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写真❶ リスの巣に盛り上がる参加者
写真❷ 多様な樹木が織りなす春の景観

写真❶ ハンマー初体験の昆虫少年
写真❷ 胴体が大きなゴホントゲザトウムシ

連 載
小櫃川流域の生きもの
チュウシャクシギ  ～ハヤブサから逃げる

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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昭
和
四
十
年
代
に
小
学
校
時
代
を
過
ご
し

た
私
は
、通
学
途
中
に
よ
く
オ
オ
バ
コ
で
草
相

撲
を
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
時
思
っ
た
の
は
、

「
強
く
て
逞
し
い
雑
草
」。オ
オ
バ
コ
は
逞
し
い

だ
け
で
な
く
、多
様
性
が
あ
り
、目
立
た
な
い

け
れ
ど
繊
細
な
花
を
咲
か
せ
て
い
た
の
で
す

ね
。「平

成
」が
終
わ
り
、新
し
い
時
代
が
始
ま
り

ま
し
た
。今
年
度
の
房
総
の
山
の
フ
ィ
ー
ル

ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、森
の
植
生
や
昆
虫
の

こ
と
な
ら
何
で
も
知
っ
て
い
る
尾
崎
煙
雄
に

加
え
、地
形
が
専
門
の
八
木
令
子
、鳥
類
学
の

平
田
和
彦（
中
央
博
の
令
和
コ
ン
ビ
？
）が
担

当
し
ま
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（
八
木
令
子
）

・
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4月20日（土）に、清和県民の森周辺
の遊歩道で観察会を行いました。参
加者は親子連れを中心とした16名で
した。途中、細い樹皮などからなる塊
を発見。それはリスの巣で、皆さん興
味津々に触ったり眺めたりしまし
た。また、コナラの萌黄色や、赤みを
帯びたサクラの新芽、針葉樹の深緑
など、春らしい房総の色彩を堪能し
ました。　
（平田和彦）

ス
モ
ウ
ト
リ
グ
サ
、
ゲ
エ
ロ
ッ
パ
、

カ
エ
ル
ッ
パ
。
こ
れ
ら
は
み
な
オ
オ

バ
コ
と
い
う
草
を
指
す
千
葉
県
内
の

方
言
名
で
す
（
文
献
）。
オ
オ
バ
コ
は

道
の
草
で
す
。
人
や
車
に
踏
ま
れ
る

よ
う
な
農
道
の
真
ん
中
で
丸
っ
こ
い

葉
を
広
げ
た
オ
オ
バ
コ
が
群
生
し
て

い
る
の
を
よ
く
目
に
し
ま
す
（
次
ペ

ー
ジ
写
真
❶
）。
中
国
語
で
オ
オ
バ
コ

を
指
す
車
前
草
は
、
車
輪
に
踏
ま
れ

る
よ
う
な
場
所
に
生
え
る
草
を
意
味

し
ま
す
。

子
ど
も
の
こ
ろ
、
折
り
取
っ
た
草

の
茎
を
絡
め
て
二
人
で
引
っ
ぱ
り
合

い
、
切
れ
た
方
が
負
け
、
と
い
う
草

相
撲
で
遊
ん
だ
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

そ
の「
茎
」は
オ
オ
バ
コ
の「
花
茎
」で
、

ス
モ
ウ
ト
リ
グ
サ
の
名
は
こ
こ
か
ら

来
て
い
る
よ
う
で
す
。
あ
る
い
は
、

弱
っ
た
カ
エ
ル
を
葉
っ
ぱ
で
包
ん
で

や
る
と
生
き
返
る
、
と
い
っ
て
遊
ん

だ
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の「
葉

っ
ぱ
」
は
オ
オ
バ
コ
の
葉
で
、
ゲ
エ

ロ
ッ
パ
、
カ
エ
ル
ッ
パ
と
い
う
名
は

そ
れ
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
す
。

上
の
写
真
は
オ
オ
バ
コ
の
花
で
す
。

後
で
説
明
し
ま
す
が
、
真
ん
中
が
オ

オ
バ
コ
で
左
右
の
も
の
は
近
縁
な
外

来
種
の
花
で
す
。
オ
オ
バ
コ
の
花
を

気
に
か
け
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
の
足
下
で
普
通

に
こ
ん
な
花
が
咲
い
て
い
る
の
で
す
。

そ
ん
な
オ
オ
バ
コ
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。　
　
　
　
　
　
（
尾
崎
煙
雄
）

【
文
献
】

川
名
興
（
１
９
７
１
）
千
葉
県
の
植

物
方
言　
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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。

