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連 載
小櫃川流域の生きもの

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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カ
ミ
キ
リ
ム
シ
に
し
て
も
コ
ケ
に
し
て

も
、
環
境
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
種
が
異
な
る

点
は
共
通
な
の
で
す
ね
。
調
査
研
究
が
進
め

ば
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
特
殊
な

環
境
に
も
、
多
様
な
生
物
が
暮
ら
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

楽
し
み
で
す
。

令
和
３
年
度
は
、
房
総
の
山
の
フ
ィ
ー
ル

ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
新
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、

千
葉
友
樹
（
古
生
態
学
・
堆
積
学
）
が
加
わ

り
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
千
葉
友
樹
）

・
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「
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
」
と
い
う
と
、
キ

ボ
シ
カ
ミ
キ
リ
と
ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ

リ
を
連
想
さ
れ
る
方
が
多
い
よ
う
で

す
。
前
者
は
ク
ワ
の
木
、
後
者
は
果

樹
や
街
路
樹
を
枯
ら
す
憎
い
ヤ
ツ
、

の
よ
う
に
ど
う
や
ら
嫌
わ
れ
者
の
よ

う
で
す
。

カ
ミ
キ
リ
ム
シ
科
の
甲
虫
は
日
本

に
八
百
種
近
く
が
生
息
し
ま
す
。
大

き
さ
も
三
ミ
リ
ほ
ど
の
小
さ
な
種
か

ら
、
五
セ
ン
チ
ほ
ど
も
あ
る
大
型
の

種
も
あ
り
、
色
も
形
も
と
て
も
多
様

な
昆
虫
で
す
。
幼
虫
は
「
テ
ッ
ポ
ウ

ム
シ
」
と
呼
ば
れ
、
木
の
中
で
ト
ン

ネ
ル
を
作
り
な
が
ら
材
を
食
べ
ま
す

（
次
頁
写
真
❶
）。
冒
頭
の
二
種
の
カ

ミ
キ
リ
の
よ
う
に
、
幼
虫
が
生
き
た

木
を
食
べ
る
場
合
は
木
を
枯
ら
し
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
害
虫
と
さ

れ
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
種
は
枯
れ

た
木
を
食
べ
て
育
つ
の
で
、
枯
木
を

土
に
返
す
の
を
助
け
る
益
虫
と
も
い

え
ま
す
。
ち
な
み
に
、漢
字
で
は
「
髪

切
り
虫
」
で
、
髪
も
切
り
落
と
す
よ

う
な
鋭
い
大
顎
を
持
つ
こ
と
に
由
来

し
ま
す
。
英
名
は
、“longhorn 

beetle”

で
、
角
の
長
い
甲
虫
の
意

味
で
す
。
こ
の
特
集
で
は
知
ら
れ
ざ

る
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の
魅
力
に
つ
い
て

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
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。

房総の山のフィールド・ミュージアムのウェブサイトには『教室博日記』というコーナーが
あります。学芸員が房総の山を歩き回って見つけた生き物や地形・地質や歴史・民俗などを
写真と文章で紹介しています。毎月、数本から十数本の記事を追加していますので、ぜひ、のぞ
いてみてください。

　ＱＲコードから「房総の山のフィールド・ミュージアム」のサイトに
入り、「更新情報」にある「教室博日記」をクリックすると目次ページ（画
像）が開きます。あるいは、http://www.chiba-muse.or.jp/NATU-
RAL/special/yama/news/news_index.htm　を開いてください。

（尾崎煙雄）

『 教 室 博 日 記 』の 紹 介

カミキリムシの魅力特集

教室博日記のQRコード 教室博日記の目次ページ

MEMO キセキレイ
全長約20㎝　スズメ目セキレイ科

千葉県では房総丘陵の渓流付近で繁殖する。越冬期は各地の湿
地で見られる。川岸や水路などの水辺を活発に歩き、昆虫やク
モを捕らえる。石垣、人家の屋根の隙間、渓流の崖のへこみな
どに巣をつくる。

キセキレイ  ～羽はヨレヨレ～

参考文献　樋口広芳1979「バードウォッチング」pp122-126平凡社
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年改訂版千葉県環境生活部自然保護課
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～
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）

