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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。

山
道
や
河
原
を
歩
い
て
い
る
と
、
長
い
脚
で

素
早
く
走
る
美
し
い
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
の
姿
を
し
ば

し
ば
見
掛
け
ま
す
。
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
は
人
の
気
配

に
気
付
く
と
ふ
わ
っ
と
飛
び
立
ち
、
す
ぐ
少
し

先
の
地
面
に
降
り
立
ち
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
先

へ
先
へ
と
逃
げ
て
い
く
こ
と
か
ら
「
道
教
え
」

と
い
う
別
名
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
で
は
斑
猫
、

英
語
で
はtiger beetle

と
呼
ば
れ
、
い
か
に
も

獰
猛
そ
う
な
大お

お

顎あ
ご
を
持
つ
肉
食
の
昆
虫
で
す
。

ハ
ン
ミ
ョ
ウ
は
オ
サ
ム
シ
科
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
亜

科
に
属
す
る
体
長
２
セ
ン
チ
ほ
ど
の
甲
虫
の
な

か
ま
で
、
美
し
く
輝
く
そ
の
姿
か
ら
、
日
本
で

最
も
美
し
い
甲
虫
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
特
集
で
は
そ
の
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、
千
葉
県
に
は
10
種
類
の
ハ
ン
ミ
ョ
ウ

が
生
息
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
ナ
ミ
ハ
ン

ミ
ョ
ウ
と
い
う
種
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

 

