
ナ
ラ
枯
れ
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連 載
小櫃川流域の生きもの
タゲリ  ～盤洲平野の枯れ野で休息～

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

千
葉
県
内
で
「
ナ
ラ
枯
れ
」
が
見
つ
か
っ
て
か

ら
今
年
で
三
年
に
な
る
と
の
こ
と
、
確
か
に
こ
こ

数
年
、
緑
の
樹
木
の
間
に
、
元
気
の
な
い
カ
サ
カ

サ
し
た
茶
色
の
葉
を
つ
け
た
木
々
が
目
に
つ
く
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
原
因
は
わ
か
っ
て
も
、

そ
れ
を
確
実
に
防
ぐ
手
立
て
は
、
簡
単
に
は
見
つ

か
ら
な
い
よ
う
で
す
。
今
で
き
る
こ
と
を
地
道
に

や
り
な
が
ら
、
何
と
か
食
い
止
め
た
い
と
こ
ろ
で

す
。さ

て
、
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
わ
ず
か
と
い

う
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大

で
、
誰
も
が
思
う
に
ま
か
せ
な
か
っ
た
一
年
で
し

た
が
、
二
〇
二
一
年
は
明
る
い
話
題
が
多
い
年
に

な
る
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

（
八
木
令
子
）

・
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MEMO タゲリ：全長28-31㎝、チドリ目チドリ科。千葉県
指定要保護生物。ヨーロッパ～モンゴルなど極東地

域で繁殖。北部で繁殖するものは冬期南に渡る。千葉県の各地
で見られる。ムナグロ：チドリ科、全長23-26㎝　千葉県指定
一般保護生物。ハイタカ：タカ目タカ科　全長30-39㎝。千葉
県指定重要保護生物、国の準絶滅危惧種（ＮＴ）。

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ー動物編
2011年改訂版　千葉県
  （文・写真　千葉県立中央博物館ボランティア　成田篤彦）

「こんな場所にタゲリ、久しぶり！」と不思議に思いました。ここ
は、盤洲平野の水田に盛り土して造成した売地で、枯れ野が広がっ
ています。売地広告看板の後ろにムナグロが４羽、その奥に、見事
な飾り羽を頭に付けたタゲリが４羽いました。「いつ見てもきれ
い」と感心します。タゲリはハス田や湿田、海水の入る水路で見て
いたので、「乾いた枯れ野にも飛来するのか？」と驚きました。タゲ
リは数歩、歩いては地面にくちばしをさしこみ、小さなイモムシを
くわえます。私に警戒をしつつ、大きな眼で、ときどき上を見上げ
ます。近くの電柱にハシブトガラスがいるからでしょうか？それ
にしても、そのしぐさがとても可愛らしい。そのとき、突然、枯れ野
にいた小鳥たちが一斉に飛び立ちました。スズメがまっさきに近
くの屋敷林に逃げ去り、４羽のタゲリが柔らかくふんわりと飛び、
12羽ムナグロがまとまって飛んでいきます。「何事か？」と上を見
ると北の空からハイタカが一羽やってきます。すかさず、２羽のハ
シブトガラスが飛び上がり、ハイタカを追い始めました。ハイタカ

は上空へ、上空へと飛んで逃げて行きます。しばらくすると、タゲ
リとムナグロは枯れ野に戻ってきて、何事もなかったように、えさ
を採り始めました。タカに襲われるなどの危険がありますが、この
売地は、タゲリなどにとって休息し、えさをとる貴重な渡りの中継
地です。しかし、この地は、いずれ建物が建てば失われるはずです。
「そうなると彼らは困るだろうな」と思いました。しかし、近くに別
の中継地を探して、盤洲平野にやってくることを願っています。
さて、タゲリ、ムナグロ、ハイタカの３種は千葉県指定の絶滅危
惧種です。この盤洲平野の海岸には干潟があります。干潟と水田な
どの湿地の組み合わせの自然が、これらの貴重な野鳥が飛来する
理由なのだと思います。今後もこの自然を大切にしたいものです。

写真２：飛ぶタゲリ 　：ハイタカ　2018.1.6　木更津市

写真１：枯れ野のタゲリ
 2018.1.6　木更津市

～盤洲平野の枯れ野で休息～

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。

最
近
、
秋
で
も
な
い
の
に
山
の
木
が
茶
色
く

枯
れ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
方
が
お
ら
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
れ
は「
ナ
ラ
枯
れ
」

