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鹿
野
山
は
、
君
津
市
か
ら
富
津
市

に
か
け
て
、
東
西
方
向
に
延
び
る
砂

の
山
で
す
。

丸
み
を
帯
び
た
稜
線
上
に
は
、
千

葉
県
で
二
番
目
に
高
い「
白
鳥
峰
」（
標

高
3
7
9
m
）、
神
野
寺
の
あ
る
「
熊

野
峰
」、
国
土
地
理
院
測
地
観
測
所
の

「
春
日
峰
」（
3
5
2
.
4
m 

一
等
三

角
点
）の
３
つ
の
ピ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
三
峰
と
、
西
側
に
連
な
る
鬼

泪
山
（
マ
ザ
ー
牧
場
が
あ
る
山
）
を

含
め
て
、「
鹿
野
山
」
と
呼
ぶ
こ
と
が

多
い
よ
う
で
す
。

上
の
3
D
地
図
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
鹿
野
山
の
ど
っ
し
り
と
し
た

山
容
は
、
房
総
丘
陵
北
部
の
中
で
は
、

圧
倒
的
な
存
在
感
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
姿
は
海
上
か
ら
も
目
立
つ
た
め（
次

頁
の
写
真
❶
）、
漁
民
達
の
航
海
の
目

標
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
明
治

期
に
山
頂
に
一
等
三
角
点
が
設
置
さ

れ
た
の
も
、
鹿
野
山
が
平
地
（
旧
・

東
京
天
文
台
）
か
ら
視
認
し
や
す
い

場
所
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま

す
。一

方
、
鹿
野
山
周
辺
は
、
侵
食
の

進
ん
だ
標
高
百
五
十
メ
ー
ト
ル
程
の

低
山
が
連
続
し
て
い
ま
す
。
特
に
南

側
は
細
か
い
谷
に
刻
ま
れ
、「
九
十
九

谷
」
と
い
う
地
名
そ
の
ま
ま
の
景
観

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

隣
接
し
て
い
る
地
域
で
山
の
か
た
ち

が
違
う
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
原
因
を
探
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。　　
　
（
八
木
令
子
）

【
地
図
の
説
明
】

カ
シ
ミ
ー
ル
3
D
（
ス
ー
パ
ー
地
形
）
の
段
彩
陰

影
図
に
、
地
名
や
標
高
等
を
加
筆
。
陰
影
図
の

高
さ
の
デ
ー
タ
は
、
国
土
地
理
院
の
数
値
標
高
モ

デ
ル
（
5
m
メ
ッ
シ
ュ
、
一
部
は
10
m
メ
ッ
シ
ュ
）。

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。

く
じ
ゅ
う
く

た
に

き

な
だ
や
ま
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岩坂層など

❷❷図版図版

鹿野山 九十九谷

写真①の範囲

*鹿野山の山頂には関東ローム層がのるが、ここでは省略した

北西 南東
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山
の
か
た
ち
も
地
質
も
い
ろ
い
ろ

