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暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
、
と
は
よ

く
言
っ
た
も
の
で
、
九
月
に
な
っ
て

も
居
座
っ
て
い
た
暑
気
も
秋
の
お
彼

岸
の
こ
ろ
に
は
秋
の
空
気
と
交
代
し

ま
す
。
そ
れ
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ

う
に
咲
く
の
が
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
で
す
。

燃
え
立
つ
よ
う
な
赤
い
花
が
群
生
す

る
景
色
は
秋
の
風
物
詩
で
す
。し
か
し
、

市
街
地
で
こ
の
花
を
目
に
す
る
こ
と

は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
山

奥
の
森
の
中
に
生
育
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
は

都
市
と
山
奥
の
中
間
に
あ
た
る
農
村

景
観
に
生
育
す
る
植
物
で
す
。

日
本
人
に
な
じ
み
深
い
存
在
で
す

が
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
は
中
国
原
産
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
日
本

各
地
に
広
く
分
布
し
て
い
る
の
は
お

そ
ら
く
人
間
が
意
図
的
に
運
ん
だ
た

め
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ

に
は
種
子
が
で
き
ず
、
球
根
で
し
か

殖
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
土
の

中
に
で
き
る
球
根
は
自
力
で
移
動
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
風
に
飛

ば
さ
れ
た
り
鳥
な
ど
の
動
物
に
運
ば

れ
る
こ
と
も
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
人
が
球
根
を
運
ん
で
植
え
て

や
ら
な
け
れ
ば
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
が
分
布

を
拡
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

そ
ん
な
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
と
は
ど
ん
な

植
物
で
し
ょ
う
？

（
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。

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
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写真❻ ヒガンバナの葉（１月）
写真❼ 枯れたヒガンバナの葉（４月）

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
花

た
と
え
ば
ユ
リ
の
花
に
は
六
枚
の
花
び

ら
と
六
本
の
雄
し
べ
と
一
本
の
雌
し
べ
が

あ
っ
て
、茎
の
先
に
数
個
の
花
が
集
ま
っ

て
咲
き
ま
す（
写

真
❶
）。で
は
、ヒ

ガ
ン
バ
ナ
の
花
は

ど
ん
な
作
り
に
な

っ
て
い
る
で
し
ょ

う
？そ

も
そ
も
一
本
の
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
に
は
い

く
つ
の
花
が
着
い
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

一
つ
だ
と
思
っ
て
い
る
方
も
少
な
く
な
い

と
思
い
ま
す
が
、ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
一
本
の

茎
に
は
三
個
か
ら
八
個
の
花
が
咲
き
ま
す
。

一
つ
の
花
に
は
六

枚
の
花
び
ら
と
六

本
の
雄
し
べ
と
一

本
の
雌
し
べ
が
あ

り
ま
す（
写
真
❷
）。

こ
の
組
み
合
わ
せ
は
ユ
リ
の
花
と
同
じ
で

す
。し
か
し
、ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
花
び
ら
は
細

長
い
上
に
強
く
反
り
返
っ
て
い
る
た
め
、

隣
の
花
と
絡
み
合
う
よ
う
に
な
っ
て
個
々

の
花
が
区
別
し
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
せ
い
で
、ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
場
合
に
は

