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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。

特集

2018 夏

房
総
丘
陵
の
川
を
歩
い
て
い
る
と
、
よ
く
出

会
う
生
き
も
の
に
サ
ワ
ガ
ニ
が
い
ま
す
。
よ
く

出
会
う
理
由
は
、
サ
ワ
ガ
ニ
が
た
く
さ
ん
い
る

か
ら
で
は
な
く
（
た
く
さ
ん
い
る
と
き
も
あ
り

ま
す
が
）、
上
の
写
真
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

そ
の
鮮
や
か
な
青
い
体
と
真
っ
白
い
脚
が
目
立

つ
た
め
、
簡
単
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
す
。

子
供
の
頃
、
川
で
遊
ん
だ
経
験
が
あ
る
方
に

と
っ
て
は
、
と
て
も
馴
染
み
深
い
サ
ワ
ガ
ニ
で

す
が
、
実
は
、
他
の
カ
ニ
と
比
べ
る
と
、
変
わ

っ
た
生
態
を
持
っ
て
い
ま
す
。

（
後
藤
　
亮
）

サ
ワ
ガ
ニ

〜
清
流
に
生
き
る
カ
ニ
〜
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写真❶ 小さい時は青色ではない 写真❷ 交尾
写真❸ 稚ガニを保護しているメス 写真❹ トビケラの仲間を捕食中

表
紙
の
写
真
を
見
て
、「
あ
れ
？
サ
ワ
ガ

ニ
っ
て
こ
ん
な
色
だ
っ
た
か
な
？
」と
思

わ
れ
た
方
も
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。そ

う
思
わ
れ
た
方
は
、お
そ
ら
く
県
外
の
出

身
の
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
サ
ワ
ガ

ニ
は
本
州
、四
国
、九
州
に
広
く
分
布
し
て

い
ま
す
が
、一
般
的
に
は
赤
色
や
黒
褐
色

を
し
た
も
の
が
多
く
、房
総
丘
陵
で
見
ら

れ
る
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
サ
ワ
ガ
ニ
が
青

い
色
を
し
て
い
る
地
域
は
珍
し
い
の
で
す

（
た
だ
し
、神
奈
川
県
の
一
部
や
鹿
児
島
県

南
部
な
ど
、青
色
の
サ
ワ
ガ
ニ
が
多
い
地

域
は
他
に
も
あ
り
ま
す
）。私
は
県
外
の
出

身
な
の
で
す
が
、千
葉
県
に
来
て
初
め
て

こ
の
青
い
サ
ワ
ガ
ニ
を
見
た
と
き
の
衝
撃

は
今
で
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
ま
す
。

青
い
色
を
し
た
サ
ワ
ガ
ニ
で
す
が
、う
ま

れ
た
と
き
か
ら
青
い
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。小
さ
い
と
き
は
写
真
❶

の
よ
う
に
赤
色
や
褐
色
を
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
体
色
に
違
い
が
あ
る
の

か
、ど
の
よ
う
な
要
因
で
決
ま
っ
て
い
る

の
か
な
ど
に
つ
い
て
様
々
な
議
論
が
あ
り

ま
す
が
、ま
だ
は
っ
き
り
と
は
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
体
色
に
関
し
て
だ
け
で
も

興
味
深
い
サ
ワ
ガ
ニ
で
す
が
、他
の
多
く

の
カ
ニ
と
は
違
う
、変
わ
っ
た
生
態
も
持

っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、一
つ
目
は
、サ
ワ
ガ
ニ
は
そ
の
生

涯
を
淡
水
環
境
で
の
み
生
活
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。多
く
の
カ
ニ
の
仲
間
は
、海
や