と
い
う
現
象
で
す
。
全
国
的
に
被
害
が
広
が
り

つ
つ
あ
る
ナ
ラ
枯
れ
が
、
と
う
と
う
千
葉
県
で

も
発
生
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

千
葉
県
で
ナ
ラ
枯
れ
が
見
つ
か
っ
た
の
は
今

か
ら
三
年
前
の
二
〇
一
七
年
八
月
の
こ
と
で
す
。

私
た
ち
県
立
中
央
博
物
館
と
東
京
大
学
千
葉
演

習
林
の
合
同
チ
ー
ム
が
鴨
川
市
内
の
森
で
生
物

調
査
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ナ
ラ
枯
れ
被
害
を

受
け
た
樹
木
を
発
見
し
た
の
が
最
初
で
す
。
私

は
県
外
の
ナ
ラ
枯
れ
被
害
地
を
見
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
、
そ
の
時
「
見
つ
け
た
く
な
い
も
の

を
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
」
と
思
っ
た
も
の
で
す
。

二
〇
一
七
年
に
は
県
内
の
ナ
ラ
枯
れ
被
害
地

は
鴨
川
市
な
ど
県
南
部
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
か
ら
三
年
経
っ
た
二
〇
二
〇
年
現
在

で
は
す
で
に
県
北
部
に
も
拡
が
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
ナ
ラ
枯
れ
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

（
尾
崎
煙
雄
）

ナラ枯れで枯れたコナラが目立つ森（2020年8月君津市）

房総の山の観察会「小糸川流域の地形を訪ねる」

写真❶ 人見神社から君津地域の地形景観を眺望
写真❷ 受付時に、検温・手指消毒を行い、マスク着用をお願いした（JR青堀駅前）

11月23日の勤労感謝の日に、房総の山の観察会「小糸川流域の地形を訪ねる」を開催し、9名
の参加者とともに、晩秋の小糸川下流域を歩きました。
JR青堀駅から、徒歩で小糸川右岸の下総台地上にある人見神社に登り、君津地域の地形や東
京湾岸の景観を眺め（写真❶）、台地を作る地層を観察しました。その後小糸川下流沿いを歩き、
江戸期以降の流路変遷や中富地区の川廻し地形の跡を観察し、君津駅で解散しました。
房総の山のフィールド・ミュージアムとしては、昨年9月の台風で「山の学校」が中止になっ
て以来、1年2ヶ月ぶりの観察会でした。受付時に検温、手指消毒、マスク着用の確認を行い（写
真❷）、通常の観察会より参加人数や時間を絞るなど、新型コロナ感染予防の対策をとりながら
の開催となりました。　
（八木令子・林　紀男）

観察会報告

 

❶❶

❷❷
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写真❶ ナラ枯れ被害の激しいマテバシイ林（2019年9月鴨川市）