一
本
の
茎
の
先
に

咲
い
た
数
個
の
花

が
全
体
と
し
て
一

つ
の
花
の
よ
う
に

見
え
て
し
ま
う
の

で
す（
写
真
❸
）。

種
子
の
で
き
な
い
訳

表
紙
で「
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
に
は
種
子
が
で

き
な
い
」と
書
き
ま
し
た
。そ
れ
は
、日
本

の
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
が
み
な「
三
倍
体
」だ
か
ら

で
す
。正
確
に
い
う
と
、三
倍
体
の
ヒ
ガ
ン

バ
ナ
に
も
ま
れ
に
種
子
が
で
き
る
こ
と
が

あ
る
の
で
す
が
、そ
の
種
子
も
う
ま
く
発

芽
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
そ
う
で
す
。

我
々
ヒ
ト
の
場
合
、誰
も
が
母
親
か
ら

受
け
継
い
だ
染
色
体
を
一
組
と
、父
親
か

ら
受
け
継
い
だ
染
色
体
一
組
を
持
っ
て
い

ま
す
。こ
の
よ
う
に
両
親
か
ら
受
け
継
い

だ
計
二
組
の
染
色
体
を
持
つ
生
物
を「
二

倍
体
」と
い
い
、有
性
生
殖
を
す
る
動
植
物

の
多
く
は
二
倍
体
で
す
。

と
こ
ろ
が
、三
倍
体
の
生
物
は
染
色
体

を
二
組
で
は
な
く
三
組
持
っ
て
い
ま
す
。

三
組
あ
る
と
、正
し
い
数
の
染
色
体
を
持

つ
卵
子
と
精
子（
植
物
で
は
卵
細
胞
と
精

細
胞
）を
う
ま
く
作
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。そ
の
せ
い
で
三
倍
体
の
ヒ
ガ
ン
バ
ナ

は
受
粉
し
て
も
う
ま
く
種
子
が
で
き
な
い

の
で
す
。

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
球
根

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の

球
根
を
切
っ
て
み

る
と
、内
部
は
玉

ね
ぎ
の
よ
う
な
層

状
構
造
に
な
っ
て

い
る
の
が
わ
か
り

ま
す（
写
真
❹
）。こ
れ
は
栄
養
を
貯
蔵
す

る
た
め
に
変
化
し
た
葉
が
重
な
り
合
っ
て

で
き
た
も
の
で
、「
鱗
茎
」と
い
い
ま
す
。

こ
の
球
根
は
豊
富
な
デ
ン
プ
ン
と
共
に

有
毒
成
分
を
含
ん
で
い
て
、そ
の
ま
ま
で

は
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、水
に
晒
す

な
ど
の
方
法
で
毒
を
取
り
除
け
ば
食
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。現
在
、ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の

球
根
を
食
べ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
が
、過
去
に
は
飢
饉
の
折
に

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
球
根
で
飢
え
を
し
の
い
だ

と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、

普
段
は
食
用
に
し
な
い
が
食
糧
難
の
時
に

利
用
す
る
植
物
の
こ
と
を
救
荒
食
物
と
い

い
、ヒ
ガ
ン
バ
ナ
が
日
本
各
地
に
広
ま
っ

た
理
由
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
葉

「
花
は
葉
知
ら
ず
、葉
は
花
知
ら
ず
」と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
ヒ
ガ
ン

バ
ナ
の
生
態
を
う
ま
く
言
い
表
し
て
い
ま

す
。「

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
葉
っ
ぱ
を
見
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
？
」と
質
問
す
る
と
、た
い

て
い
の
人
は「
う
ー
ん
、花
は
知
っ
て
い
る

け
ど
、葉
っ
ぱ
っ
て
ど
ん
な
だ

っ
た
け
？
」と
答
え
に
困
っ
て

し
ま
い
ま
す
。そ
れ
も
そ
の
は

ず
で
、秋
の
お
彼
岸
の
こ
ろ
咲

き
乱
れ
て
い
る
ヒ
ガ
ン
バ
ナ

に
は「
花
茎
」と
呼
ば
れ
る
茎

と
そ
の
先
に
咲
く
花
し
か
な

く
、葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
〇
月
に
な
り
花
が
す
っ
か
り
枯
れ
た

