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写真  

連 載
小櫃川流域の生きもの
サシバ  ～ヘビをつかむ～

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

今
年
の
夏
は
連
日
、
コ
ロ
ナ
と
熱
中
症
対
策
が

話
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
皆
様
ど
の
よ
う
に

過
ご
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

休
館
が
続
い
て
い
た
三
島
小
教
室
博
物
館
が
再

開
さ
れ
た
の
は
明
る
い
話
題
で
す
が
、今
年
度「
山

の
学
校
」
が
一
度
も
開
催
で
き
な
い
こ
と
は
残
念

で
な
り
ま
せ
ん
。
博
物
館
は
野
外
で
の
活
動
と
一

体
と
な
っ
て
こ
そ
、
真
価
を
発
揮
す
る
と
い
う
ご

く
当
た
り
前
の
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
十
月
か
ら
行
事
も
再
開
さ
れ
ま
す
が
、

ま
だ
当
面
こ
の
状
況
が
続
く
の
で
あ
れ
ば
、「
ウ

ィ
ズ
コ
ロ
ナ
」
の
博
物
館
活
動
を
考
え
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
八
木
令
子
）

・
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エ
ノ
キ
は
本
州
か
ら
九
州
に
自
生

し
て
い
る
落
葉
樹
で
、
植
栽
さ
れ
る

こ
と
も
多
く
、
社
寺
の
境
内
や
公
園

な
ど
で
も
普
通
に
見
ら
れ
る
樹
木
で

す
。
巨
木
に
育
っ
た
見
事
な
エ
ノ
キ

は
各
地
で
人
々
に
大
切
に
さ
れ
て
い

ま
す
。

国
蝶
の
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
や
ゴ
マ
ダ

ラ
チ
ョ
ウ
、
最
近
よ
く
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
ア
カ
ボ
シ
ゴ
マ
ダ
ラ（
外

来
種
の
蝶
）
は
、
幼
虫
が
エ
ノ
キ
の

葉
を
食
べ
て
育
ち
ま
す
。
枯
れ
木
か

ら
は
美
し
い
色
の
ヤ
マ
ト
タ
マ
ム
シ

が
発
生
し
ま
す
。
ヤ
マ
ト
タ
マ
ム
シ

は
法
隆
寺
の
国
宝
「
玉
虫
厨
子
」
の

装
飾
に
こ
の
虫
の
翅
が
用
い
ら
れ
た

の
で
、
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
。
ヤ
マ
ト
タ
マ
ム
シ
は
成
虫
、

幼
虫
共
に
エ
ノ
キ
を
食
べ
ま
す
。ま
た
、

エ
ノ
キ
の
枯
れ
木
に
生
え
る
キ
ノ
コ

も
、
多
く
の
昆
虫
の
食
べ
も
の
と
な

り
ま
す
。

身
近
な
エ
ノ
キ
で
す
が
、
枯
れ
て

か
ら
の
様
子
を
見
る
機
会
は
あ
ま
り

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
二
年
半
前
、

山
中
で
一
本
の
エ
ノ
キ
が
伐
倒
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
の
変
化
の
様
子
と
、

こ
の
エ
ノ
キ
に
ま
つ
わ
る
昆
虫
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

（
斉
藤
明
子
）

房総の山のフィールド・ミュージアムとは

参考文献　千葉県の保護上重要な野生生物―千葉県レッドリストー動物
編2019年度版。千葉県史料研究財団編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）

「出かけるよ」と梅雨の貴重な晴れ間、いそいそと出かけた。行先
は、ここ、２～３年行っていない近くの谷津。この時期、一年中で虫
が最も多く、年々減少するヘビもしばしば姿を現す。新しい発見が
あるかな？と谷津に入っていった。入り口付近の水田に稲が青々
と育っていた。しかし、堰の岸辺に毎年いたヘビもいないし、虫も
少ない。昨年の台風の影響か？と思いつつ、農道を上っていくと樹
林の枝の隙間から見える青空に入道雲がモクモクと沸き上がって
いる。その時、一声、「クッ、ピョウ」と鋭い鳴き声がした。空中で２
羽のカラス大の茶色の鳥が絡み合っていた。サシバ！大急ぎで、シ
ャッターを切ったが、すぐに視界から消えた。
自宅のパソコンでサシバの写真を拡大すると脚の位置に輪が光