河
口
な
ど
の
汽
水
域（
海
水
と
淡
水
が
混

ざ
る
水
域
）に
生
息
し
て
い
ま
す
。千
葉
県

の
川
で
見
ら
れ
る
カ
ニ
と
し
て
は
、他
に

モ
ク
ズ
ガ
ニ
が
い
ま
す
が
、モ
ク
ズ
ガ
ニ

は
、繁
殖
す
る
た
め
に
海
へ
下
る
必
要
が

あ
る
た
め
、一
生
を
淡
水
域
で
生
活
す
る

と
は
言
え
ま
せ
ん
。淡
水
域
で
の
み
一
生

を
過
ご
す
カ
ニ
は
実
は
珍
し
い
の
で
す
。

二
つ
目
は
、繁
殖
に
関
係
し
て
い
ま
す
。

サ
ワ
ガ
ニ
の
繁
殖
行

動
は
春
か
ら
秋
に
か

け
て
お
こ
な
わ
れ
、

写
真
❷
の
よ
う
に
抱

き
合
っ
た
様
な
形
で

交
尾
を
し
ま
す（
写

真
で
は
上
の
方
が
オ

ス
。オ
ス
は
ハ
サ
ミ

の
左
右
ど
ち
ら
か
が

巨
大
化
し
て
い
ま

す
）。カ
ニ
の
仲
間
の

多
く
は
、卵
か
ら
大

人
と
は
全
く
形
が
異

な
る
幼
生
が
う
ま
れ
、

し
ば
ら
く
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
生
活
を
し
て
か

ら
、大
人
と
同
じ
形

に
成
長（
変
態
）し
ま

す
が
、サ
ワ
ガ
ニ
は

卵
の
中
で
大
人
と
同

じ
形
ま
で
成
長
し
て

か
ら
う
ま
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、川
の
よ
う

に
流
れ
の
あ
る
環
境
で
は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

生
活
を
お
く
れ
な
い
た
め
、大
人
と
同
じ

形
に
成
長
し
て
か
ら
う
ま
れ
る
よ
う
に
適

応
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、稚
ガ
ニ
は
し
ば
ら
く
の
間
、メ
ス
の

お
腹
の
中
で
保
護
さ
れ
て
成
長
し
ま
す
。

写
真
❸
は
稚
ガ
ニ
を
保
護
し
て
い
る
メ
ス

で
す
。わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、お
腹
が
開
き
、そ
の
中
か
ら
稚
ガ
ニ
が

見
え
て
い
ま
す
。そ
の
後
、独
立
し
、落
ち

葉
や
水
生
昆
虫
な
ど
を
食
べ
て
成
長
し
ま

す
。（
写
真
❹
）。

こ
の
よ
う
に
サ
ワ
ガ
ニ
は
と
て
も
興
味

深
い
生
き
も
の
で
す
。実
際
に
観
察
し
て

み
る
と
ま
た
違
っ
た
発
見
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。子
供
の
頃
を
思
い
出
し
て
、川

に
観
察
に
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

（
後
藤
　
亮
）

い
ま
せ
ん
。

興
味
深
い
サ
ワ
ガ
ニ
で
す
が
、他
の
多
く

の
カ
ニ
と
は
違
う
、変
わ
っ
た
生
態
も
持

っ
て
い
ま
す
。

涯
を
淡
水
環
境
で
の
み
生
活
す
る
と
い
う

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

特集

サワガニ　～清流に生きるカニ～サワガニ　～清流に生きるカニ～
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写真❶ ヤマトチョウチンゴケの雄花盤
写真❷ ケゼニゴケの雄花盤
写真❸ 雨水が溜まり精細胞（白く濁ってい