こ
ろ
、花
茎
の
根
元
か
ら
葉
が
伸
び
始
め

ま
す（
写
真
❺
）。伸
び
て
く
る
葉
は
七
ミ

リ
ほ
ど
の
幅
の
細
長
い
扁
平
な
形
で
、ニ

ラ
の
葉
に
少
し
似
て
い
ま
す
。一
一
月
に

は
伸
び
き
っ
た
葉
が
青
々
と
茂
り
、そ
の

ま
ま
冬
を
越
し
て
、四
月
こ
ろ
に
枯
れ
ま

す（
写
真
❻
、❼
）。こ
の
よ
う
に
、冬
に
葉

を
茂
ら
せ
、夏
に
葉
を
枯
ら
し
て
し
ま
う

性
質
を「
冬
緑
性
」と
い
い
ま
す
。多
く
の

植
物
が
葉
を
茂
ら
せ
る
夏
を
避
け
て
競
争

相
手
の
少
な
い
冬
に
光
合
成
を
行
う
暮
ら

し
方
を
選
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

冬
緑
性
の
お
か
げ
で
、五
月
か
ら
九
月

の
開
花
ま
で
の
間
は
葉
も
花
も
な
く
、ヒ

ガ
ン
バ
ナ
は
地
上
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま

い
ま
す
。そ
し
て
お
彼
岸
の
こ
ろ
、何
も
な

か
っ
た
地
面
か
ら
真
っ
赤
な
花
が
突
然
に

姿
を
現
す
の
で
、ひ
と
き
わ
印
象
深
く
映

る
の
で
し
ょ
う
。　
　（
尾
崎
煙
雄
）

❼❼

❻❻

特集

ヒガンバナをよく見るとヒガンバナをよく見ると

写真❶ ウケユリの花
（奄美大島産）

写真❷ ヒガンバナ
の１つの花

写真❸ ヒガンバナの花

写真❹ ヒガンバナの球根

写真❺ 
花後に伸び始め
た葉（10月）

さ
ん
ば
い
た
い

さ
ら

き
ゅ
う
こ
う

に

ば
い
た
い

り
ん
け
い

と
う
り
ょ
く
せ
い

か
　
け
い
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写真❶ オビババヤスデ　体長約40mm。
2010年7月17日、鴨川市東町にて立川浩之
撮影。