ってみえる。「脚の怪我？」と考えたが、よくよく見るとヘビをつか
んでいると思った。この場所で、ヘビを捕らえた姿を見たのは初め
てであった。ヘビはサシバが好んで食べるえさの一つである。「２
羽が獲物のヘビを奪い合っていたのか？」と想像したが、ベテラン
の野鳥観察家の意見を聞くと「サシバ夫婦が、子育て中で、オスが
捕らえたヘビをメスにヒナのえさとして渡したのでは？」という。
この付近では1970年代から、サシバが毎年、ヒナを育てていた
が、放棄谷津田が年々増えているので、サシバがもう来ないので
は？と心配していた。しかし、サシバが繁殖できる環境が未だに整
っているのに安心したと同時にこれが継続すると良いなと思っ
た。
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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によるフィールド事業の一環です。観察会を開催したり、
旧君津市立三島小学校の校舎を利用した「教室博物館」を拠点として、地域の方々のご協力をいただきながら、資料の収集や調査・研究等の活動を行っています。

エノキ倒木へ産卵に訪れたヤマ
トタマムシの雌（2020.8.13 清
澄山系にて）。晴天の日に活動す
るヤマトタマムシも、真夏の炎天
下ではさすがに日陰となる倒木
の下面に止まっていました。

新型コロナウイルスの感染防止のため、今年の3月初旬から臨時休館となっていました三島
小教室博物館は、真っ青な夏空のもと、8月14日（金）に再開しました（写真❶）。当日は暑さが厳
しく、短いホースで何度も水まきをして涼をとりながら、開館の準備をしました（写真❷）。午後
からは6名の方が来館し、三密にならないよう、教室の外で話がはずんでいました。
今年度から、教室博物館は毎月第2、第4金曜日11時～16時半の月２回開館となっておりま
す。開館日にご注意ください。また10月以降は、感染拡大防止の対策を取った上で、行事を再開
します。詳しくは千葉県立中央博物館のウェブサイト（www2.chiba-muse.or.jp/NATURAL/）
等でお知らせしています。トップページのメニュー「イベント>講座・観察会等」をご覧ください。
　 （八木令子）

お し ら せ

一
本
の
エ
ノ
キ

特集

写真❶ 夏の青空に映える旧三島小校舎
写真❷ 夏草でおおわれていた教室博物館入口、この後草を刈って入りやすくしました

❶❶

❷❷

MEMO サシバ
タカ目タカ科　カラス位の大きさ

千葉県指定最重要保護生物。ユーラシア大陸の北東部で繁殖。
冬期は南に渡る。千葉県では都市部を除く全域に３月末～４月
初めに渡来し、主に谷津田周辺の雑木林で繁殖する。ヘビ・カ
エル・トカゲなどを捕食し、巣材は雄が運び、雌は産座を作
り、卵を抱く。オスはメスへえさを運び、なわばりの防衛を担
当する。ヒナは７月中旬までに巣立つ。富津岬では秋に南へ渡
る光景が見られる。谷津田の放棄などで生息環境が狭まり、数
が減少している。

こ
く
ち
ょ
う

た
ま
む
し
の
ず
し

は
ね
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写真❷ ナミガイの化石（殻長約九・五センチ、写真❶と同じ個体）

写真❸ 現在の海で採取されたナミガイ（殻長約十一・五センチ、殻
から出ている長い軟体部が水管、三河湾産）
成長したナミガイは、砂泥中から一度掘り出されると、自力で潜ること
ができず、水管を殻の中におさめることもできません。

写真❶ 貝殻坂の地層とナミガイの化石（ねじり鎌の長さ約二五セン
チ、写真の上が地層の上位）

コラム
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な
ど
他
の
食
材
性
の
甲
虫
が
こ
の
エ
ノ
キ

か
ら
発
生
し
た
証
拠
で
す
。ま
た
、こ
れ
ら

の
穴
は
小
さ
な
甲
虫
や
ダ
ン
ゴ
ム
シ
な
ど

他
の
生
き
も
の
の
良
い
隠
れ
処
と
な
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