MEMO チュウシャクシギ
チドリ目シギ科　全長約42㌢

観察会報告

ユーラシア、北米大陸北部のツンドラで繁殖。冬はアジアの南
部、オーストラリアなどに渡る。千葉県には春と秋に飛来する
が、特に春が多い。主にカニやゴカイ類やアメリカザリガニな
どを食べる。千葉県要保護生物。

オオバコ

❶❶

❷❷
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5月18日（土）に、君津市立三島小
学校周辺の里で観察会を行いまし
た。参加者は21名と盛況でした。切
り通しの露頭では、学芸員からハン
マーを手渡された参加者たちが、
“露頭たたき”を体験しました。地層
を五感で楽しむ参加者の姿が印象
的でした。また、今年、千葉県初記録
が報告されたばかりのゴホントゲ
ザトウムシも数多く見られました。
（平田和彦）

❶❶

❷❷

参考文献　成田篤彦2017房総の草木虫魚256号チュウシャクシギ 千葉
日報6月18日号。千葉県の保護上重要な野生生物　－千葉県
レッドリスト－動物編2019年改訂版　千葉県。
 （文・写真　千葉県立中央博物館ボランティア　成田篤彦）

五月の初旬、「いい天気、海岸に野鳥を見に行く」と家人に伝える
と「天気が悪くなる。早く帰ってきて」と言われました。途中の水田
地帯でヒメジョオンの白い花が咲き、７羽のチュウシャクシギが
えさをあさっています。1羽がザリガニをくわえ、頭を傾け、眼を
閉じて飲み込みました。数羽のチュウシャクシギが春と秋にこの
周辺にいつも休息していますが、他の場所ではほとんど見かけま
せん。「この辺りの水田は、この鳥が通る道？」と思っていました
が、専門家は「ここにザリガニがいるからでしょう」と言います。
「なるほど」と思ったものです。
海岸に着くと、黒雲が押し寄せ、白波が立っています。ハマダイ
コンのピンクの花が風で激しく揺れています。海辺の浅瀬に、約
50羽のチュウシャクシギがいます。「こんなに集まっている。珍し
い」と思いました。強風に飛ばされないために、皆、沖の方へ頭を向
けています。彼らは跳んだり、水浴びしたり、カニを捕ったりして

います。平和な光景です。ところが、急に、水鳥が一斉にいなくな
り、しんとなりました。北側から、カラス大のつばさの尖った鳥が
猛スピードで近づいてきます。ハヤブサです。ハヤブサはぐいぐい
と上昇して急降下し、海面の高さ1mの位置を水平に飛び、浅瀬を
かすりました。ハヤブサは脚にスズメ大の小鳥をつかんでいます。
上空を飛ぶハヤブサを撮った写真の上に、ばらばらになって逃げ
惑う数羽のチュウシャクシギが写っています。このシギは逃げ足
が速いのですね。
さて、チュウシャクシギなどの水鳥は、広い干潟でばらばらにえ
さをあさっていたのが、潮が満ちて、休息できる海の杭があるこの
場所に集まってきたのです。ハヤブサもこのことを知っていたの
でしょう。小櫃川の河口にある盤洲干潟ではこのようなドラマが
しばしば見られます。この海岸のように水鳥の豊富な干潟はほん
とうに少なくなりました。大切にしたいものです。

写真（右）：チュウシャクシギ　アメリカザリガニをくわえる。
2015年5月10日　木更津市

写真（左）：チュウシャクシギ　浅瀬で休息する。
 2019年5月7日　木更津市



第65号　2019（令和元）年・夏 2第65号　2019（令和元）年・夏3

写真❶ 道を覆うように群生するオオバコ

写真❷ オオバコ

写真❺ ヘラオオバコの花
写真❻ ツボミオオバコ

写真❹ ヘラオオバコ

写真❶ 千葉県指定天然記念物　軍荼利山植物群落（一宮町）

写真❷ 林床に生育するハイハマボッス（サクラソウ科）
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踏
ま
れ
強
い
オ
オ
バ
コ