写真❸ カシナガの穿入孔
写真❹ カシノナガキクイムシ（上が雄、下が雌）
写真❺ 根元に積もったフラス

写真❷ ナラ枯れで枯れた公園のコナラ（2020年8月千葉市）

ナ
ラ
枯
れ（
注
１
）は
樹
木
の
病
気
で
す
。

こ
の
病
気
に
か
か
る
の
は
ナ
ラ
、カ
シ
、シ

イ
、ク
リ
な
ど
の「
ブ
ナ
科
」と
い
う
グ
ル

ー
プ
に
属
す
樹
木
で
す
。ブ
ナ
科
に
共
通

の
特
徴
は「
ど
ん
ぐ
り
」が
実
る
こ
と
で
す

（
注
２
）。

今
か
ら
三
〇
年
ほ
ど
前
に
日
本
海
側
で

ナ
ラ
枯
れ
の
被
害
が
目
立
ち
始
め
、そ
の

後
だ
ん
だ
ん
被
害
地
域
が
拡
が
り
ま
し
た
。

関
東
平
野
で
も
二
〇
一
七
年
に
千
葉
と
神

奈
川
で
ほ
ぼ
同
時
に
見
つ
か
り
、今
は
東

京
や
埼
玉
に
も
拡
大
し
て
い
ま
す
。

千
葉
県
南
部
で
被
害
が
目
立
つ
の
は
マ

テ
バ
シ
イ（
注
３
）と
い
う
常
緑
樹
で
す
。

被
害
の
ひ
ど
い
場
所
で
は
山
の
木
の
半
分

近
く
が
茶
色
く
な
っ
て
い
ま
す（
写
真
❶
）。

一
方
、県
北
部
で
被
害
が
目
立
つ
の
は
落

葉
樹
の
コ
ナ
ラ
で
す
。街
中
の
公
園
で
も

枯
れ
た
コ
ナ
ラ
が
見
つ
か
る
こ
と
が
あ
り

ま
す（
写
真
❷
）。

ナ
ラ
枯
れ
の
被
害
木
の
幹
に
は
直
径
二

ミ
リ
ほ
ど
の
穴
が
あ
り
白
い
木
く
ず
が
出

て
い
る
の
が
見
つ
か
り
ま
す（
写
真
❸
）。

こ
の
穴
は
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ（
略

称
カ
シ
ナ
ガ
）と
い
う
体
長
五
ミ
リ
ほ
ど

の
甲
虫（
写
真
❹
）が
掘
っ
た
も
の
で
す
。

一
本
の
木
に
多
数
の
カ
シ
ナ
ガ
が
集
ま
っ

て
穴
を
掘
る
と
、木
の
根
元
が
白
く
な
る

ほ
ど
粉
状
の
木
く
ず
が
積
も
り
ま
す（
写

真
❺
）。こ
の
木
く
ず
を「
フ
ラ
ス
」と
呼
び

ま
す
。

し
か
し
ナ
ラ
枯
れ
の
本
当
の
犯
人
は
カ

シ
ナ
ガ
で
は
な
く「
ナ
ラ
菌
」と
呼
ば
れ
る

病
原
菌
で
す
。ナ
ラ
菌
は
カ
ビ
の
一
種
で
、

こ
の
菌
が
木
の
内
部
で
増
殖
す
る
と
道
管

を
詰
ま
ら
せ
て
し
ま
い
ま
す
。道
管
と
は

枝
葉
に
水
を
運
ぶ
管
で
、こ
れ
が
詰
ま
る

と
水
切
れ
を
起
こ
し
て
木
が
枯
れ
て
し
ま

う
の
で
す
。カ
シ
ナ
ガ
は
こ
の
ナ
ラ
菌
を

木
か
ら
木
へ
運
ぶ
役
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

雌
の
カ
シ
ナ
ガ
の
背
中
に
は
７
個
前
後
の

小
さ
な
丸
い
穴
が
あ
り（
写
真
❹
下
）、こ

の
穴
に
ナ
ラ
菌
の
胞
子
を
入
れ
て
新
た
な

木
に
持
ち
込
む
の
で
す
。

カ
シ
ナ
ガ
の
成
虫
は
六
月
か
ら
八
月
に

か
け
て
前
年
の
被
害
木
か
ら
飛
び
出
し
、

新
た
な
木
に
穴
を
掘
っ
て
入
り
込
み
交
尾
、

産
卵
を
し
ま
す
。新
た
な
被
害
木
が
見
つ

か
る
の
も
こ
の
頃
で
す
。生
ま
れ
た
幼
虫

は
翌
春
ま
で
木
の
中
で
過
ご
し
、六
月
こ

ろ
に
新
成
虫
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
カ
シ
ナ
ガ
は
一
年
の
大
半

を
木
の
中
で
過
ご
し
ま
す
か
ら
、農
薬
を

空
中
散
布
し
て
も
効
き
目
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ナ
ラ
枯
れ
の
拡
大
を
防
ぐ
に
は
、一
本
一

本
の
木
に
カ
シ
ナ
ガ
の
出
入
り
を
防
ぐ
シ

ー
ト
を
巻
き
つ
け
た
り
、幹
に
薬
剤
を
注

入
す
る
な
ど
の
手
間
が
か
か
る
た
め
、森

全
体
を
守
る
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。ナ
ラ
枯
れ
に
つ
い
て
情
報
収
集
し
て

い
る
市
町
村
も
あ
り
ま
す
の
で
、被
害
木

を
発
見
し
た
ら
ま
ず
は
役
所
に
相
談
す
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。　 （
尾
崎
煙
雄
）