東
京
湾
を
挟
ん
で
三
浦
半
島
側
か
ら
房

総
半
島
を
臨
む
と
、鹿
野
山
と
九
十
九
谷

の
南
北
断
面
の
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
が
、意
外

な
ほ
ど
間
近
に
見
え
ま
す（
写
真
❶
）。

鹿
野
山
は
標
高
が
高
く
、北
側
は
緩
く

傾
き
、南
側
は
急
崖
と
な
っ
て
い
ま
す
。谷

密
度
が
小
さ
い
の
が
特
徴
で
、の
っ
ぺ
り

と
し
た
大
ま
か
な
地
形
で
す（
写
真
❷
）。

山
体
は
未
固
結
の
粗
い
砂
層（
上
総
層
群

市
宿
層
）か
ら
な
り
、地
表
面
に
は
関
東
ロ

ー
ム
層
が
載
っ
て
い
ま
す
。一
方
九
十
九

谷
は
標
高
が
低
く
、全
体
と
し
て
は
定
高

性
の
あ
る
高
さ
の
揃
っ
た
山
並
み
で
す
。

細
か
い
谷
に
刻
ま
れ
、と
が
っ
た
尾
根
が

連
続
し
て
お
り（
写
真
❸
）、市
宿
層
の
下

位
の
半
固
結
の
泥
岩
〜
シ
ル
ト
岩（
上
総

層
群
岩
坂
層
、粟
倉
層
な
ど
）で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。こ
れ
ら
上
総
層
群
の
砂
や
泥

の
地
層
は
、全
体
に
北
西
方
向
に
緩
く
傾

い
て
い
ま
す（
図
版
❶
）。

房
総
特
有
の
ケ
ス
タ
状
地
形

一
般
に
岩
石
の
硬
さ
が
異
な
る
地
層
が

連
続
し
て
堆
積
し
、緩
く
傾
い
て
い
る
と

こ
ろ
で
は
、硬
い
地
層
が
侵
食
か
ら
取
り

残
さ
れ
て
高
ま
り
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。こ
の
よ
う
な
岩
石
の
硬
軟
に
よ
る
差

別
侵
食
に
よ
っ
て
で
き
た
地
形
を
、「
ケ
ス

タ
」と
言
い
ま
す
。し
か
し
鹿
野
山
と
九
十

九
谷
の
場
合
は
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
岩

石
の
硬
さ
」で
は
説
明
が
で
き
な
い
よ
う

で
、別
の
原
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
れ
が

「
岩
石
の
透
水
性
の
違
い
」で
す
。

鹿
野
山
を
つ
く
る
市
宿
層
は
、小
礫
混

じ
り
の
中
〜
粗
粒
砂
で
隙
間
が
多
い
た
め
、

雨
が
降
っ
て
も
す
ぐ
に
地
中
に
水
が
し
み

込
ん
で
し
ま
い
、地
表
面
に
谷
が
刻
ま
れ

ず
、そ
の
結
果
侵
食
も
進
ま
な
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。こ
れ
に
対
し
、九
十
九
谷
を
つ