た
い
て
い
の
植
物
は
茎
が
踏
ま

れ
て
折
れ
る
と
そ
の
先
は
枯
れ
て

し
ま
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
オ
オ
バ
コ

は
踏
ま
れ
て
も
枯
れ
ま
せ
ん
。オ
オ

バ
コ
に
は
葉
を
つ
け
る
地
上
の
茎

が
な
く
、す
べ
て
の
葉
は
地
面
す
れ

す
れ
に
生
え
て
い
ま
す（
写
真
❷
）。

花
だ
け
を
つ
け
る
花
茎
は
直
立
し
て
い
ま

す
が
、草
相
撲
に
使
わ
れ
る
く
ら
い
と
て

も
丈
夫
で
す
。人
や
車
が
通
る
道
で
は
競

争
相
手
と
な
る
植
物
は
踏
ま
れ
て
枯
れ
て

し
ま
い
、オ
オ
バ
コ
は
そ
ん
な
場
所
を
ひ

と
り
占
め
で
き
ま
す（
写
真
❶
）。オ
オ
バ

コ
は
踏
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
繁
栄
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

オ
オ
バ
コ
の
花

草
相
撲
に
使
う
花
茎
の
先
の
方
に
ツ
ク

シ
の
頭
の
よ
う
な
部
分
が
あ
り
ま
す
。あ

れ
が
オ
オ
バ
コ
の
花
序
で
す
。花
序
と
は

花
の
集
ま
り
の
こ
と
で
、オ
オ
バ
コ
の
場

合
は
穂
状
花
序
と
い
い
、花
茎
の
周
囲
に

柄
の
な
い
多
数
の
小
さ
な
花
が
ら
せ
ん
状

に
並
ん
で
い
ま
す（
表
紙
写
真
中
央
）。一

つ
一
つ
の
花
は
二
ミ
リ
程
度
と
小
さ
い
な

が
ら
、ち
ゃ
ん
と
雌
し
べ
と
雄
し
べ
が
あ

り
ま
す
。一
つ
の
花
の
中
で
は
雌
し
べ
が

先
に
、そ
の
後
に
雄
し
べ
が
伸
び
ま
す
。そ

し
て
花
は
花
序
の
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て

順
番
に
咲
き
上
が
り
ま
す
。そ
の
た
め
、花

序
の
中
で
は
上
の
方
に
白
い
ブ
ラ
シ
状
の

雌
し
べ
が
見
え
、そ
の
下
に
赤
紫
色
の
葯

を
先
に
つ
け
た
雄
し
べ
が
見
え
ま
す
。葯

と
は
花
粉
の
入
っ
た
袋
で
す
。花
序
の
中

で
は
必
ず
雌
し
べ
の
方
が
上
に
位
置
す
る

こ
と
に
な
り
、雌
し
べ
が
自
分
の
花
粉
を

浴
び
に
く
く
す
る
工
夫
の
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。目
立
た
な
い
花
で
す
が
、よ
く
観
察

す
る
と
進
化
の
妙
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

外
来
の
オ
オ
バ
コ
類

オ
オ
バ
コ
は
オ
オ
バ
コ
科
オ
オ
バ
コ
属

の
多
年
草
で
、日
本
全
国
の
み
な
ら
ず
ア

ジ
ア
大
陸
東
部
か
ら
南
部
に
広
く
分
布
し

て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
近
年
は
外
来
の
オ
オ
バ
コ
類

が
日
本
各
地
で
分
布
を
拡
げ
て
い
て
、千

葉
県
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。千
葉
県

に
は
オ
オ
バ
コ
属
の
外
来
種
が
四
種
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、最
近
房
総
丘
陵
の
人
里

