヨ
ス
ミ
ゴ
ケ

（Polym
eridium

 proponens

）、
全
国
的
に
も

珍
し
い
ナ
メ
ラ
ゴ
ン
ゲ
ン
ゴ
ケ
（H

ypotrachyna 

adducta

）
も
含
ま
れ
ま
す
。何
種
か
新
種
も
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
、
少
し
ず
つ
種

数
が
増
え
て
い
き
そ
う
で
す
。

＊
千
葉
県
立
中
央
博
物
館『
自
然
誌
研
究
報
告
特
別
号
10
』

（
原
田
　
浩
）

写真❶　ケヤキの幹を覆うウメノキゴケなどの地衣類

コラム

写真❺　綿毛を持つ果実をつけたフキの雌株。丸い緑のフキの葉は
花茎とは離れて生えてくるが、地下茎でつながっている。 

雌
株
の
方
は
雄
株
の
倍
以
上
の
高
さ
に
伸

び（
写
真
❹
）、
四
月
後
半
に
は
結
実
し
ま

す（
写
真
❺
）。フ
キ
の
果
実
に
は
タ
ン
ポ
ポ

と
似
た
綿
毛
が
あ
っ
て
、こ
れ
を
見
れ
ば
フ

キ
が
タ
ン
ポ
ポ
と
同
じ
キ
ク
科
の
仲
間
で

あ
る
こ
と
が
納
得
で
き
ま
す
。フ
キ
が
結
実

す
る
頃
に
は
丸
い
フ
キ
の
葉
が
す
っ
か
り

開
い
て
い
ま
す（
写
真
❺
）。「
き
ゃ
ら
ぶ
き
」

な
ど
に
し
て
食
べ
る
の
は
こ
の
葉
の
茎
（
正

確
に
は
葉
柄
）で
す
。

K
さ
ん
の
お
話
で
ふ
き
の
と
う
の
雌
雄

で
味
が
違
う
と
い
う
の
は
初
耳
で
、
そ
し
て

「
雌
だ
と
教
わ
っ
た
」と
い
っ
て
Ｋ
さ
ん
が
指

さ
し
た
の
は
雄
株
の
方
で
し
た
。「
雌
の
方

は
花
び
ら
が
あ
っ
て
か
わ
い
い
が
、
雄
の
花

は
か
わ
い
く
な
い
」

の
だ
そ
う
で
す
。こ

の
お
話
が
印
象
深

か
っ
た
の
で
、
後
日
、

長
野
県
北
部
の
山

村
を
訪
ね
た
折
に

山
菜
採
り
名
人
の

ご
婦
人
に
同
じ
質

問
を
し
て
み
ま
し

た
。そ
の
答
え
は
Ｋ

さ
ん
と
ま
っ
た
く
同

じ
も
の
で
し
た
。つ

ま
り
「
ふ
き
の
と
う

の
雌
雄
は
区
別
し
て

お
り
、
生
物
学
的
な

意
味
で
の
雄
株
の
方

を「
雌
」と
呼
び
、食
べ
る
に
は「
雌
」の
方
が

よ
い
」
の
だ
そ
う
で
す
。や
は
り
ふ
き
の
と

う
は
雌
雄
で
味
や
食
感
に
違
い
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
し
て
そ
の
知
恵
が
、

雌
雄
を
生
物
学
的
な
性
別
と
は
逆
に
認
識

し
て
い
る
点
ま
で
、遠
い
長
野
県
と
共
通
し

て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

ま
た
別
の
機
会
に
、
館
山
市
在
住
の
Ｆ

さ
ん
（
男
性
）
に
同
じ
質
問
を
し
た
と
こ

ろ
、こ
れ
ま
た
面
白
い
お
話
を
聞
か
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。Ｆ
さ
ん
の
お
話
を
要
約
す
る