く
る
岩
坂
層
な
ど
の
泥
や
シ
ル
ト
層
は
、

緻
密
で
水
を
通
し
に
く
い
た
め
、降
雨
時

に
地
表
流
が
生
じ
、侵
食
が
進
ん
で
低
い

山
と
な
る
の
で
す（
図
版
❷
）。こ
の
よ
う

な
透
水
性
の
差
に
よ
る
房
総
特
有
の
ケ
ス

タ
状
地
形
は
、ス
ペ
イ
ン
語
で「
山
」を
意

味
す
る「
カ
デ
ナ
」（N

akagaw
a,1960

）、

あ
る
い
は「
透
水
性
ケ
ス
タ
」（
鈴
木

2000

）な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

上
総
層
群
が
分
布
す
る
房
総
丘
陵
で
は
、

鹿
野
山
だ
け
で
な
く
、地
層
の
配
列
に
対

応
し
た
北
東―

南
西
方
向

の
砂
の
高
ま
り
が
何
列
か

見
ら
れ
ま
す
。表
紙
の
地
図

の
中
で
は
、小
糸
川
を
挟
ん

で
鹿
野
山
と
連
続
す
る
富

士
山（
上
総
富
士
）、九
十
九

谷
の
南
側
の「
芹
」や「
宇
藤

原
」な
ど
の
小
規
模
な
高
ま

り
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

ま
た
鹿
野
山
の
北
側
の
三

舟
山
も
そ
の
例
で
す
。

地
質
が
違
う
と
山
の

か
た
ち
も
違
う
？

砂
と
泥
の
組
み
合
わ
せ

（
互
層
）で
は
、ど
こ
で
も
こ
の
よ
う
な
地

形
が
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、そ
う
簡

単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。上
総
層
群
の
よ
う

に
、泥
も
砂
も
全
体
に
軟
質
な
地
層
で
は
、

岩
石
の
硬
軟
よ
り「
透
水
性
」が
概
ね
重
要

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。し
か
し
上
総

層
群
よ
り
古
い
時
代
に
堆
積
し
た
地
層
、

例
え
ば
三
浦
層
群
か
ら
な
る
丘
陵
で
は
、

全
体
に
岩
石
が
硬
く
な
る
た
め
、ど
ち
ら

か
と
い
う
と
砂
岩
の
と
こ
ろ
が
凹
み
、泥

質
岩
が
出
っ
張
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。ま

た
凝
灰
質
岩
と
泥
岩
と
の
互
層
で
は
、凝

灰
質
岩
の
と
こ
ろ
が
突
出
し
て
き
ま
す
。

「
房
州
石
」と
呼
ば
れ
る
石
材
で
有
名
な
鋸

山
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

「
地
質
が
違
う
と
山
の
か
た
ち
が
違
う
」

と
い
う
の
は
、房
総
で
は
か
な
り
普
遍
性

が
あ
る
の
で
す
が
、場
所
に
よ
り
、あ
る
い

は
隣
接
す
る
岩
石
間
の
性
質
の
違
い
に
よ

っ
て
、そ
の
様
相
は
多
様
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。 

　
　
　
　
　
　 （
八
木
令
子
）

【
文
献
】

水
谷
武（1997

）「
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地
」 

千
葉
県

史
料
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丘
・
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・
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特集

鹿野山と九十九谷鹿野山と九十九谷

の
こ
ぎ
り

や
ま

く
じ
ゅ
う
く
た
に

❶❶写真写真

❶❶図版図版

❷❷写真写真

❸❸写真写真
写真❶ 三浦半島側（横須賀市観音崎）から見た房総半島
写真❷ 鹿野山を西側から臨む、中央はマザー牧場（写真　中央博物館）

図版❶ 鹿野山と九十九谷の地形地質断面図（水谷1997の図を基に作成）
図版❷ 「鹿野山と九十九谷」鳥瞰図（吉村光敏氏作画）

写真❸ 鹿野山の展望公園からみた九十九谷
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写真❶ 千葉県指定天然記念物
「洲崎神社自然林」（館山市）

写真❷ 樹木の現生花粉標本（左：アカマツ、右上：クヌギ、
右下：スギ）。数万年前の化石も保存状態が良け
れば見た目はこれとあまり変わらない。

写真❸ ボーリングコア採取風景（南房総市）

コラム
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房
総
の
照
葉
樹
林
は
ど
こ
か
ら
来
た

の
か
？

　房
総
半
島
を
含
む
関
東
地
方
の
標
高
の
低

い
地
域
は
、照
葉
樹
林
帯
の
ほ
ぼ
北
限
に
あ
た

り
ま
す
。照
葉
樹
林
は
、冬
で
も
葉
を
つ
け
て

い
る
ス
ダ
ジ
イ
や
タ
ブ
ノ
キ
な
ど
の
常
緑
広

葉
樹
か
ら
な
る
森
林
で
、暖
か
く
湿
潤
な
地
域

に
分
布
し
ま
す
。房
総
の
照
葉
樹
林
は
、人
間

活
動
の
影
響
で
植
林
や
雑
木
林
な
ど
に
変
わ

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
で
す
が
、

今
で
も
古
い
社
寺
林
な
ど
に
天
然
の
照
葉
樹

林
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。房
総
の

社
寺
の
照
葉
樹
林
に
は
、天
然
記
念
物
と
し
て

保
護
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す（
写
真

❶
）。こ

の
よ
う
に
書
く
と
、房
総
の
照
葉
樹
林
は
、

人
間
活
動
が
活
発
に
な
る
前
に
は
太
古
の
昔

か
ら
ず
っ
と
変
わ
ら
ず
に
あ
っ
た
よ
う
に
思

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、実
は
違
い
ま
す
。 

地
球
の
気
候
は
ず
っ
と
同
じ
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、絶
え
ず
変
動
し
て
い
ま
す
。過
去