樹
皮
に
生
え
た
チ
リ
メ
ン
タ
ケ
の
仲
間

な
ど
の
キ
ノ
コ
に
は
、ル
リ
オ
オ
キ
ノ
コ

（
写
真
❺
）や
キ
ノ
コ
ヒ
ゲ
ナ
ガ
ゾ
ウ
ム
シ

（
写
真
❻
）な
ど
の
食
菌
性
の
甲
虫
が
集
ま

っ
て
い
ま
し
た
。フ
ト
ナ
ガ
ニ
ジ
ゴ
ミ
ム

シ
ダ
マ
シ
の
集
団
も
見
ら
れ
ま
し
た
。生

き
も
の
が
賑
や
か
な
五
〜
七
月
は
、こ
の

エ
ノ
キ
に
集
ま
る
虫
た
ち
の
様
子
を
見
て

い
る
と
飽
き
ま
せ
ん
。

樹
皮
下
や
樹
皮
の
す
き
間
に
は
、わ
ず

か
二
〜
三
ミ
リ
の
甲
虫
が
潜
ん
で
い
ま
す
。

昨
年
の
調
査
で
は
、こ
の
一
本
の
エ
ノ
キ

に
チ
ビ
ヒ
ラ
タ
ム
シ
科
の
甲
虫
が
八
種
類

も
生
息
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。チ
ビ
ヒ
ラ
タ
ム
シ
は
体
長
が
四
ミ
リ

に
も
満
た
な
い
小
さ
く
平
た
い
甲
虫
で
す

が
、中
で
も
オ
オ
キ
バ
チ
ビ
ヒ
ラ
タ
ム
シ

の
雄
は
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
の
よ
う
に
大
き
な

大
顎
を
持
っ
て
い
ま
す（
写
真
❼
）。エ
ノ

キ
の
樹
皮
の
下
で
雄
同
士
が
雌
を
め
ぐ
っ

て
こ
の
大
顎
を
使
っ
て
け
ん
か
を
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。想
像
す
る
と
楽
し
い

で
す
ね
。

清
澄
山
系
の
山
中
で
一
本
の
エ
ノ
キ
の

大
木
が
伐
倒
さ
れ
ま
し
た（
写
真
❶
）。写

真
❷
は
伐
倒
さ
れ
て
半
年
近
く
が
経
っ
た

一
昨
年
五
月
の
様
子
で
す
。落
葉
後
の
冬

に
切
ら
れ
た
の
で
葉
っ
ぱ
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、幹
の
様
子
は
生
き
て
い
た
時
と
そ
れ

ほ
ど
大
き
な
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。古
木

だ
っ
た
こ
の
エ
ノ
キ
の
幹
に
は
、ヒ
ガ
ン

マ
ム
シ
グ
サ
の
雌
株
が
着
生
し
て
い
ま
し

た
。鳥
が
種
を
運
ん
で
、枝
の
又
に
溜
ま
っ

た
土
壌
に
何
年
も
前
か
ら
着
生
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。夏
に
は
早
速
、枯
れ