と
「
ふ
き
の
と
う
に
雌
雄
が
あ
る
こ
と
は

知
っ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
房
州（
館
山
市

を
含
む
房
総
半
島
南
部
の
旧
安
房
国
を
指

す
）の
人
は
昔
か
ら
あ
ま
り
ふ
き
の
と
う
を

食
べ
な
い
。な
ぜ
な
ら
房
州
は
温
暖
な
の
で

冬
で
も
畑
に
な
に
か
し
ら
の
作
物
が
あ
る

か
ら
、ふ
き
の
と
う
み
た
い
な
土
手
の
草
な

ど
食
べ
る
必
要
が
な
い
。上
総
（
君
津
市
を

含
む
房
総
半
島
中
部
の
旧
上
総
国
）
の
人

が
房
州
に
ふ
き
の
と
う
を
採
り
に
来
る
こ

と
が
あ
る
が
、
房
州
の
人
は『
ど
う
ぞ
、
好

き
な
だ
け
採
っ
て
い
っ
て
お
く
れ
』
と
言

う
」
の
だ
そ
う
で
す
。上
総
と
長
野
県
の
食

文
化
に
共
通
点
が
あ
っ
た
の
に
、お
隣
の
房

州
で
は
こ
ん
な
に
違
う
と
い
う
の
も
驚
き

で
し
た
。ふ
き
の
と
う
に
ま
つ
わ
る
文
化
に

つ
い
て
、
今
後
も
探
求
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

か  

け
い

ほ
う
よ
う

よ
う
へ
い

ぼ
う
し
ゅ
う

あ
　
わ

か
ず
さ

写真❶　雄の花写真❶　雄の花 写真❷　雌の花写真❷　雌の花

写真❸　雄株写真❸　雄株 写真❹　雌株写真❹　雌株

特集

ふきのとうの雌と雄
ふ
き
の
と
う
は
フ
キ
と
い
う
植
物
の
花

で
す
。も
う
少
し
正
確
に
い
う
と
、
フ
キ
の

「
伸
び
始
め
の
花
茎
と
そ
れ
を
包
む
苞
葉
」

で
す
。花
茎
と
は
花
を
つ
け
た
茎
の
こ
と

で
、
苞
葉
と
は
花
を
保
護
す
る
役
割
の
葉

で
す
。ふ
き
の
と
う
の
場
合
、
二
〇
枚
く
ら

い
の
苞
葉
が
花
の
集
ま
り
を
包
ん
で
い
ま

す
。な
お
、
こ
こ
で
は
植
物
の
種
名
と
し
て

の「
フ
キ
」は
カ
タ
カ
ナ
で
、
山
菜
と
し
て
の

「
ふ
き
の
と
う
」
は
ひ
ら
が
な
で
書
く
こ
と

に
し
ま
す
。

フ
キ
に
は
雄
株
と
雌
株
が
あ
っ
て
、花
を

見
れ
ば
区
別
で
き
ま
す
。ま
ず
、
フ
キ
の
花

の
作
り
か
ら
説
明
し
ま
し
ょ
う
。ふ
き
の
と

う
の
苞
葉
の
中
に
は
「
丸
い
塊
が
数
十
個

あ
り
ま
す
（
写
真
❶
）。こ
の
一
つ
一
つ
の
塊

が
「
花
の
集
ま
り
」
で
す
。一つ
の
塊
の
中
に

小
さ
な
花
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
て
、
そ
の

形
が
雌
雄
で
異
な
り
ま
す
。雄
株
に
は
五

枚
の
花
び
ら
が
星
型
に
開
い
た
小
さ
な
花

が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
咲
き
ま
す
（
写
真

❶
）。一
方
、雌
株
の
花
に
は
雄
の
花
の
よ
う

な
花
び
ら
は
な
く
、白
い
毛
の
よ
う
な
も
の

が
束
に
な
っ
て
い
て
歯
ブ
ラ
シ
を
連
想
さ
せ

ま
す（
写
真
❷
）。

山
菜
と
し
て
の
ふ
き
の
と
う
の
旬
は
房

総
で
は
二
月
か
ら
三
月
頃
で
す
が
、
や
が
て

ふ
き
の
と
う
は
花
茎
を
伸
ば
し
見
た
目
に

も
花
ら
し
く
な
り
ま
す
。雄
株
は
高
さ
二

〇
セ
ン
チ
程
に
な
り
ま
す（
写
真
❸
）が
、花

が
終
わ
る
と
じ
き
に
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

雌花拡大雌花拡大雄花拡大雄花拡大
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房
総
丘
陵
の
動
植
物
︵
５
︶