で
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
が
ツ
ボ
ミ

オ
オ
バ
コ
と
ヘ
ラ
オ
オ
バ
コ
の
二
種
で
す
。

い
ず
れ
も
県
内
の
平
地
で
は
七
十
年
以
上

前
か
ら
記
録
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、山
間

部
で
は
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
間
に
急
に
増
え

た
印
象
が
あ
り
ま
す
。

ヘ
ラ
オ
オ
バ
コ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
産
の

多
年
草
で
す
。細
長
い
へ
ら
形
の
葉
が
特

徴（
写
真
❸
右
）で
、オ
オ
バ
コ
と
は
違
っ

て
踏
み
つ
け
の
少
な
い
場
所
で
他
の
草
と

競
う
よ
う
に
生
育
し
、そ
の
花
茎
は
五
十

セ
ン
チ
以
上
の
丈
に
伸
び
る
こ
と
も
あ
り

ま
す（
写
真
❹
）。ヘ
ラ
オ
オ
バ
コ
の
花
は

長
く
伸
び
た
雄
し
べ
の
先
に
白
い
葯
が
目

立
ち
ま
す（
表
紙
写
真
左
）。オ
オ
バ
コ
と

同
様
に
、雌
し
べ
が
雄
し
べ
よ
り
先
に
成

熟
し
、穂
状
花
序
の
下
か
ら
上
に
向
か
っ

て
順
に
咲
き
ま
す
が
、雌
し
べ
は
目
立
た

ず
、雄
し
べ
だ
け
が
目
立
ち
ま
す
。そ
の
た

め
、ヘ
ラ
オ
オ
バ
コ
の
花
は
白
い
リ
ン
グ

の
よ
う
に
見
え
ま
す（
写
真
❺
）。

ツ
ボ
ミ
オ
オ
バ
コ
は
北
米
原
産
の
一
年

草
な
い
し
越
年
草
で
す
。楕
円
形
の
毛
深

い
葉
が
特
徴
で（
写
真
❸
中
央
）、オ
オ
バ

コ
と
同
じ
よ
う
な
踏
み
つ
け
ら
れ
や
す
い

場
所
に
生
え
ま
す（
写
真
❻
）。ツ
ボ
ミ
オ

オ
バ
コ
の
花
は
変
わ
っ
て
い
て
、前
に
紹

介
し
た
二
種
の
よ
う
に
雌
し
べ
や
雄
し
べ

が
外
か
ら
は
見
え
ま
せ
ん（
表
紙
写
真
右
）。

こ
れ
は
ツ
ボ
ミ
オ
オ
バ
コ
の
花
が
つ
ぼ
み

の
よ
う
に
閉
じ
た
ま
ま
開
か
な
い
か
ら
で

す
。ど
う
や
ら
ツ
ボ
ミ
オ
オ
バ
コ
は
同
じ

花
の
中
で
受
粉
し
て
種
子
を
作
る
よ
う
で

す
。と
こ
ろ
が
、た
ま
に
雄
し
べ
が
目
立
つ

ツ
ボ
ミ
オ
オ
バ
コ
の
花
を
見
る
こ
と
が
あ

り
ま
す（
写
真
❼
）。ま
る
で
オ
オ
バ
コ
と

同
じ
よ
う
な
花
序
で
す
。も
し
か
し
た
ら
、

同
じ
種
の
中
で
も
繁
殖
方
法
に
多
様
性
が

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。  （
尾
崎
煙
雄
）

森
も
大
事
な
文
化
財

　
突
然
で
す
が
、「
文
化
財
」と
い
う
言
葉
か
ら

何
を
連
想
し
ま
す
か
。寺
院
、神
社
、仏
像
、お

祭
り
、貝
塚
な
ど
を
想
像
し
た
み
な
さ
ん
、も

ち
ろ
ん
正
解
で
す
。で
は
、文
化
財
に
な
っ
て

い
る「
森
」が
存
在
す
る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
。今
回
は
み
な
さ
ん
が
意
外
と
知
ら
な
い
、

「
文
化
財
と
し
て
の
森
」の
お
話
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

お
そ
ら
く「
天
然
記
念
物
」と
い
う
言
葉
を

一
度
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。「
ト

キ
」や「
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
」な
ど
の
希
少

な
生
き
物
を
想
像
す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。実
際
に
は
、天
然
記
念
物
と
は
文
化

財
保
護
法
や
文
化
財
保
護
条
例
等
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
た
文
化
財
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ひ
と