た
エ
ノ
キ
の
匂
い
に
誘
わ
れ
て
、ヤ
マ
ト

タ
マ
ム
シ
が
産
卵
に
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

写
真
❸
は
さ
ら
に
二
年
後
の
今
年
７
月

の
様
子
で
す
。樹
皮
に
は
チ
リ
メ
ン
タ
ケ

の
仲
間
や
コ
ケ
が
生
え
、す
っ
か
り
様
子

が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。ヒ
ガ
ン
ム
シ
マ
ム

シ
グ
サ
は
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。二
年

前
に
産
卵
さ
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
マ
ム
シ
が
早

く
も
成
虫
と
な
っ
て
、材
か
ら
出
た
時
の

孔
が
た
く
さ
ん
開
い
て
い
ま
し
た
。ヤ
マ

ト
タ
マ
ム
シ
の
幼
虫
は
材
の
中
を
掘
り
な

が
ら
食
い
進
み
、や
が
て
蛹
に
な
り
、羽
化

し
た
成
虫
は
や
や
横
長
の
特
徴
的
な
形
を

し
た
孔
を
開
け
て
外
に
出
て
き
ま
す
。孔

か
ら
頭
だ
け
出
し
て
息
絶
え
て
い
る
も
の

も
見
ら
れ
ま
し
た（
写
真
❹
）。孔
を
開
け

る
作
業
は
難
儀
な
こ
と
の
よ
う
で
す
。

樹
皮
に
は
タ
マ
ム
シ
の
開
け
た
孔
以
外

に
、大
き
さ
の
違
う
孔
も
た
く
さ
ん
見
ら

れ
ま
す
。キ
ク
イ
ム
シ
や
カ
ミ
キ
リ
ム
シ

今
年
も
こ
の
エ
ノ
キ
に
は
ヤ
マ
ト
タ
マ

ム
シ
が
産
卵
に
来
て
い
た（
表
紙
写
真
）の

で
、こ
の
先
、数
年
間
は
毎
年
羽
化
が
観
察

で
き
る
は
ず
で
す
。さ
ら
に
時
が
経
て
ば
、

ま
た
別
の
昆
虫
や
菌
類
に
利
用
さ
れ
て
い

く
の
で
し
ょ
う
。

エ
ノ
キ
は
、葉
が
チ
ョ
ウ
な
ど
の
食
べ

も
の
と
な
り
、野
鳥
た
ち
が
実
を
つ
い
ば

み
、枯
木
と
な
っ
て
か
ら
も
、長
い
間
多
く

の
生
き
も
の
を
育
む
森
の
大
切
な
存
在
で

す
。多
く
の
昆
虫
や
菌
類
に
食
い
尽
く
さ

れ
て
や
が
て
朽
ち
果
て
る
ま
で
、こ
れ
か

ら
も
こ
の
一
本
の
エ
ノ
キ
を
見
届
け
た
い

も
の
で
す
。　　
　
　
　
　

 （
斉
藤
明
子
）

ナ
ミ
ガ
イ
の
化
石―

生
き
て
い
た
姿

勢
の
ま
ま
地
層
に
眠
る
二
枚
貝―

木
更
津
市
永
井
の
貝
殻
坂
で
は
、約
三
〇
万

年
前
の
浅
海
に
堆
積
し
た
地
層（
下
総
層
群
藪

層
）が
観
察
で
き
ま
す
。平
成
十
七
年
度
に
は
、

県
環
境
生
活
部
の
依
頼
を
受
け
、中
央
博
物
館

が
中
心
と
な
っ
て
調
査
を
行
い
ま
し
た
。重
機

を
使
っ
て
地
層
を
連
続
的
に
観
察
で
き
る
よ

う
に
し
た
た
め
、貝
・
フ
ジ
ツ
ボ
・
カ
ニ
な
ど

多
数
の
化
石
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。現
在
で
は
、

地
層
の
一
部
が
草
木
に
覆
わ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、地
層
と
化
石
の
観
察
が
で
き
る
貴
重

な
場
所
で
す
。

地
層
を
観
察
す
る
と
、二
枚
貝
の
化
石
が
見

つ
か
り
ま
す
。中
に
は
、二
枚
の
殻
が
合
わ
さ

り
、殻
の
長
軸
方
向
が
地
層
の
水
平
面
と
ほ
ぼ

垂
直
に
交
わ
る
も
の
も
あ
り
ま
す（
写
真
❶
、

❷
）。ナ
ミ
ガ
イ
の
化
石
で
す
。ど
う
し
て
、ナ

ミ
ガ
イ
の
化
石
は
二
枚
の
殻
が
合
わ
さ
り
、地

層
に
ほ
ぼ
垂
直
に
立
っ
た
よ
う
な
姿
勢
で
見

つ
か
る
の
で
し
ょ
う
か
。こ
の
謎
を
解
く
た
め

に
、ナ
ミ
ガ
イ
が
ど
ん
な
二
枚
貝
か
紹
介
し
ま

す
。ナ

ミ
ガ
イ
は
現
在
の
東
京
湾
や
三
河
湾
に

も
生
息
し
て
お
り
、市
場
で
は「
白
み
る
」の
名

で
流
通
し
て
い
ま
す
。貝
殻
か
ら
は
み
出
す
長

い
軟
体
部
は
水
管
と
呼
ば
れ
、刺
身
に
す
る
と

淡
泊
な
が
ら
、滋
味
深
い
味
わ
い
で
す（
写
真

❸
）。ナ
ミ
ガ
イ
は
見
た
目
の
イ
ン
パ
ク
ト
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、お
も
し
ろ
い
生
態
を
持
っ