地
衣
類

房
総
丘
陵
の
開
け
た
場
所
の
ケ
ヤ
キ
（
写
真

❶
）や
サ
ク
ラ
の
幹
や
枝
は
、
ウ
メ
ノ
キ
ゴ
ケ
や

マ
ツ
ゲ
ゴ
ケ
な
ど
、様
々
な
地
衣
類
に
覆
わ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
ん
な
に
付
い
て
、
木
が
枯

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
人

も
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
ん
な
心
配
は
無
用
で

す
。地

衣
類
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
知
る
に
は
、ま
ず
、

そ
の
体
の
造
り
を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。マ

ツ
ゲ
ゴ
ケ
を
薄
く
切
っ
て
顕
微
鏡
で
の
ぞ
い
て

み
ま
し
ょ
う
（
写
真
❷
）。体
の
真
ん
中
あ
た
り

は
、
細
い
ひ
も
の
よ
う
な
も
の
か
ら
で
き
て
い
る

こ
と
が
判
り
ま
す
。こ
れ
は
直
径
５
ミ
ク
ロ
メ
ー

ト
ル（
千
分
の
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
つ
ま
り
１
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
二
百
分
の
１
）ほ
ど
の
、
菌
糸
で

す
。菌
糸
は
体
の
表
面
で
は
、
体
を
覆
う
よ
う

な
、皮
層（
表
側
は
上
皮
層
、裏
側
の
茶
色
の
と

こ
ろ
は
下
皮
層
）
に
変
形
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ

う
に
地
衣
類
の
体
は
菌
糸
で
で
き
て
い
る
の
で

す
。つ
ま
り
、
地
衣
類
は
菌
類
な
の
で
す
。一
方
、

上
皮
層
の
す
ぐ
下
に
は
、ト
レ
ブ
ク
シ
ア
と
呼
ば

れ
る
緑
藻
が
層
を
な
し
て
い
ま
す
。地
衣
類
の

体
の
中
に
は
、必
ず
藻
類
が
住
ん
で
い
て
、菌
類

と
共
生
し
て
い
る
の
で
す
。

地
衣
類
の
体
の
中
の
藻
類
は
、
水
と
二
酸
化

炭
素
を
原
料
と
し
て
、光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ

て
、糖
分
を
作
り
出
し
、生
き
る
た
め
の
養
分
と

し
ま
す
。地
衣
類
を
形
作
る
菌
類
は
、こ
の
糖
分

を
利
用
し
て
、暮
ら
し
て
い
ま
す
。そ
の
代
わ
り
、

周
り
か
ら
水
分
や
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
を
吸
収
し

て
、
藻
類
に
提
供
し
ま
す
。木
の
幹
や
枝
に
し
っ

か
り
と
張
り
付
い
て
い
て
も
、
木
か
ら
養
分
を

取
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
た
が
っ
て
地
衣

類
が
木
を
枯
ら
す
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

木
の
幹
や
枝
に
着
生
す
る
地
衣
類
は
、
体
の

表
面
か
ら
水
分
や
ミ
ネ
ラ
ル
を
直
接
吸
収
す
る

た
め
、
大
気
環
境
つ
ま
り
大
気
汚
染
の
影
響
を

受
け
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
程
度

は
、
地
衣
類
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。こ

の
た
め
、
空
気
が
汚
れ
て
い
る
工
業
地
帯
や
都

市
周
辺
で
は
、
見
ら
れ
る
地
衣
類
の
種
類
は
限

ら
れ
ま
す
が
、空
気
の
き
れ
い
な
地
域
、例
え
ば

房
総
丘
陵
で
は
た
く
さ
ん
の
種
類
が
見
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、
千
葉
市
中
央