写真❷ トラフババヤスデ　体長約35mm。
2005年4月9日、千葉市若葉区加曽利町で採
集、実験室で撮影。

写真❸ アカヒラタヤスデ　体長約20mm。
2010年7月14日、東京大学千葉演習林（清
澄）内にて尾崎煙雄撮影。

コラム

10

ヤ
ス
デ

　
ヤ
ス
デ
も
ム
カ
デ
も
細
長
い
体
に
た
く
さ

ん
の
足
を
も
つ
動
物
で
す
が
、み
な
さ
ん
は
そ

の
違
い
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

体
の
つ
く
り
で
一
番
違
う
の
は
足
の
生
え

方
で
す
。ム
カ
デ
は
胴
体
の
１
つ
の
節
か
ら
２

本
の
足
が
生
え
て
い
る
の
に
対
し
、ヤ
ス
デ
は

１
つ
の
節
か
ら
４
本
の
足
が
生
え
て
い
ま
す

（
た
だ
し
体
の
前
の
方
で
は
２
本
の
足
が
生
え

て
い
る
節
も
あ
り
ま
す
）。

生
態
面
で
の
違
い
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す

が
、最
大
の
違
い
は
そ
の
食
性
で
す
。ム
カ
デ

は
生
き
た
小
動
物
を
捕
ら
え
て
食
べ
る
肉
食

性
の
動
物
で
、毒
牙
を
持
っ
て
い
る
の
で
、種

類
と
大
き
さ
に
よ
っ
て
は
毒
性
が
強
い
も
の

が
い
ま
す
。特
に
房
総
で「
ハ
ガ
チ
」と
呼
ば
れ

る
ト
ビ
ズ
ム
カ
デ
は
、大
き
い
も
の
で
は
体
長

10
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
に
な
り
、こ
れ
に
咬

ま
れ
る
と
激
痛
が
は
し
り
、咬
ま
れ
た
部
分
は

ひ
ど
く
は
れ
上
が
っ
て
し
ば
ら
く
痛
む
そ
う

で
す（
幸
い
に
し
て
私
は
咬
ま
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
）。

こ
れ
に
対
し
て
ヤ
ス
デ
は
腐
り
か
け
た
落

葉
な
ど
を
食
べ
る
お
と
な
し
い
動
物
で
、毒
牙

も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、人
を
咬
む
よ
う
な
こ
と

は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

ヤ
ス
デ
は
市
街
地
で
も
石
や
植
木
鉢
な
ど

の
下
で
よ
く
見
か
け
ま
す
し
、夏
の
初
め
ご
ろ

に
家
の
壁
面
や
塀
の
上
で
群
れ
て
い
る
の
を

ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
方
も
お
い
で
で

し
ょ
う
。こ
こ
で
は
市
街
地
で
は
あ
ま
り
見
か

け
な
い
、房
総
丘
陵
の
森
林
に
住
ん
で
い
る
ヤ

ス
デ
を
３
種
類
、紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

オ
ビ
バ
バ
ヤ
ス
デ（
写
真
❶
）

バ
バ
ヤ
ス
デ
の
な
か
ま
は
胴
体
の
節
の
背

中
側
が
ひ
さ
し
状
に
横
に
張
り
出
し
、表
面
は

滑
ら
か
で
、美
し
い
？
種
類
が
多
い
グ
ル
ー
プ

で
す
。

オ
ビ
バ
バ
ヤ
ス
デ
は
体
長
40
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
に
達
す
る
大
型
の
ヤ
ス
デ
で
、背
中
側
は
オ

レ
ン
ジ
色
の
地
色
に
焦
げ
茶
色
の
帯
状
の
模

様
が
あ
る
、大
変
美
し
い
種
類
で
す
。千
葉
県

内
で
は
清
澄
山
、鹿
野
山
、三
石
山
な
ど
、南
房

の
山
地
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
野
県
や
山
梨
県
な
ど
に
は
キ
シ
ャ
ヤ
ス

デ
と
い
う
種
類
が
い
ま
す
。こ
の
ヤ
ス
デ
は
大

発
生
し
て
レ
ー
ル
上
を
群
れ
で
歩
き
回
り
、そ

の
上
を
通
っ
た
列
車
が
、急
勾
配
の
場
所
で
は

つ
ぶ
れ
た
ヤ
ス
デ
の
体
液
で
滑
っ
て
動
け
な

く
な
る
こ
と
か
ら
、こ
の
名
前
が
あ
り
ま
す
。

オ
ビ
バ
バ
ヤ
ス
デ
は
こ
の
キ
シ
ャ
ヤ
ス
デ
の

ご
く
近
縁
な
グ
ル
ー
プ
で
す（
同
種
と
す
る
考

え
方
と
、別
の
亜
種
と
す
る
考
え
方
が
あ
り
ま

す
）。千

葉
県
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
は
一
般
保
護
生

物（
Ｄ
ラ
ン
ク
）に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ト
ラ
フ
バ
バ
ヤ
ス
デ（
写
真
❷
）

背
中
側
が
黄
色
と
焦
げ
茶
色
の
縞
模
様
に

な
っ
て
い
て
、な
か
な
か
渋
い
美
し
さ
が
あ
り

ま
す
。こ
の
種
は
長
柄
町
権
現
森
で
発
見
さ
れ
、

１
９
８
６
年
に
新
種
と
し
て
記
載
さ
れ
ま
し

た
。権
現
森
の
他
、県
内
で
は
千
葉
市
内
の
３

箇
所
で
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
、珍
し
い
種

類
で
す
。千
葉
県
に
し
か
い
な
い
と
思
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、最
近
茨
城
県
か
ら
も
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

千
葉
県
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
は
最
重
要
保
護

生
物（
Ａ
ラ
ン
ク
）に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
カ
ヒ
ラ
タ
ヤ
ス
デ（
写
真
❸
）

体
長
が
20
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
細
い
ヤ

ス
デ
で
す
が
、体
色
は
息
を
の
む
よ
う
な
朱
色

で
す
の
で
目
立
ち
ま
す
。写
真
の
よ
う
に
朽
ち

木
や
キ
ノ
コ
に
群
生
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。千
葉
県
内
で
は
清
澄
山
か
ら
記
録
さ
れ

て
い
ま
す
。

千
葉
県
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
は
要
保
護
生
物

（
Ｃ
ラ
ン
ク
）に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
萩
野
康
則
）

❶❶

❷❷

❸❸

か
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夏の山の昆虫

写真❶ ライトトラップの様子
写真❷ 昼間の森での昆虫採集

連 載
小櫃川流域の生きもの
クマゼミ  ～北上する南国のセミ～

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

小
櫃
川
下
流
域
の
南
国
の
セ
ミ
、ク
マ
ゼ
ミ

の
話
は
、今
夏
の
暑
さ
を
象
徴
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
す
。そ
の
暑
い
夏
が
過
ぎ
、ヒ
ガ
ン
バ