真冬の晴天の公園、「小鳥が水浴び！」と驚きました。尾が長く、
胸からお腹が黄色、キセキレイです。しかし、水にぬれ、羽がヨレヨ
レです。岸辺の石畳から芝生の上に歩いていき、体をブルブルと振
るって水を落としています。「真冬なのに、なぜ、水浴び？」と不思
議に思いました。鳥は、水を浴びて、羽毛についた汚れや老廃物を
取り除き、外部寄生虫を駆除し、羽毛の保温効果やつばさのはたら
きを正常な状態に保つ必要があるからです。水浴びは、脚のたつ浅
い水辺や水たまりで頭や体、つばさや尾を水につけながら、激しく
震わせて行います。
さて、この公園と隣接する小櫃川では、セキレイ科の小鳥はハク
セキレイとセグロセキレイが繁殖しています。キセキレイは、上流
の支流の七曲川では繁殖していますが、ここでは、毎年、冬に１羽
見かけるだけで、繁殖した様子はありません。この流域の上流で育
ったキセキレイが冬は流域の平地に降りてきて生活するのでしょ

写真  
ミツバツツジ花上で花粉
を食べるミヤマルリハナ
カミキリ。体長は８ミリ
ほどの早春にのみ見られ
る小さなハナカミキリ
（2021年3月26日旧君
津市立三島小学校近く
にて）。

うか？そうとも言えないようで、北方で繁殖したキセキレイが、越
冬のために、温暖な房総の平地に次々と渡ってきて、南方に去って
いくのかもしれません。移動経路は足環をつけないとわかりませ
ん。いずれにしても、千葉県内では、繁殖するキセキレイが激減し、
千葉県指定の重要保護生物になっていますが、鮮やかな黄色が目
立つ清そな小鳥なので、今後も流域で繁殖が続くのを期待してい
ます。

写真２：鬼瓦の上でさえずるキセキレイのオス
　　　　2018.4.2　木更津市

写真１：水浴びするキセキレイ
　　　　2021.2.10　木更津市

写真２：鬼瓦の上でさえずるキセキレイのオス
　　　　2018.4.2　木更津市
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写真❷ フガゴケ（鋸山、鋸南町）

写真❸ ダンダンゴケ。白く見えているのがトゥ
ファ。（清澄山、君津市）

写真❹ ニセイシバイゴケ（清澄山、君津市）

写真❶ アツバサイハイゴケ（鋸山、鋸南町）

コラム

21

キ
、ク
リ
な
ど
の
白
い
小
さ
な
花
が
狙
い

目
で
す
。こ
の
よ
う
に
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の

一
部
の
種
類
は
花
粉
を
食
べ
に
花
に
集
ま

り
、花
上
が
雄
と
雌
の
出
逢
い
の
場
と
な

り
ま
す
。花
の
種
類
と
日
な
た
か
日
陰
か

に
よ
っ
て
集
ま
る
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の
種
類

が
微
妙
に
違
う
の
で
、較
べ
て
み
る
の
も

面
白
い
と
思
い
ま
す
。た
だ
し
、午
後
に
な

る
と
花
に
来
な
く
な
る
の
で
、見
ら
れ
る

の
は
晴
れ
た
日
の
午
前
中
に
限
ら
れ
ま
す
。

春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
、枯
れ
枝
や
伐

採
木
、立
ち
枯
れ
木
を
探
す
と
、フ
ト
カ
ミ

キ
リ
類
や
ト
ラ
カ
ミ
キ
リ
類（
写
真
❷
）が

見
つ
か
り
ま
す
。地
味
な
色
の
カ
ミ
キ
リ

ム
シ
は
樹
皮
に
そ
っ
く
り
な
の
で
、目
を

こ
ら
し
て
じ
っ
く
り
探
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ら
、枯
れ
枝
の
下