て
い
ま
す
。水
管
の
先
端
を
海
底
面
上
に
出
し

て
、そ
こ
か
ら
海
水
中
の
有
機
物
を
吸
い
込
ん

で
食
べ
て
い
て
、砂
泥
中
に
ほ
ぼ
垂
直
に
立
っ

た
よ
う
な
姿
勢
で
潜
っ
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

成
長
し
た
ナ
ミ
ガ
イ
の
長
い
水
管
は
、砂
泥
中

に
深
く
潜
っ
て
海
水
中
の
有
機
物
を
食
べ
る

こ
と
を
可
能
に
し
ま
す
。こ
の
た
め
、た
と
え

台
風
で
海
が
荒
れ
て
も
、砂
泥
中
か
ら
掘
り
出

さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。ナ
ミ

ガ
イ
の
仲
間
は
長
寿
な
二
枚
貝
で
、一
〇
〇
年

以
上
生
き
る
個
体
も
い
る
こ
と
か
ら
、砂
泥
中

に
深
く
潜
る
こ
と
で
、一
生
の
間
に
幾
度
も
台

風
を
乗
り
越
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

成
長
し
た
ナ
ミ
ガ
イ
が
砂
泥
中
か
ら
掘
り
出

さ
れ
る
の
は
、潜
水
漁
に
よ
っ
て
人
間
に
引
っ

張
り
出
さ
れ
た
時
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
よ
う
で

す
。こ

の
よ
う
な
生
態
を
持
っ
て
い
る
た
め
、ナ

ミ
ガ
イ
は
生
き
て
い
た
姿
勢
の
ま
ま
地
層
中

に
保
存
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。し
か
し
、大
規

模
な
台
風
の
場
合
、ナ
ミ
ガ
イ
も
砂
泥
中
で
じ

っ
と
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。私

は
ま
だ
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、ナ
ミ
ガ

イ
の
化
石
の
上
下
で
、台
風
時
に
形
成
さ
れ
た

地
層
の
縞
模
様
が
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
、砂
泥
が
急
に
積
も
っ
た
り
、削
ら
れ
た
り

し
た
場
合
に
、ナ
ミ
ガ
イ
が
生
息
位
置
を
調
整

し
た
痕
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ナ
ミ
ガ
イ

が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、水
管
の
先
端
を
海

底
面
上
に
出
し
て
有
機
物
が
食
べ
ら
れ
る
、ち

ょ
う
ど
よ
い
位
置
に
身
を
置
く
必
要
が
あ
る

わ
け
で
す
。貝
殻
坂
で
ナ
ミ
ガ
イ
が
見
つ
か
る

場
所
で
は
、地
層
の
縞
模
様
が
は
っ
き
り
し
ま

せ
ん（
写
真
❶
）。台
風
の
影
響
を
強
く
受
け
な

い
比
較
的
静
穏
な
環
境
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。　　

貝
殻
坂
を
歩
く
と
、地
層
と
い
う
小
さ
な

「
の
ぞ
き
窓
」を
通
し
て
、当
時
の
海
底
の
様
子

を
見
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
り
ま
す
。観
察

で
き
る
も
の
は
、そ
の
時
々
で
異
な
り
、ま
さ

に
一
期
一
会
。貝
殻
坂
で
、ナ
ミ
ガ
イ
の
化
石

が
見
た
い
方
は
、地
層
が
洗
わ
れ
て
新
鮮
な
面

が
出
る
雨
上
が
り
が
お
す
す
め
で
す
。

（
千
葉
友
樹
）

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹

❺❺

❻❻

❼❼

森の生きものを育む一本のエノキ森の生きものを育む一本のエノキ

そ
う

や
ぶ

も
ぐ
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