注
１　
正
式
な
病
名「
ブ
ナ
科
樹
木
萎
凋
病
」

注
２　
ク
リ
も
広
い
意
味
で
は
ど
ん
ぐ
り

の
仲
間

注
３　
別
名「
ト
ウ
ジ
イ
」、「
ト
ウ
ジ
」

特集

い
ち
ょ
う
び
ょ
う

❷❷❸❸

❹❹❺❺

写真❷ 初代醍醐新兵衛の墓（鋸南町大黒山）

写真❸ 鯨塚（鋸南町板井ヶ谷）

写真❶ ツチクジラの群れ（北海道 噴火湾）
（撮影：平田和彦） 成熟したツチクジラは背中に白
いひっかき傷の跡がたくさんある

コラム
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房
総
の
ク
ジ
ラ

房
総
丘
陵
の
動
植
物
を
テ
ー
マ
と
し
た
コ

ラ
ム
に「
ク
ジ
ラ
？
」と
思
わ
れ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。ク
ジ
ラ
は
海
に
生
き
る
哺
乳
類
な
の

で
、も
ち
ろ
ん
房
総
丘
陵
に
は
生
息
し
て
い
ま

せ
ん
。し
か
し
、房
総
丘
陵
の
西
端
に
位
置
す

る
鋸
南
町
勝
山
は
、ク
ジ
ラ
と
深
い
関
わ
り
の

あ
る
地
域
で
す
。今
回
は
、房
総
捕
鯨
の
歴
史

と
と
も
に
房
総
の
ク
ジ
ラ
に
つ
い
て
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
ま
で
続
く
房
総
の
組
織
的
な
捕
鯨
の

歴
史
は
、江
戸
時
代
初
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。そ
の
始
ま
り
の
地
こ
そ
が
鋸
南
町
の

勝
山
で
す
。当
時
は
、東
京
湾
に
回
遊
し
て
く

る
ツ
チ
ク
ジ
ラ
を
狙
っ
て
鯨
漁
を
行
な
っ
て

い
ま
し
た
。ツ
チ
ク
ジ
ラ
は
、体
長
一
〇
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
ハ
ク
ジ
ラ
類
で
、夏
季
に
伊
豆

大
島
か
ら
房
総
、常
磐
沖
に
回
遊
し
て
き
ま
す

（
写
真
❶
）。深
海
性
の
魚
類
や
イ
カ
類
を
食
べ

て
お
り
、水
深
一
〇
〇
〇
〜
三
〇
〇
〇
メ
ー
ト

ル
の
海
域
に
分
布
が
集
中
し
ま
す
。勝
山
沖
に

は
、深
い
海
底
谷
が
あ
り
、ク
ジ
ラ
た
ち
の
通

り
道
で
あ
る
鯨
道
が
近
か
っ
た
の
だ
そ
う
で

す
。現
在
の
東
京
湾
で
ツ
チ
ク
ジ
ラ
を
見
か
け

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、江
戸
時

代
に
は
相
当
な
数
の
ツ
チ
ク
ジ
ラ
が
回
遊
し

て
い
た
よ
う
で
す
。

江
戸
時
代
初
期
、勝
山
の
捕
鯨
は
醍
醐
新
兵

衛
が
元
締
め
と
な
っ
て
組
織
化
さ
れ
ま
し
た
。

ク
ジ
ラ
の
回
遊
し
て
く
る
夏
季
だ
け
鯨
漁
に

従
事
し
、他
の
期
間
は
各
々
魚
な
ど
を
捕
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。漁
師
た
ち
は
鯨
道
で
鯨
が
来