に
網
を
受
け
て
、上
か
ら
叩
い
て
み
る
と

落
ち
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。ま
た
夜

間
、ク
ヌ
ギ
な
ど
の
樹
液
に
、カ
ブ
ト
ム
シ

な
ど
と
一
緒
に
ミ
ヤ
マ
カ
ミ
キ
リ
な
ど
が

来
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

八
月
も
後
半
に
な
る
と
カ
ミ
キ
リ
ム
シ

は
め
っ
き
り
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、先

に
紹
介
し
た
オ
オ
ト
ラ
カ
ミ
キ
リ
は
こ
の

時
期
に
限
っ
て
現
れ
ま
す
。こ
の
種
の
幼

カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の
成
虫
の
暮
ら
し
方
は

様
々
で
す
。花
を
訪
れ
て
花
粉
を
食
べ
る

ハ
ナ
カ
ミ
キ
リ
類（
表
紙
写
真
）、枯
れ
木

で
見
つ
か
る
ト
ラ
カ
ミ
キ
リ（
写
真
❷
）や

フ
ト
カ
ミ
キ
リ
類
、腐
朽
の
進
ん
だ
倒
木

に
発
生
す
る
ノ
コ
ギ
リ
カ
ミ
キ
リ
類（
写

真
❸
）、中
に
は
後
翅
が
退
化
し
て
飛
べ
な

い
コ
ブ
ヤ
ハ
ズ
カ
ミ
キ
リ（
写
真
❹
）な
ど

も
い
ま
す（
千
葉
県
に
は
生
息
し
て
い
ま

せ
ん
）。

千
葉
県
に
生
息
す
る
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
は

約
二
百
種
、こ
の
中
に
は
ま
だ
一
匹
し
か

見
つ
か
っ
て
い
な
い
珍
し
い
種
も
含
ま
れ

ま
す
。幼
虫
が
食
材
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

森
林
の
あ
る
房
総
丘
陵
に
多
く
の
種
類
が

生
息
し
て
い
ま
す
。モ
ミ
を
食
樹
と
す
る

オ
オ
ト
ラ
カ
ミ
キ
リ（
写
真
❺
）や
ヒ
ゲ
ナ

ガ
カ
ミ
キ
リ
、春
に
白
い
花
に
集
ま
る
ト

サ
ヒ
メ
ハ
ナ
カ
ミ
キ
リ（
写
真
❻
）な
ど
が
、

千
葉
県
で
は
房
総
丘
陵
の
み
で
見
ら
れ
る

代
表
的
な
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。こ
れ
ら
の
種
は
、他
県
で
は
標
高
の