二
六
〇
万
年
間
は
、数
万
年
サ
イ
ク
ル
の
規
則

的
な
気
候
変
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。数
万
年
ご
と
に
、寒
い
時
代
と
暖
か

い
時
代
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
す
。寒
い
時

代
の
こ
と
を
氷
期
、暖
か
い
時
代
の
こ
と
を
間

氷
期
と
い
い
ま
す
。現
在
は
間
氷
期
に
あ
た
る

た
め
、現
在
の
こ
と
を「
現
間
氷
期
」と
か
、氷

期
の
後
な
の
で「
後
氷
期
」と
呼
び
ま
す
。そ
し

て
、後
氷
期
の
前
の
氷
期
の
こ
と
を
、「
最
終
氷

期
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

最
終
氷
期
は
、一
一
万
六
千
年
前（
も
し
く

は
七
万
四
千
年
前
）か
ら
一
万
千
七
百
年
前
ま

で
続
き
ま
し
た
。最
終
氷
期
の
中
で
最
も
寒
か

っ
た
の
が
、「
最
終
氷
期
最
寒
冷
期
」と
呼
ば
れ

る
三
万
年
前
か
ら
一
万
九
千
年
前
頃
の
時
代

で
す
。日
本
史
で
は
旧
石
器
時
代
に
あ
た
り
ま

す
。最
終
氷
期
最
寒
冷
期
に
は
、気
温
が
現
在

よ
り
も
お
お
よ
そ
七
度
く
ら
い
低
か
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。房
総
は
、現
在
の
北
海
道

の
よ
う
な
気
候
で
し
た
。そ
ん
な
房
総
で
、照

葉
樹
林
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
？ 

過
去
の
森
林
の
様
子
を
知
る
た
め
に
は
、そ

の
時
代
の
地
層
に
含
ま
れ
て
い
る
植
物
化
石

を
調
べ
る
の
が
最
も
有
効
で
す
。特
に
多
く
調

べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、花
粉
化

石
で
す
。花
粉
が
化
石
に
な
る

な
ん
て
意
外
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、花
粉
は
外
膜
が
と
て
も

強
い
物
質
で
で
き
て
い
る
の

で
、何
万
年
も
の
間
地
層
中
に

化
石
と
し
て
残
り
ま
す
。花
粉

の
形
は
植
物
の
種
類
に
よ
っ

て
違
う
の
で
、顕
微
鏡
で
見
れ

ば
何
の
植
物
の
花
粉
か
わ
か

り
ま
す（
写
真
❷
）。

し
か
し
、花
粉
化
石
を
調
べ
て
も
、ま
だ
最

終
氷
期
最
寒
冷
期
の
房
総
の
照
葉
樹
林（
常
緑

広
葉
樹
）に
つ
い
て「
非
常
に
少
な
く
な
っ
て

い
た
」と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
は
は
っ
き
り

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。そ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う