る部分）が放出されているゼニゴケ
の雄花盤

写真❹ ヒトデゼニゴケの雌株
写真❺ 受精しなかったフタバネゼニゴケの

雌花
写真❻ 受精したフタバネゼニゴケの雌花

コラム

９

コ
ケ
が
恋
す
る
季
節 ―

梅
雨―

　
コ
ケ
植
物
は
約
四
億
数
千
万
年
前
に
淡
水

か
ら
陸
上
に
上
が
っ
た
陸
上
植
物
で
す
。陸
上

植
物
は
、乾
燥
に
適
応
し
て
多
様
化
を
遂
げ
ま

し
た
が
、劇
的
な
進
化
の
ひ
と
つ
が
受
精
の
仕

方
で
す
。祖
先
の
淡
水
藻
類
は
精
子
と
卵
細
胞

を
作
り
、受
精
に
は
水
が
不
可
欠
で
し
た
が
、

種
子
植
物
は
花
粉（
精
子
に
相
当
す
る
精
細
胞

が
で
き
る
）を
作
る
こ
と
で
、水
を
介
さ
な
い

受
精
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、コ
ケ

植
物
は
藻
類
と
同
じ
よ
う
に
精
子
と
卵
細
胞

を
作
り
、水
を
介
し
て
受
精
し
ま
す
。精
子
は

造
精
器
で
作
ら
れ
、卵
細
胞
は
造
卵
器
で
作
ら

れ
ま
す
。造
精
器
が
つ
く
部
分
を
雄
花
序（
す

な
わ
ち
雄
花
）、造
卵
器
が
つ
く
部
分
を
雌
花

序（
す
な
わ
ち
雌
花
）と
呼
び
ま
す
。千
葉
県
の

よ
う
な
低
地
で
は
、春
に
芽
吹
い
た
新
芽
が

瑞
々
し
さ
を
増
す
梅
雨
の
頃
、コ
ケ
植
物
が
最

も
美
し
く
輝
き
、雄
花
と
雌
花
の
恋
の
花
を
咲

か
せ
ま
す
。

コ
ケ
植
物
の
雄
花
に
は
い
ろ
い
ろ
な
形
が

あ
り
ま
す
が
、そ
の
ひ
と
つ
に
雄
花
盤
が
あ
り

ま
す（
写
真
❶
）。造
精
器
が
集
ま
り
盤
状
を
な

し
、雨
水
が
溜
ま
る
と
、浸
透
圧
の
作
用
で
造

精
器
か
ら
精
子
が
放
出
さ
れ
ま
す
。運
良
く
雨

が
命
中
す
る
と
水
滴
と
と
も
に
精
子
を
跳
ね

散
ら
す
構
造
を
し
て
お
り
、一
般
的
に「
は
ね

ち
り
盤
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。更
に
運
良
く

雌
花
に
着
地
す
れ
ば
受
精
し
ま
す
が
、恋
が
成

就
す
る
確
率
は
低
そ
う
で
す
。実
は
精
子
が
造

精
器
か
ら
放
出
さ
れ
た
時
は
、ま
だ
膜
に
包
ま

れ
て
お
り
、水
の
表
面
張
力
な
ど
に
よ
っ
て
膜

が
破
れ
、水
の
表
面
を
広
が
る
よ
う
に
精
子
が

泳
ぎ
出
し
ま
す
。そ
の
た
め
、多
く
の
コ
ケ
植

物
で
は
、降
っ
た
雨
が
植
物
体
を
覆
う
よ
う
に

広
が
る
時
に
精
子
も
広
が
り
、受
精
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
最
近
、コ
ケ

植
物
の
群
落
を
住
処
と
し
て
い
る
小
さ
な
節

足
動
物
や
線
虫
達
が
、動
き
回
る
時
に
精
子
を

体
に
付
着
し
て
運
ぶ
た
め
、受
精
に
役
立
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。虫
媒
花
と
言

え
る
よ
う
で
す
。

雄
花
盤（
写
真
❷
）を
作
る
仲
間
に
ゼ
ニ
ゴ

ケ
が
あ
り
ま
す
。ゼ
ニ
ゴ
ケ
は
、世
界
中
の
街

中
に
生
育
し
、タ
イ
類（
コ
ケ
植
物
に
は
セ
ン

類
、タ
イ
類
、ツ
ノ
ゴ
ケ
類
の
３
つ
の
仲
間
が

あ
る
）の
代
表
と
し
て
世
界
の
教
科
書
に
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
が
、タ
イ
類
の
中
で
は
高
度
に

複
雑
に
進
化
し
た
構
造
を
し
て
お
り
、か
な
り

の
変
わ
り
者
な
の
で
す
。特
に
雄
花
盤
に
長
い

柄
が
あ
り
、傘
状
に
な
る
構
造
は
ゼ
ニ
ゴ
ケ
属

に
特
異
的
で
す
。多
く
の
属
で
は
柄
が
退
化
し
、

盤
だ
け
の
雄
花
盤
を
し
て
い
ま
す
が
、更
に
特

異
的
な
の
が
、雨
滴
が
命
中
す
る
と
精
子
を
空

気
中
に
放
出
す
る
ジ
ャ
ゴ
ケ
と
ケ
ゼ
ニ
ゴ
ケ

（
写
真
❸
）で
す
。い
わ
ば
風
媒
花
と
言
え
ま
す
。

ゼ
ニ
ゴ
ケ
は
弱
ア
ル
カ
リ
性
を
好
む
た
め
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
さ
れ
た
現
代
の
街
中
や
土

壌
改
良
さ
れ
た
耕
作
地
に
多
産
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、昔
は
ど
こ
に
生
え
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。ゼ
ニ
ゴ
ケ
属
と
そ
の
仲
間
の
多
く
は
渓