高
い
山
地
に
生
息
し
て
い
ま
す
が
、標
高

百
〜
三
百
メ
ー
ト
ル
程
の
低
い
山
に
生
息

し
て
い
る
こ
と
が
千
葉
県
な
ら
で
は
の
特

徴
で
す
。

近
く
に
森
が
あ
れ
ば
、カ
ミ
キ
リ
ム
シ

を
探
し
に
出
掛
け
て
み
ま
し
ょ
う
。早
春

に
咲
く
カ
エ
デ
の
花
を
長
竿
の
網
で
掬
う

と
、小
型
の
ハ
ナ
カ
ミ
キ
リ
や
ト
ラ
カ
ミ

キ
リ
な
ど
が
入
り
ま
す
。そ
の
後
は
、カ
マ

ツ
カ
、ガ
マ
ズ
ミ
、コ
ゴ
メ
ウ
ツ
ギ
、ミ
ズ

虫
は
、生
き
た
モ
ミ
の
材
中
で
ト
ン
ネ
ル

を
作
り
な
が
ら
食
い
進
み
ま
す
。蛹
化
前

に
樹
皮
近
く
を
ぐ
る
っ
と
渦
を
巻
く
よ
う

に
掘
り
進
め
る
の
で
、樹
皮
に
特
徴
的
な

痕
が
残
り
ま
す（
写
真
❼
）。八
月
頃
に
成

虫
が
木
の
中
で
羽
化
し
、樹
皮
に
穴
を
空

け
て
外
へ
出
ま
す
。モ
ミ
に
渦
巻
き
を
見

つ
け
て
、新
し
そ
う
な
穴
が
あ
れ
ば
、オ
オ

ト
ラ
カ
ミ
キ
リ
が
発
生
し
て
い
る
証
で
す
。

私
は
、毎
年
夏
に
な
る
と
、こ
の
憧
れ
の
カ

ミ
キ
リ
を
求
め
て
山
の
中
で
モ
ミ
の
木
を

見
上
げ
る
の
で
す
が
、実
は
未
だ
に
見
つ

け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。　　
（
斉
藤
明
子
）

房
総
丘
陵
は
石
灰
岩
を
好
む
コ
ケ
の

宝
庫
？！

コ
ケ
植
物（
蘚
苔
類
と
も
い
う
）は
、生
育
地

の
環
境
に
と
て
も
敏
感
な
植
物
で
す
。温
度
や

湿
度
、日
当
た
り
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、土
や

岩
の
性
質
に
も
敏
感
で
す
。例
え
ば
、ゼ
ニ
ゴ

ケ
は
弱
ア
ル
カ
リ
性
を
好
む
た
め
、コ
ン
ク
リ

ー
ト
が
多
い
街
中
や
土
壌
改
良
さ
れ
た
畑
、花

壇
な
ど
に
生
え
て
い
ま
す
。ま
た
、ミ
ズ
ゴ
ケ

の
仲
間
は
、酸
性
水
域
を
好
み
、高
山
の
湿
地

な
ど
に
生
え
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
コ
ケ
植

物
は
、気
候
だ
け
で
な
く
、土
や
岩
、樹
幹
な
ど

の
性
質
に
よ
っ
て
生
え
て
い
る
種
類
が
異
な

り
、生
え
て
い
る
種
類
は
生
育
地
の
性
質
を
あ

ら
わ
し
て
い
ま
す
。房
総
丘
陵
に
生
え
て
い
る

コ
ケ
植
物
は
、関
東
ロ
ー
ム
層
や
泥
岩
、砂
岩

を
好
む
種
類
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。と
こ
ろ
が
、

今
か
ら
約
60
年
前
の
１
９
６
２
年
に
鋸
山

か
ら
ア
ツ
バ
サ
イ
ハ
イ
ゴ
ケ
が
見
つ
か
り

（
写
真
❶
）、「
え
っ
！
、千
葉
県
に
？
」、「
何

か
の
間
違
い
だ
ろ
う
」と
驚
か
れ
ま
し
た
。

ア
ツ
バ
サ
イ
ハ
イ
ゴ
ケ
は
、埼
玉
県
秩
父

山
地
に
あ
る
鍾
乳
洞
周
辺
の
石
灰
岩
地
に

知
ら
れ
て
い
た
た
め
、「
石
灰
岩
が
な
い
鋸

山
に
生
え
て
い
る
は
ず
が
な
い
」と
思
わ

れ
た
の
で
す
。さ
ら
に
、そ
の
約
30
年
後
の

１
９
８
９
年
に
は
、鋸
山
か
ら
再
び
石
灰

岩
を
好
む
ヒ
ナ
ゼ
ニ
ゴ
ケ
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。更
に
鋸
山
で
は
１
９
９
７
年
に
、熱