る
の
を
待
ち
、鯨
を
発
見
す
る
と
接
近
し
て
捕

獲
し
ま
し
た
。そ
の
際
に
は
近
く
の
山
を
利
用

し
た
の
で
す
。高
い
位
置
か
ら
海
を
見
下
ろ
し
、

漁
師
た
ち
に
ク
ジ
ラ
の
様
子
を
知
ら
せ
ま
し

た
。漁
港
の
す
ぐ
側
の
小
高
い
大
黒
山
の
頂
上

に
は
、鯨
見
台
や
魚
見
台
と
呼
ば
れ
る
大
き
な

岩
が
あ
り
、そ
こ
か
ら
信
号
旗
を
使
っ
て
合
図

を
送
っ
た
の
だ
そ
う
で
す（
令
和
二
年
十
一
月

現
在
、山
頂
の
展
望
台
は
立
ち
入
り
禁
止
の
た

め
、見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）。そ
し
て
、こ

の
大
黒
山
中
腹
に
は
、房
総
捕
鯨
の
祖
と
呼
ば

れ
る
初
代
醍
醐
新
兵
衛
が
葬
ら
れ
て
い
ま
す

（
写
真
❷
）。

大
黒
山
の
他
に
も
勝
山
で
長
く
捕
鯨
を
行

な
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は
、加
知
山
神
社
や
板
井
ヶ
谷
の
弁

財
天
境
内
に
あ
る
鯨
塚
で
す
。鯨
塚
と
は
、ク

ジ
ラ
の
供
養
碑
で
す
。特
に
、板
井
ヶ
谷
の
弁

財
天
境
内
に
は
多
く
の
供
養
碑
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。石
で
で
き
た
小
さ
な
祠
の
よ
う
な

供
養
碑
を
一
年
に
一
基
建
て
ま
し
た
。風
化
の

た
め
に
七
〇
基
ほ
ど
は
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ

た
そ
う
で
す
が
、そ
れ
で
も
五
○
基
近
く
が
現

在
も
残
っ
て
い
ま
す（
写
真
❸
）。碑
の
大
き
さ

は
年
に
よ
っ
て
異
な
り
、た
く
さ
ん
捕
れ
た
年

は
大
き
な
碑
を
建
て
た
の
だ
そ
う
で
す
。こ
れ

だ
け
た
く
さ
ん
の
鯨
塚
が
あ
る
こ
と
が
勝
山

の
捕
鯨
の
歴
史
の
長
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、次
第
に
東
京
湾
に
回
遊
し
て
く
る

ツ
チ
ク
ジ
ラ
が
減
少
し
、漁
場
は
外
洋
に
う
つ

っ
て
い
き
ま
し
た
。南
房
総
市
和
田
町
で
は
現

在
で
も
捕
鯨
を
続
け
て
お
り
、江
戸
時
代
か
ら

今
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
途
切
れ
る
こ
と
な

く
ツ
チ
ク
ジ
ラ
漁
を
行
な
っ
て
き
た
こ
と
が

房
総
の
捕
鯨
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。現
在
の
東

京
湾
で
は
ツ
チ
ク
ジ
ラ
を
見
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
が
、東
京
湾
に
ク
ジ
ラ
類
が

全
く
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
型
の
種
類
だ
と
近
年
も
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
や

コ
ク
ク
ジ
ラ
が
来
遊
し
て
話
題
に
な
り
ま
し

た
。小
型
の
種
類
で
は
、ス
ナ
メ
リ
と
い
う
体

長
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
な
ク
ジ
ラ
が
定

住
し
て
い
ま
す
。ま
た
、現
在
も
ツ
チ
ク
ジ
ラ

が
回
遊
し
て
い
る
房
総
沖
に
も
様
々
な
ク
ジ

ラ
類
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。普
段
は
覗
く
こ
と

の
で
き
な
い
海
の
中
で
す
が
、た
く
さ
ん
の
生

き
も
の
た
ち
が
暮
ら
し
て
お
り
、人
々
は
そ
れ

を
利
用
し
て
き
ま
し
た
。鯨
塚
や
鯨
見
台
は
、

そ
ん
な
海
の
生
き
物
た
ち
と
の
つ
な
が
り
を

陸
に
い
て
も
教
え
て
く
れ
ま
す
。こ
の
よ
う
に

勝
山
の
捕
鯨
は
房
総
丘
陵
の
地
形
を
う
ま
く

活
か
し
て
発
達
し
ま
し
た
。広
い
意
味
で
ク
ジ

ラ
も
房
総
丘
陵
と
関
わ
り
の
深
い
生
き
物
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（

宮
川
尚
子
）

だ
い
ご 

し
ん
べ

え

か
ち
や
ま
じ
ん
じ
ゃ

い
た
い 

が
や
つ

く
じ
ら
み
ち

く
じ
ら
み
だ
い

う
お
み
だ
い

千葉県でも見つかったナラ枯れ千葉県でも見つかったナラ枯れ

❶❶