谷
の
湿
っ
た
岸
壁
を
好
み
ま
す
。日
本
の
ゼ
ニ

ゴ
ケ
属
に
は
４
種
１
亜
種
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
が
、房
総
丘
陵
の
渓
谷
に
は
ゼ
ニ
ゴ
ケ
、フ

タ
バ
ネ
ゼ
ニ
ゴ
ケ（
ツ
ヤ
ゼ
ニ
ゴ
ケ
の
亜
種
）、

ト
サ
ノ
ゼ
ニ
ゴ
ケ
、ヒ
ト
デ
ゼ
ニ
ゴ
ケ
の
４
種

が
生
育
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
が
多
く
生
育
し

て
い
る
地
層
は
、大
量
の
貝
化
石
や
生
物
遺
骸

を
含
み
、あ
た
か
も
石
灰
岩
の
よ
う
な
性
質
を

し
て
お
り
、弱
ア
ル
カ
リ
性
を
好
む
仲
間
に
と

っ
て
は
居
心
地
の
良
い
場
所
で
あ
り
、故
郷
と

も
言
え
る
本
来
の
生
育
地
な
の
で
す
。

コ
ケ
植
物
は
雄
株
と
雌
株
が
あ
り
雌
雄
異

株
で
あ
る
と
中
学
校
な
ど
の
教
科
書
に
書
か

れ
て
い
ま
す
が
、実
際
に
は
半
数
弱
が
雌
雄
同

株
で
す
。雌
雄
異
株
の
種
で
は
雄
株
と
雌
株
の

分
布
域
が
異
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
知
ら
れ

て
い
ま
す
。そ
の
要
因
と
し
て
、長
い
地
球
の

地
史
や
現
在
の
気
候
と
の
関
係
な
ど
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。ヒ
ト
デ
ゼ
ニ
ゴ
ケ（
写
真
❹
）は

房
総
丘
陵
を
分
布
の
北
限
と
し
て
い
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
雌
株
し
か
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

雌
株
の
方
が
寒
さ
に
強
い
コ
ケ
が
知
ら
れ
て

お
り
、ヒ
ト
デ
ゼ
ニ
ゴ
ケ
も
同
じ
よ
う
な
例
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。今
は
ヒ
ト
デ
ゼ
ニ
ゴ
ケ
の
恋

が
房
総
丘
陵
で
実
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
ま
ま
温
暖
化
が
続
く
と
や
が
て
実
る
日

が
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ゼ
ニ
ゴ
ケ
の
仲
間
の
雌
花
は
傘
状
を
し
て