ナ
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
開

花
は
夏
の
暑
さ
と
関
係
が
あ
る
そ
う
で
す
。

（
温
暖
化
が
す
す
ん
で
オ
ボ
ン
バ
ナ
に
な
っ
た

ら
ど
う
し
よ
う
。）コ
ラ
ム
に
登
場
し
て
も
ら

っ
た
ヤ
ス
デ
は
、よ
く
見
る
と
大
変
美
し
い
。

そ
し
て
汽
車
も
止
め
ち
ゃ
う（
？
）な
ん
て
、す

ご
い
で
す
！

（
岡
崎
浩
子
）

7月21日（土）と22日（日）の２日
間、君津市清和の山で昆虫の観察会
を行いました。１日目はライトトラ
ップを使って夜の昆虫採集。少ない
ながらもクワガタやカブトムシも
見つかりました。２日目の午前中は
森の奥へ昆虫採集に出かけました。
午後には研究員の実演による昆虫
標本作り講座。参加者のみなさんは
昆虫ざんまいの２日間と
なりました。　（尾崎煙雄）

MEMO クマゼミ
カメムシ目セミ科　全長６～７㌢

観察会報告

分布は本州（千葉県以西）、四国、台湾など。卵で越冬。小枝に
止まることが多い。小櫃川流域ではオスが７月中旬～８月下旬
の午前中に主に鳴く。

❶❶

❷❷

川の生きもの2，3

写真❸「後藤先生、これ、な～に？」
（7月21日）

写真❹ 「石の下にいるぞ！」
（8月18日）

7月21日（土）（参加者33名）と8月18日（土）（参加者43名）
に清和県民の森木のふるさと館近くの小糸川で川の生きもの
の観察会を行いました。どちらも川
の水が少なく、子供たちは川の石を
ひっくりかえしながらドジョウ、オ
タマジャクシ、カワゲラなどいろい
ろな生きものをとっていました。　

（岡崎浩子）
❸❸

❹❹

参考文献　千葉県2002『千葉県の自然誌本編６』
 （文・写真　千葉県立中央博物館ボランティア　成田篤彦）

今夏の生きもの好きの打ち合わせ前のおしゃべり。「この
頃、クマゼミの勢力が増したね。子供のころから鳴き声は聞い
ていたが」と海岸沿いに住む中年の方。「久留里ではクマゼミ
の鳴き声を聞きません」と中流域に住む方。猛暑のせいで思い
がけなく、セミの話になった。
クマゼミは全長６センチをこえる日本最大のセミ。羽は透
明で緑色の筋をもち、体は真っ黒。たっぷりとした体つきで虫
好きには魅力的だ。北上する代表的な南国の昆虫でもある。
かつて、クマゼミが、旅行先の伊豆半島の公園で植木に大発
生し、手でいくらでも捕れた。しかし、小櫃川流域では鳴き声
を聞くが、姿はほとんど見られない。たまたま、目の前のヤマ
ザクラの枝に飛んできて止まり、すぐに鳴き出したので、双眼
鏡で小枝をなぞるように見て探し出し、写真を撮った。

さて、私が流域ではじめてクマゼミの鳴き声を聞いたのが、
1975年頃の夏で、千葉県立木更津高校の裏山で２回聞いた。
各１匹のみであった。当時は、西日本からの植木の土とともに
卵や幼虫が入ってきて、一時的に発生したのか？と思ってい
た。しかし、約10年前から、複数鳴いている場所が現われた。数
は少ないが、下流域の海岸沿いや市街地に定着しているに違
いない。最近は、クマゼミの元気な鳴き声を聞かないと夏が来
た気がしなくなった。だが、久留里などの中流域から上流域に
は定着しているのか？まだ、確かめていない。

写真：クマゼミのオス
（2008年8月10日
木更津市清川）
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