つ
で
、学
術
上
価
値
が
高
い「
動
物
」、「
植
物
」、

「
地
質
・
鉱
物
」の
う
ち
、国
や
県
、市
町
村
の

自
然
を
記
念
し
た
も
の
と
定
義
さ
れ
ま
す
。そ

の
中
で
植
物
に
関
し
て
は
、樹
木
の
大
木
な
ど

の
ほ
か
、森
そ
の
も
の
も
天
然
記
念
物
に
指
定

さ
れ
ま
す
。で
す
か
ら
、天
然
記
念
物
に
指
定

さ
れ
た
森
は「
文
化
財
の
森
」と
み
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

千
葉
県
の
森
で
は
、長
南
町
に
あ
る
国
指
定

天
然
記
念
物「
笠
森
寺
自
然
林
」が
有
名
で
す
。

こ
の
森
は
、重
要
文
化
財
の
笠
森
寺
が
建
立
さ

れ
た
延
暦
年
間（
延
暦
：
七
八
二
年
〜
八
〇
六

年
）か
ら
伐
採
が
禁
じ
ら
れ
て
き
た
と
伝
え
ら

れ
て
お
り
、ス
ダ
ジ
イ
、ア
カ
ガ
シ
、ア
ラ
カ
シ

な
ど
か
ら
な
る
常
緑
樹
の
ほ
か
、伐
採
さ
れ
る

こ
と
な
く
今
日
ま
で
守
ら
れ
て
き
た
ス
ギ
の

大
木
が
随
所
で
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
す
。ま

た
、う
っ
そ
う
と
し
た
湿
度
の
高
い
林
内
に
は

豊
富
な
シ
ダ
植
物
が
生
育
し
て
お
り
、コ
バ
ノ

カ
ナ
ワ
ラ
ビ
、ホ
ソ
バ
カ
ナ
ワ
ラ
ビ
、ヘ
ラ
シ

ダ
な
ど
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。本
堂
ま
で
の
遊

歩
道
沿
い
の
崖
に
は
多
様
な
シ
ダ
植
物
が
生

育
し
て
い
ま
す
の
で
、参
拝
の
前
に
ゆ
っ
く
り

観
察
し
な
が
ら
坂
を
上
っ
て
み
る
の
も
、面
白

い
楽
し
み
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
、千
葉
県
が
指
定
し
た
も

の
で
は
、一
宮
町
の
軍
荼
利
山
植

物
群
落
な
ど
が
あ
り
ま
す（
写
真

❶
）。こ
の
植
物
群
落
は
、信
仰
の

対
象
と
し
て
保
護
さ
れ
て
き
た
森

で
、ス
ダ
ジ
イ
を
中
心
に
し
た
常

緑
広
葉
樹
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、

カ
ゴ
ノ
キ
、キ
ジ
ョ
ラ
ン
、サ
カ
キ

カ
ズ
ラ
な
ど
の
暖
地
性
植
物
の
ほ

か
、カ
ツ
モ
ウ
イ
ノ
デ
、ハ
チ
ジ
ョ

ウ
カ
グ
マ
な
ど
県
内
で
は
限
ら
れ

た
地
域
に
し
か
生
育
し
な
い
希
少

な
シ
ダ
植
物
が
生
育
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、千
葉
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ

ッ
ク
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
ハ
イ

ハ
マ
ボ
ッ
ス
が
生
育
し
て
お
り

（
写
真
❷
）、県
内
で
間
近
に
見
ら
れ
る
数
少
な

い
生
育
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

千
葉
県
の
天
然
記
念
物
の
森
の
多
く
は
、社

寺
林
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、森
林

が
信
仰
の
対
象
と
し
て
保
存
さ
れ
た
結
果
、希

少
な
植
物
や
群
落
が
今
日
ま
で
守
ら
れ
、寺
社

の
周
辺
に
残
存
し
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

森
が
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
る
と
、樹
木

の
伐
採
や
植
物
の
採
取
な
ど
、そ
の
現
状
を
変

更
す
る
こ
と
に
対
し
て
許
可
が
必
要
に
な
り

ま
す
。そ
の
結
果
、人
の
利
便
性
だ
け
を
考
え

た
伐
採
や
植
物
採
取
な
ど
が
原
則
禁
止
さ
れ

る
た
め
、よ
り
一
層
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。一
方
で
、天
然
記

念
物
と
し
て
の
価
値
が
人
々
に
周
知
さ
れ
る

た
め
、教
養
を
深
め
る
目
的
で
観
察
会
な
ど
に

利
用
さ
れ
た
り
、観
光
の
拠
点
と
し
て
利
用
さ

れ
た
り
し
て
、積
極
的
な
活
用
が
図
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

今
年（
二
〇
一
九
年
）は
、天
然
記
念
物
の
指

定
制
度（
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法　

一

九
一
九
年
四
月
十
日
公
布
、六
月
一
日
施
行
）

が
で
き
て
か
ら
百
周
年
、二
〇
二
〇
年
は
天
然

記
念
物
第
１
号（
千
葉
県
で
は「
成
東
・
東
金

食
虫
植
物
群
落
」、「
太
東
海
浜
植
物
群
落
」の

２
件
、い
ず
れ
も
一
九
二
〇
年
七
月
一
七
日
指

定
）の
誕
生
か
ら
百
周
年
に
あ
た
り
ま
す
。東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開

催
と
比
べ
る
と
、そ
の
認
知
度
は
極
め
て
低
い

で
す
が
、百
周
年
の
い
ま
こ
そ
、文
化
財
と
い

う
視
点
で
自
然
観
察
を
す
る
の
も
面
白
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
水
野
大
樹
）
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写真❼
開花したツボミオオバコ

か
じ
ょ

や
く

す
い
じ
ょ
う

ぐ
ん
だ
り

君津市立三島小学校周辺
で採集したオオバコ類の葉
の比較。左から、オオバコ、ツ
ボミオオバコ、ヘラオオバコ