区
に
あ
る
県
庁
に
隣
接
す
る
公
園
や
街
路
樹
に

は
、
５
種
類
位
し
か
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。一
方
、
房
総
丘
陵
で
は
、
１
本
の
樹
木
に
20

種
、
30
種
と
い
っ
た
地
衣
類
が
着
生
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。地
衣
類
は
き
れ
い
な
空
気
の
象

徴
な
の
で
す
。

地
衣
類
は
、
世
界
で
１
万
５
千
種
と
も
２
万

種
と
も
言
わ
れ
、
日
本
か
ら
は
１
千
７
百
種

弱
、こ
の
う
ち
千
葉
県
で
は
299
種
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。県
内
で
最
も
様
々
な
地
衣
類
が
見
ら

れ
る
場
所
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
て
い
た
、
東
京

大
学
千
葉
演
習
林（
鴨
川
市
・
君
津
市
の
境
界

付
近
に
あ
る
）で
は
、昨
年
度
末
に
発
表
し
た
報

告
書（
＊
自
然
誌
研
究
報
告
特
別
号
10
）で
は
、

千
葉
県
産
299
種
の
約
半
分
に
あ
た
る
151
種
を

記
録
で
き
ま
し
た
。こ
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
千

葉
県
か
ら
は
記
録
が
な
か
っ
た
22
種
や
、
日
本

で
初
め
て
見
つ
か
っ
た
キ
ヨ
ス
ミ
ゴ
ケ

（Polym
eridium

 proponens

）、
全
国
的
に
も

珍
し
い
ナ
メ
ラ
ゴ
ン
ゲ
ン
ゴ
ケ
（H

ypotrachyna 

adducta

）
も
含
ま
れ
ま
す
。何
種
か
新
種
も
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
、
少
し
ず
つ
種