帯
の
隆
起
石
灰
岩
地
な
ど
に
知
ら
れ
て
い
る

フ
ガ
ゴ
ケ
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す（
写
真
❷
）。

こ
の
３
種
の
よ
う
に
、石
灰
岩
を
好
む
コ
ケ
植

物
が
鋸
山
に
生
え
て
い
る
こ
と
は
信
じ
難
い

こ
と
で
し
た
。鋸
山
は
房
州
石
の
産
地
と
し
て

全
国
的
に
知
ら
れ
て
お
り
、凝
灰
岩
質
砂
岩
だ

っ
た
こ
と
か
ら
、こ
の
３
種
が
凝
灰
岩
に
生
え

て
い
る
こ
と
は
俄
か
に
は
信
じ
が
た
い
こ
と

だ
っ
た
の
で
す
。な
ぜ
、石
灰
岩
を
好
む
コ
ケ

植
物
が
鋸
山
に
生
え
て
い
る
の
か
、そ
の
理
由

は
長
い
間
不
明
で
し
た
。

謎
は
、２
０
０
１
年
に
ダ
ン
ダ
ン
ゴ
ケ
が
房

総
丘
陵
で
見
つ
か
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と

な
り
、解
明
さ
れ
ま
し
た
。ダ
ン
ダ
ン
ゴ
ケ
は
、

欧
州
な
ど
の
石
灰
岩
地
に
生
育
し
、国
内
で
は

北
九
州
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

千
葉
県
で
の
発
見
は
非
常
に
驚
か
れ
、新
聞
で

も
報
道
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、ダ
ン
ダ
ン
ゴ

ケ
は
鋸
山
だ
け
で
は
な
く
、東
金
市
や
君
津
市
、

鴨
川
市
、富
津
市
、館
山
市
、南
房
総
市
富
浦
・

白
浜
な
ど
で
も
見
つ
か
り
、房
総
丘
陵
に
広
く

分
布
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

生
育
環
境
や
生
態
、分
布
を
詳
し
く
調
べ
る
と
、

生
育
し
て
い
る
場
所
は
、堆
積
岩
の
切
り
通
し

や
崖
が
多
く
、岩
の
表
面
に
白
い
石
灰
質
の
塊

と
共
に
生
え
て
い
ま
し
た（
写
真
❸
）。白
い
塊

は
し
ば
し
ば
10
セ
ン
チ
以
上
の
厚
さ
に
な
り
、

コ
ケ
植
物
が
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。こ
の
白
い
塊
は
ト
ゥ
フ
ァ 

（tufa

）と
呼
ば
れ
、石
灰
質
に
由
来
す
る
炭
酸

塩
堆
積
物
か
ら
な
る
石
灰
岩
だ
っ
た
の
で
す
。

堆
積
岩
の
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
貝
類
や
有
孔

虫
の
化
石
な
ど
に
含
ま
れ
て
い
る
石
灰
質
が
、

酸
性
の
水
に
よ
っ
て
溶
け
出
し
て
、再
び
白
い

塊
の
鍾
乳
石
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。こ

れ
ま
で
ト
ゥ
フ
ァ
に
生
え
る
コ
ケ
植
物
の
種

類
や
生
態
は
国
内
で
は
研
究
さ
れ
た
こ
と
が

な
く
、ト
ゥ
フ
ァ
の
存
在
が
コ
ケ
植
物
の
研
究

者
に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
後
、

当
館
の
研
究
に
よ
っ
て
、房
総
丘
陵
は
ト
ゥ
フ

ァ
の
宝
庫
で
あ
り
、石
灰
岩
を
好
む
コ
ケ
の
宝

庫
で
も
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

房
総
丘
陵
の
ト
ゥ
フ
ァ
に
生
え
る
コ
ケ
植

物
の
発
見
は
ア
ツ
バ
サ
イ
ハ
イ
ゴ
ケ
の
発
見

よ
り
も
25
年
前
に
遡
り
ま
す
。１
９
３
７
年
に

辻
部
正
信
氏
に
よ
っ
て
東
京
大
学
千
葉
演
習

林
の
郷
台
畑
付
近
の
崖
に
お
い
て
フ
ガ
ゴ
ケ

が
採
集
さ
れ
て
い
ま
し
た
。フ
ガ
ゴ
ケ
は
熱
帯

の
隆
起
サ
ン
ゴ
の
上
に
生
育
す
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
た
た
め
、俄
か
に
は
信
じ
が
た
い
発

見
で
し
た
。し
か
も
、証
拠
標
本
が
見
つ
か
ら

な
い
こ
と
か
ら
、半
世
紀
以
上
も
疑
問
で
し
た

が
、１
９
９
７
年
に
鋸
山
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

房
総
丘
陵
に
お
け
る
ト
ゥ
フ
ァ
に
生
え
る

コ
ケ
植
物
の
研
究
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
す

が
、他
に
も
ニ
セ
イ
シ
バ
イ
ゴ
ケ（
写
真
❹
）や

ソ
リ
ハ
ホ
ソ
ゴ
ケ
、エ
ゾ
ツ
ボ
ミ
ゴ
ケ
な
ど
の

数
種
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
ど
の

よ
う
な
コ
ケ
植
物
が
見
つ
か
る
か
楽
し
み
が

尽
き
ま
せ
ん
。

（
古
木
達
郎
）

カミキリムシの魅力カミキリムシの魅力

す
く

ふ
き
ゅ
う

よ
う
か

こ
う
し
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モミ伐採木樹皮下のヒゲナガカミキリ幼虫（君津市）ムネモンアカネトラカミキリ（鴨川市）

❷❷

❸❸
ウスバカミキリ（千葉市）コブヤハズカミキリ（山形県鶴岡市）

❹❹

❺ ❺ 
オオトラカミキリ（君津市産飼育個体）

トサヒメハナカミキリ（鴨川市）
❻ ❻ ❼❼

オオトラカミキリ幼虫食害痕（君津市）