い
ま
す
が
、受
精
し
な
く
て
も
雌
花
が
傘
状
に

発
達
す
る
の
は
ゼ
ニ
ゴ
ケ
属
だ
け
で
あ
り
、受

精
す
る
と
よ
り
立
派
な
傘
に
な
り
ま
す
。特
に

フ
タ
バ
ネ
ゼ
ニ
ゴ
ケ
は
受
精
し
な
い
と
傘
の

突
起
が
２
枚
し
か
大
き
く
な
ら
な
い
た
め
、こ

の
双
羽
が
和
名
に
な
り
ま
し
た
。い
わ
ば
失
恋

し
た
雌
花
が
名
前
に
な
っ
た
、何
と
も
悲
し
い

コ
ケ
で
す（
写
真
❺
❻
）

コ
ケ
の
恋
が
実
る
に
は
ど
の
よ
う
な
場
合

で
も
水
が
必
要
な
の
で
、や
は
り
天
頼
み
で
す
。

今
頃
、コ
ケ
達
は
空
を
見
上
げ
て
雨
乞
い
を
し

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。　　
　
（
古
木
達
郎
）

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹

❺❺ ❻❻
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春の山の生きもの

写真❶ 初夏のような緑濃い山を望む参加者
写真❷ 小川でしばし川遊び

連 載
小櫃川流域の生きもの
モリアオガエル  ～分布拡大中～

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。

記
後
集
編

記
後
集
編

山
Ｆ
Ｍ
担
当
に
な
っ
て
一
年
経
ち
ま
し
た
。

不
思
議
と
生
物
と
地
面（
地
質
）の
関
係
に
目
が

い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。面
白
い
進
化（
？
）

で
す
。あ
と
、お
知
ら
せ
二
つ
で
す
。ご
存
じ
の

方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、山
Ｆ
Ｍ
で
は

「
教
室
博
日
記
」を
当
館
Ｈ
Ｐ
で
毎
月
出
し
て
い

ま
す
。「
し
い
む
じ
な
」と
関
連
す
る
記
事
も
多

い
で
す
。ま
た
、メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン「
し
い
む
じ

な
メ
ー
ル
」を
毎
月
十
日
に
配
信
し
て
い
ま
す
。

ご
登
録
方
法
も
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
下
さ
い
。

（
岡
崎
浩
子
）

4月21日（土）に清和県民の森で、山
の学校139「春の山の生きもの」を行
いました。
参加者は15名で、春の晴天の中、親
子づれを中心にゆっくり山歩きを楽
しみました。例年になく高温続きで
山の花は咲き終わったものが多かっ
たのですが、子供たちはヤゴやサワ
ガニとりに、夢中になっていました。　　　　　　　（岡崎浩子）

MEMO モリアオガエル
無尾目アオガエル科　全長約４～７㌢

観察会報告

千葉県指定要保護生物。繁殖期は5－7月。県内では丘陵地に生息。

❶❶

❷❷

初夏の里の生きもの

写真❸ 尾崎研究員の手のなかの虫を
恐る恐る見る子供たち

写真❹ 後藤研究員が田んぼのわきで
すくったドジョウをのぞき込む

5月19日（土）に三島小学校周辺で、山の学校140「初夏の里
の生きもの」を行いました。参加者は18名で、ゆっくりとした
ペースで2 kmの道のりを小さい子供
もテクテクと頑張って歩いていまし
た。虫をとったり、毛虫をさわった
り、キイチゴやクワの実を食べたり、
初夏の里歩きを楽しんでいました。

（岡崎浩子）

❸❸

❹❹

参考文献　千葉県の保護上重要な野生生物―千葉県レッドデータブック―
 動物編　2011年改訂版　千葉県
 （文・写真　千葉県立中央博物館ボランテア　成田篤彦）

写真❶：モリアオガエルの卵塊
（2018年5月5日  木更津市） 写真❷：モリアオガエルのオス

（2018年5月5日  木更津市）
写真❷：モリアオガエルのオス
（2018年5月5日  木更津市）

「こんにちは。ここにモリアオガエルがいると聞いて来たの
ですが？」。「いや、いないよ」。「木更津市史の編さんで、動物
を調べているのですが、探していいですか？」。「どうぞ。どう
ぞ」。五月晴れの武田川沿いの棚田で、地主さんとの会話。
最上段の水田跡まで上がると「コッ、コッ、コッ、コッ」と低
音のカエルの鳴き声が２か所からささやくように響く。「あ！
モリアオガエルの声」。水田跡にできた小池をおおう枝にマシ
ュマロのような泡状の卵塊が３つあった。「オスがいるはず」
と鳴き声を頼りに眼を凝らして、枝をすみずみまで見るが、ど
こにいるか全く分からない。さんざん探した後、薮をかき分
け、池の対岸に渡った。暗い木陰の中で、枝葉を見上げてびっ
くりした。その裏側に卵塊が11個もぶら下がっていた。しばら
く待つと「コッ、コッ、コッ、コッ」と間近から聞こえる。オスが
水面から高さ約10㌢の位置に水平に伸びる枝のまた（叉）に平
たくなってぴたりと吸い付いている。モリアオガエルの濃い
緑色はカシの葉の色とそっくりで、複雑な赤褐色の模様は暗

がりでは葉の汚れや虫食い痕に見える。大きな眼は黒色で目
立たない。明るい場所で見る派手な色彩は木陰では見事なカ
ムフラージュになっていた。ひそめた低い鳴き声、ほとんどの
卵塊は枝葉の裏に隠されて産み付けられている。これではモ
リアオガエルに関心がなければ、地主の方も気が付かないの
は当然だと思った。
さて、1990年代の分布調査で、県内分布の北側は上総アカ
デミアパーク付近であった（千葉県レッドデータブックー動
物編2011）。現在は木更津市史の調査でそれより北側の市内
の富来田地区に多くの生息地が見つかっている。この地区の
大部分の産卵池は、用水路、防火用水、放棄水田、小さな堰など
であり、産卵塊数は数個以下である。また、消滅した産卵池も
ある。しかし、他のカエルと違って、人々の農作業の変化を受
けつつも分布を確実に広げていると思う。

写真❶ モリアオガエルの卵塊
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