数
が
増
え
て
い
き
そ
う
で
す
。

＊
千
葉
県
立
中
央
博
物
館『
自
然
誌
研
究
報
告
特
別
号
10
』

（
原
田
　
浩
）

写真❶　ケヤキの幹を覆うウメノキゴケなどの地衣類

コラム

写真❺　綿毛を持つ果実をつけたフキの雌株。丸い緑のフキの葉は
花茎とは離れて生えてくるが、地下茎でつながっている。 

雌
株
の
方
は
雄
株
の
倍
以
上
の
高
さ
に
伸

び（
写
真
❹
）、
四
月
後
半
に
は
結
実
し
ま

す（
写
真
❺
）。フ
キ
の
果
実
に
は
タ
ン
ポ
ポ

と
似
た
綿
毛
が
あ
っ
て
、こ
れ
を
見
れ
ば
フ

キ
が
タ
ン
ポ
ポ
と
同
じ
キ
ク
科
の
仲
間
で

あ
る
こ
と
が
納
得
で
き
ま
す
。フ
キ
が
結
実

す
る
頃
に
は
丸
い
フ
キ
の
葉
が
す
っ
か
り

開
い
て
い
ま
す（
写
真
❺
）。「
き
ゃ
ら
ぶ
き
」

な
ど
に
し
て
食
べ
る
の
は
こ
の
葉
の
茎
（
正

確
に
は
葉
柄
）で
す
。

K
さ
ん
の
お
話
で
ふ
き
の
と
う
の
雌
雄

で
味
が
違
う
と
い
う
の
は
初
耳
で
、
そ
し
て

「
雌
だ
と
教
わ
っ
た
」と
い
っ
て
Ｋ
さ
ん
が
指

さ
し
た
の
は
雄
株
の
方
で
し
た
。「
雌
の
方

は
花
び
ら
が
あ
っ
て
か
わ
い
い
が
、
雄
の
花

は
か
わ
い
く
な
い
」

の
だ
そ
う
で
す
。こ

の
お
話
が
印
象
深

か
っ
た
の
で
、
後
日
、

長
野
県
北
部
の
山

村
を
訪
ね
た
折
に

山
菜
採
り
名
人
の

ご
婦
人
に
同
じ
質

問
を
し
て
み
ま
し

た
。そ
の
答
え
は
Ｋ

さ
ん
と
ま
っ
た
く
同

じ
も
の
で
し
た
。つ

ま
り
「
ふ
き
の
と
う

の
雌
雄
は
区
別
し
て

お
り
、
生
物
学
的
な

意
味
で
の
雄
株
の
方

を「
雌
」と
呼
び
、食
べ
る
に
は「
雌
」の
方
が

よ
い
」
の
だ
そ
う
で
す
。や
は
り
ふ
き
の
と

う
は
雌
雄
で
味
や
食
感
に
違
い
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
し
て
そ
の
知
恵
が
、

雌
雄
を
生
物
学
的
な
性
別
と
は
逆
に
認
識

し
て
い
る
点
ま
で
、遠
い
長
野
県
と
共
通
し

て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

ま
た
別
の
機
会
に
、
館
山
市
在
住
の
Ｆ

さ
ん
（
男
性
）
に
同
じ
質
問
を
し
た
と
こ

ろ
、こ
れ
ま
た
面
白
い
お
話
を
聞
か
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。Ｆ
さ
ん
の
お
話
を
要
約
す
る

と
「
ふ
き
の
と
う
に
雌
雄
が
あ
る
こ
と
は

知
っ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
房
州（
館
山
市

を
含
む
房
総
半
島
南
部
の
旧
安
房
国
を
指

す
）の
人
は
昔
か
ら
あ
ま
り
ふ
き
の
と
う
を

食
べ
な
い
。な
ぜ
な
ら
房
州
は
温
暖
な
の
で

冬
で
も
畑
に
な
に
か
し
ら
の
作
物
が
あ
る

か
ら
、ふ
き
の
と
う
み
た
い
な
土
手
の
草
な

ど
食
べ
る
必
要
が
な
い
。上
総
（
君
津
市
を

含
む
房
総
半
島
中
部
の
旧
上
総
国
）
の
人

が
房
州
に
ふ
き
の
と
う
を
採
り
に
来
る
こ

と
が
あ
る
が
、
房
州
の
人
は『
ど
う
ぞ
、
好

き
な
だ
け
採
っ
て
い
っ
て
お
く
れ
』
と
言

う
」
の
だ
そ
う
で
す
。上
総
と
長
野
県
の
食

文
化
に
共
通
点
が
あ
っ
た
の
に
、お
隣
の
房

州
で
は
こ
ん
な
に
違
う
と
い
う
の
も
驚
き

で
し
た
。ふ
き
の
と
う
に
ま
つ
わ
る
文
化
に

つ
い
て
、
今
後
も
探
求
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

か  

け
い

ほ
う
よ
う

よ
う
へ
い

ぼ
う
し
ゅ
う

あ
　
わ

か
ず
さ
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写真❸　雄株写真❸　雄株 写真❹　雌株写真❹　雌株
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ふきのとうの雌と雄
ふ
き
の
と
う
は
フ
キ
と
い
う
植
物
の
花