か
？大

き
な
原
因
の
ひ
と
つ
は
、最
終
氷
期
最
寒

冷
期
の「
房
総
半
島
の
形
」に
関
係
し
て
い
ま

す
。陸
地
の
形
も
ず
っ
と
同
じ
で
は
な
く
、気

候
変
動
に
伴
っ
て
変
化
し
ま
す
。「
地
球
温
暖

化
が
進
む
と
南
の
島
々
が
水
没
す
る
」と
い
う

よ
う
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う

か
？
こ
れ
は
、暖
か
く
な
る
と
南
極
や
グ
リ
ー

ン
ラ
ン
ド
の
氷（
大
陸
氷
床
）が
溶
け
て
海
水

面
が
上
が
る
た
め
で
す
が
、最
終
氷
期
に
は
こ

れ
と
は
逆
の
現
象
が
起
き
て
い
ま
し
た
。つ
ま

り
、氷
期
に
な
る
と
雨
や
雪
と
し
て
降
っ
た
水

が
氷
と
な
っ
て
陸
上
に
残
り
、海
に
戻
る
水
の

量
が
減
る
た
め
、海
水
面
が
下
が
り
陸
地
が
広

が
る
の
で
す
。最
終
氷
期
最
寒
冷
期
に
は
海
水

面
が
現
在
よ
り
も
百
二
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い

低
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。房
総
半
島
の

周
り
に
広
が
る
浅
い
大
陸
棚
や
東
京
湾
が
陸

化
し
、房
総
半
島
は「
半
島
」で
は
な
く
な
っ
て

い
ま
し
た
。照
葉
樹
林
は
暖
か
く
湿
潤
な
場
所

に
分
布
し
ま
す
か
ら
、最
終
氷
期
最
寒
冷
期
に

房
総
に
残
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、こ
の
よ
う
な

陸
化
し
て
い
た
場
所
を
中
心
に
分
布
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、今
は
み
ん

な
海
の
底
で
す
。海
底
の
地
層
の
調
査
は
非
常

に
大
が
か
り
に
な
る
た
め
、そ
う
簡
単
に
は
で

き
ま
せ
ん
。

こ
の
他
に
も
、様
々
な
課
題
が
あ
る「
房
総

の
照
葉
樹
林
の
成
り
立
ち
問
題
」。こ
の
難
問

に
挑
む
た
め
、最
終
氷
期
以
降
と
思
わ
れ
る
地

層
を
南
房
総
で
採
取
し
ま
し
た（
写
真
❸
）。現

在
、花
粉
化
石
を
含
む
各
種
分
析
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

皆
さ
ん
が
目
に
し
て
い
る
房
総
の
照
葉
樹

林
に
は
、こ
の
よ
う
に
何
千
年
、何
万
年
と
い

う
時
間
ス
ケ
ー
ル
の
壮
大
な
ド
ラ
マ
が
あ
り

ま
す
。そ
う
思
っ
て
見
て
み
る
と
、い
つ
も
の

森
も
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
見
え
て

き
ま
せ
ん
か
？
　（
西
内
李
佳
）

❶❶

❷❷

❸❸
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夏の山の昆虫

写真❶ 森での昆虫探し
写真❷ 灯火に飛来したカトカラ（シタバガの仲間）

写真❶ 大勢の参加者でにぎわった観察会
写真❷ 捕獲の醍醐味は、生物との知恵比べ

連 載
小櫃川流域の生きもの
キリギリス  ～灼熱の夏に鳴く虫～

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

心
に
響
く
風
景
に
出
会
っ
た
と
き
、
皆
さ
ん
は

そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
ま
す
か
？
心
の
中

で「
美
し
い
」と
感
じ
る
だ
け
で
も
充
分
で
す
が
、

「
ど
う
や
っ
て
で
き
た
の
だ
ろ
う
」
と
、
地
学
的

な
成
り
立
ち
を
考
え
る
の
も
悪
く
な
い
と
思
い
ま

す
。
ち
な
み
に
西
内
さ
ん
の
コ
ラ
ム
に
出
て
き
た

館
山
の
「
洲
崎
神
社
」
か
ら
は
、
洲
崎
半
島
の
地

震
性
海
岸
段
丘
が
一
望
に
見
渡
せ
ま
す
。
自
然
林

と
雄
大
な
風
景
を
見
に
、
一
度
訪
れ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

千
葉
県
を
襲
っ
た
台
風
十
五
号
。
被
害
を
受
け

た
地
域
の
復
旧
を
急
ぐ
と
共
に
、
今
回
の
災
害
が

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、「
災
害
に
備
え

る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
改
め
て
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　（
八
木
令
子
）