で
す
。も
う
少
し
正
確
に
い
う
と
、
フ
キ
の

「
伸
び
始
め
の
花
茎
と
そ
れ
を
包
む
苞
葉
」

で
す
。花
茎
と
は
花
を
つ
け
た
茎
の
こ
と

で
、
苞
葉
と
は
花
を
保
護
す
る
役
割
の
葉

で
す
。ふ
き
の
と
う
の
場
合
、
二
〇
枚
く
ら

い
の
苞
葉
が
花
の
集
ま
り
を
包
ん
で
い
ま

す
。な
お
、
こ
こ
で
は
植
物
の
種
名
と
し
て

の「
フ
キ
」は
カ
タ
カ
ナ
で
、
山
菜
と
し
て
の

「
ふ
き
の
と
う
」
は
ひ
ら
が
な
で
書
く
こ
と

に
し
ま
す
。

フ
キ
に
は
雄
株
と
雌
株
が
あ
っ
て
、花
を

見
れ
ば
区
別
で
き
ま
す
。ま
ず
、
フ
キ
の
花

の
作
り
か
ら
説
明
し
ま
し
ょ
う
。ふ
き
の
と

う
の
苞
葉
の
中
に
は
「
丸
い
塊
が
数
十
個

あ
り
ま
す
（
写
真
❶
）。こ
の
一
つ
一
つ
の
塊

が
「
花
の
集
ま
り
」
で
す
。一つ
の
塊
の
中
に

小
さ
な
花
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
て
、
そ
の

形
が
雌
雄
で
異
な
り
ま
す
。雄
株
に
は
五

枚
の
花
び
ら
が
星
型
に
開
い
た
小
さ
な
花

が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
咲
き
ま
す
（
写
真

❶
）。一
方
、雌
株
の
花
に
は
雄
の
花
の
よ
う

な
花
び
ら
は
な
く
、白
い
毛
の
よ
う
な
も
の

が
束
に
な
っ
て
い
て
歯
ブ
ラ
シ
を
連
想
さ
せ

ま
す（
写
真
❷
）。

山
菜
と
し
て
の
ふ
き
の
と
う
の
旬
は
房

総
で
は
二
月
か
ら
三
月
頃
で
す
が
、
や
が
て

ふ
き
の
と
う
は
花
茎
を
伸
ば
し
見
た
目
に

も
花
ら
し
く
な
り
ま
す
。雄
株
は
高
さ
二

〇
セ
ン
チ
程
に
な
り
ま
す（
写
真
❸
）が
、花

が
終
わ
る
と
じ
き
に
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
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こ
の
写
真
は
二
月
末
の
あ
る
日
、君

津
市
立
三
島
小
学
校
の
教
室
博
物
館

に
Ｔ
さ
ん
が
持
っ
て
こ
ら
れ
た
ふ
き
の

と
う
で
す
。Ｔ
さ
ん
は
三
島
小
の
近
く

に
お
住
ま
い
の
山
菜
採
り
が
好
き
な
ご

婦
人
で
す
。そ
の
Ｔ
さ
ん
に
こ
ん
な
質

問
を
し
て
み
ま
し
た
。

「
と
こ
ろ
で
Ｔ
さ
ん
、ふ
き
の
と
う
に

雄
と
雌
が
あ
る
っ
て
知
っ
て
ま
し
た
？
」

「
そ
う
な
の
？

　知
ら
な
か
っ
た
」

「
こ
の
星
型
の
小
さ
な
花
が
見
え
て

い
る
の
が
雄
で
す
」

「
へ
え
、じ
ゃ
あ
雌
は
？
」

「
雌
の
花
は
こ
っ
ち
。白
く
て
細
い
歯

ブ
ラ
シ
の
毛
み
た
い
で
し
ょ
う
？
」

「
ほ
ん
と
だ
、今
ま
で
気
に
し
た
こ
と

な
か
っ
た
な
ぁ
」

同
じ
く
三
島
小
の
近
く
に
お
住
ま
い

の
Ｋ
さ
ん（
女
性
）に
も
尋
ね
て
み
ま
し

た
。「

知
っ
て
る
、近
所
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

に
教
わ
っ
た
よ
。ふ
き
の
と
う
は
雌
が

お
い
し
く
て
、雄
は
ま
ず
い
ん
だ
っ
て
」

（
特
集
で
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。）

（
尾
崎

　煙
雄
）

房総の山のフィールド・ミュージアムとは
　清和県民の森を中心とした房総の山を舞台に、地域の自然や文化そのものを「資料」や「展示物」としてとらえる、千葉県立中央博物館が中心となっておこなって
いる新しい博物館活動です。観察会の開催、君津市立三島小学校の「教室博物館」開設に加え、地域の人 と々協働で資料の収集や調査・研究等をおこなっています。