7月13日と14日の2日にわたって、夏
恒例の観察会「夏の山の昆虫」を開催し、
17名の参加者とともに房総丘陵の森で
昆虫探しをしました。両日とも小雨模様
ながらも大きく崩れることなく、1日目
夜の灯火採集、2日目の昼間の森の昆虫
採集ともにたっぷり楽しめました。夜の
観察では、クワガタ以上にカトカラが人
気で、「さすがは昆虫少年たち」と学芸員
を感心させてい
ました。（尾崎煙雄）

MEMO キリギリス
バッタ目キリギリス科　全長約35㍉

観察会報告

鳴き声の最盛期は梅雨明け～８月。秋に土中に産卵し、冬を越
し、翌春ふ化する。一部、２年目にふ化する卵もある。

❶❶

❷❷

山の学校148・149

 

清和県民の森近くの小糸川上流
部で、サワガニやウグイ、ツチガエ
ルなど、多様な川の生きものを観察
しました。7月20日は57人、8月17
日は42人が参加しました。親子で
連携して待ち伏せる網のほうへ魚
を追い込むなど、工夫しながら捕獲
も楽しみました。8月には、浅く平た
い河床に積もった落ち葉の下に隠
れるギバチの稚魚が数多く見られ、地形と動植物のつながりを
感じることができ
ました。（平田和彦）

❶❶

❷❷

参考文献　松浦一郎1990『鳴く虫の博物誌』文一総合出版
 （文・写真　千葉県立中央博物館ボランティア　成田篤彦）

ここは、梅雨明けの灼熱の台地、広い荒れ野にセイタカアワダチ
ソウ、ススキ、ヤブカラシ、クズがびっしりと生え、背丈以上に伸び
ています。採集中、郵便配達のバイク１台と出会っただけで、人影
は全くありません。
「ギィーギィーギィー」と荒地のあちこちから、キリギリスの鳴
き声がしますが、決して美しい声とはいえません。この虫は「ギィ
ー」と鳴いて、間をおいて「チョン」と鳴くのが原則です。しかし、
「チョン」が聞こえません。ところが、複数のこの虫が、右手の草薮
から、「チョン、チョン、チョン」と同時に繰り返し、鳴くのが聞こえ
てきます。「ずいぶん、変則的な鳴き方」と思いました。でも、ここの
多くのキリギリスはギィーを何回も繰り返し、たまに、「チョン」と
鳴いています。キリギリスは産地によって鳴き方に違いがあり、千
葉県のキリギリスはみな、たまにしかチョンを入れないそうです。
また、何匹か一緒に鳴く習性があるそうです。
さて、本紙37号でキリギリスを書いたのですが、新たに気付い

たことが２つありました。
１つは、以前は、土手のススキの株でオスとメス各２匹を見つけ
たのですが、今回は鳴き声の数は20を超えていました。この荒れ
地は、元々は台地に水を引いて作った水田で、それが未耕作にな
り、乾いた荒れ野になりました。そこに、山麓の野原に生き残って
いたものが侵入、産卵し、増えたのでは？と思いました。
２つめは、鳴き声についてです。この虫は緑色の美しい大形の虫
です。しかし、猛暑のなかで、「ギィー、ギィー」と鳴き合うのは「う
るさいだけ」でしたが、広い荒れ野で「ギィー」と鳴いて、絶妙な間
をおいて「チョン」と鳴く声には、素朴な味わいを感じます。キリギ
リスが「鳴く虫の文化」の主役の１種で、特別に珍重される理由が
少しわかった気がします。
近頃は、生息地となるよく日が当たる広い野原や土手がなくな
り、この虫の生息を確認したのはたったの２回で、ほとんど見つか
らないのが残念です。

写真２：キリギリスの生息地
 2019年７月26日　木更津市

写真１：キリギリスのオス
 2011年７月12日
 木更津市

写真２：写真２：キリギリスの生息地

キリギリスのオス
 2011年７月12日
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