観察会報告

春の山の生きもの
　４月１５日に清和県民の森で山の学校 133「春の山の生きも
の」を開催しました。
当日は風は強かったものの、散策するにはちょうどいい天候で
した。最初に山で出会う危険な生きものを尾崎研究員から説明
を受け（写真❶）、いざ自然散策路へ！自然散策路では、かわ
いらしい花々やみずみずしい新緑が出迎えてくれました。子ども
たちも興味津々で、研究員の解説をしっかりと聞いていました
（写真❷）。冬が終わり、新緑萌えるこの季節の山を「山笑う」
といいますが、様々な生きものを観察することが出来た参加者
のみなさんも楽しそうで、「人笑う」観察会になりました。

（2017年 4月15日　清和県民の森にて　後藤　亮）

4

❶

❷

「ああ、風が涼しい」。
初夏の河口、引き潮で中州が現われています。そこに、約
30羽のスズガモが休んでいます。
「ピィオ、ピィオ、ピィオ」と口笛のような声が海から聞こえて
きました。まもなく、ハト大のシギが中州の浅瀬にいっせいに
降りました。全部で１４羽です。
真っ白な腹、赤みのある淡い褐色の背、少し反り返っている
長いくちばし、長い脚、アオアシシギです。
アオアシシギはすぐに頭まで水につけ、えさをあさりはじめま

した。
なかにはくちばしを開いたまま川の流れを受け、小魚を捕ら

えているのもいます。しば
らくして、眼を閉じて中州
で休み始めました。
その後、舞い立ち際に

「ピィーヨ、ピィーヨ、ピ、ピ、
ピ、ピィーヨ、ピィーヨ」
と鳴き、海へ飛んでいきま
した。
このシギはスマートでか
ざりけのない姿、清く澄ん
だ声、姿も声も美しい水鳥です。
特に、鳴き声は哀調を帯びて美しく、多くのファンがいます。
私もその一人です。
岸辺のハマダイコンの桃色の花や新緑のヨシ、大きな河口、

そこにこだまするアオアシシギの声。初夏の河口には一年中で
最も快く、好ましい情景が広がります。
さて、このシギの群れが見られるのは谷津干潟（習志野市）
やこの河口などだけで、ここでは８５年秋に５３羽の記録があり
ます。最近は数が減少しつつあります（千葉県の自然誌本編７）
が、この情景がいつまでも続くことを願っています。

参考文献　千葉県（2011）『千葉県レッドデータブックー動物編』
（文・写真　千葉県立中央博物館ボランテア　成田篤彦）

連 載 小櫃川流域の生きもの
アオアシシギ～哀調のある鳴き声～

写真：アオアシシギの群れ
（2017年５月　木更津市）

千葉県指定一般保護生物。干潟、河川、水田などの湿地で採食。
スカンジナビア、カムチャッカなどで繁殖。県内には４～５月と７
～１１月に訪れるが、数は多くない。千葉県では東京湾岸の干潟、
湿田などで見られる。

MEMO アオアシシギ　チドリ目　シギ科

編
集
後
記

ふ
き
の
と
う

今
年
度
か
ら
山
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
を
担
当
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
ず
っ
と

地
層
を
見
る
た
め
に
邪
魔
な（
！
）、地
衣
も
草

も
鎌
で
削
っ
て
調
査
を
し
て
き
ま
し
た
。木
も

草
も
虫
も
当
然
な
が
ら
土
の
上
で
生
き
て
い

た
こ
と
を
実
感
す
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

（
岡
崎
浩
子
）

の由来
房総の山のフィールド・ミュージアムのニュース

レターのタイトル「しいむじな」は、アナグマをさす
房総丘陵の方言です。ムジナは地域によってアナグ
マやタヌキをさすなど様々なのですが、千葉県内で
はアナグマのことが多いようです。房総丘陵の人々
は、大きなスダジイの木のウロに棲んでいるムジナ
を、愛情を込めて「しいむじな」と呼んでいます。