（
斉
藤
明
子
）



特集 ハンミョウ

ハ
ン
ミ
ョ
ウ
と
は

ハ
ン
ミ
ョ
ウ
は
全
身
が
金
属
光
沢
の

あ
る
青
や
緑
色
で
、
上じ
ょ
う

翅し

に
赤
の
帯
と

白
の
斑
紋
を
持
つ
た
い
へ
ん
美
し
い
甲

虫
で
す
。
他
の
昆
虫
な
ど
の
小
動
物
を

襲
っ
て
捕
食
す
る
肉
食
昆
虫
で
、
４
月

か
ら
10
月
頃
ま
で
そ
の
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

成
虫
は
昼
間
、
裸
地
や
河
原
の
よ
う

な
獲
物
を
見
つ
け
や
す
い
日
当
た
り
の

良
い
場
所
で
狩
り
を
行
い
ま
す
。
獲
物

を
見
つ
け
る
た
め
の
と
て
も
大
き
な

目
（
複
眼
）
を
持
っ
て
お
り
、
大
き
な

大
顎
で
捕
ま
え
た
獲
物
を
ム
シ
ャ
ム

シ
ャ
と
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。
美
し
い

色
彩
は
目
立
っ
て
獲
物
に
逃
げ
ら
れ
た

り
、
外
敵
（
ク
モ
や
ム
シ
ヒ
キ
ア
ブ
な

ど
）
に
襲
わ
れ
易
い
よ
う
に
も
思
い
ま

す
が
、
眩
し
い
日
の
光
の
下
で
す
ば
や

く
動
い
て
い
る
と
、
か
え
っ
て
目
立
た

な
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
越
冬
中
の
土

の
中
で
も
不
思
議
な
こ
と
に
体
に
全
く

泥
が
付
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
（
写
真

❶
）。
大
雨
の
中
で
も
平
気
で
飛
び
回

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
体
表
面
は
泥
や

水
を
は
じ
く
優
れ
た
構
造
と
な
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。

ハ
ン
ミ
ョ
ウ
の
暮
ら
し

新
成
虫
は
夏
の
終
わ
り
頃
に
現
れ
ま

す
。
冬
季
は
崖
な
ど
に
穴
を
掘
り
、
土

中
で
越
冬
し
ま
す
。
春
に
な
り
、
土
中

か
ら
出
た
成
虫
は
繁
殖
行
動
を
始
め
、

雌
は
夏
に
寿
命
が
尽
き
る
ま
で
卵
を
一

つ
ず
つ
土
の
中
に
産
み
付
け
ま
す
。
春

か
ら
秋
ま
で
ず
っ
と
見
ら
れ
る
ハ
ン

ミ
ョ
ウ
で
す
が
、
夏
季
に
短
い
期
間
見

ら
れ
な
い
端は

境ざ
か
い

期き

が
あ
り
、
そ
の
前
後

で
、
越
冬
し
た
個
体
と
、
新
し
く
羽
化

し
た
新
成
虫
と
の
入
れ
替
わ
り
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
。

卵
か
ら
孵ふ

化か

し
た
幼
虫
は
、
１
年
か

ら
２
年
、
長
い
と
き
は
４
年
も
の
期
間

を
土
中
で
過
ご
し
ま
す
（
写
真
❷
）。

ハ
ン
ミ
ョ
ウ
は
幼
虫
時
代
も
肉
食
を
し

ま
す
。
大
き
な
大
顎
を
持
ち
、
成
虫
よ

り
も
さ
ら
に
凶
悪
そ
う
な
顔
つ
き
を
し

て
い
ま
す
（
写
真
❸
）。
幼
虫
は
露
出

し
た
硬
い
土
に
巣
穴
を
掘
っ
て
（
写
真

❹
）、
巣
穴
の
入
口
で
大
顎
を
広
げ
て

獲
物
を
待
ち
ま
す
。
穴
に
獲
物
が
近
づ

く
と
飛
び
掛
か
っ
て
大
顎
で
獲
物
を
挟

ん
で
穴
に
引
き
ず
り
込
み
、
体
液
を
吸

い
取
り
、
食
べ
か
す
は
穴
の
外
に
投
げ

捨
て
ま
す
。
研
究
者
が
そ
の
投
げ
捨
て

ら
れ
た
食
べ
か
す
を
拾
い
集
め
て
何
を

餌
に
し
て
い
る
の
か
調
べ
た
結
果
、
多

か
っ
た
の
は
ア
リ
で
す
が
、
他
に
も
巣

穴
に
引
き
ず
り
込
め
る
も
の
な
ら
何
で

も
食
べ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
幼

虫
の
身
体
に
は
い
ろ
い
ろ
工
夫
が
見
ら

れ
ま
す
。
平
た
い
頭
と
胸
部
の
背
板
が

蓋
の
よ
う
に
巣
穴
の
入
口
を
塞
ぎ
ま

す
。
腹
部
の
背
中
側
に
は
前
方
を
向
い

た
ト
ゲ
が
あ
り
、
縦
穴
の
中
で
し
っ
か

り
餌
を
と
ら
え
る
た
め
の
ア
ン
カ
ー
に

な
っ
て
い
ま
す
（
写
真
❸
）。

「
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
釣
り
」

「
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
釣
り
」
は
、
巣
穴
に

小
枝
や
草
を
挿
し
て
お
い
て
、
し
ば
ら

く
し
て
枝
を
勢
い
よ
く
引
っ
ぱ
る
と
幼

虫
が
釣
れ
る
、
と
い
う
遊
び
で
す
。
遊

び
方
は
、
ま
ず
幼
虫
が
巣
穴
の
奥
へ

引
っ
込
ん
で
い
る
と
き
、
そ
の
巣
穴
に

小
枝
を
挿
し
込
み
ま
す
（
写
真
❺
）。

し
ば
ら
く
す
る
と
、
幼
虫
は
小
枝
を
く

わ
え
て
邪
魔
な
物
を
外
に
捨
て
よ
う
と

し
ま
す
。
穴
に
挿
し
込
ん
だ
小
枝
が
わ

ず
か
に
動
く
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
さ
っ

と
そ
の
小
枝
を
引
き
抜
く
と
幼
虫
が
釣

れ
る
（
写
真
❻
）、
と
い
う
わ
け
で
す
。

私
は
子
供
の
頃
、
残
念
な
が
ら
身
近
に

ハ
ン
ミ
ョ
ウ
が
居
な
か
っ
た
の
で
こ
の

遊
び
は
や
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
最
近
初
め
て
挑
戦
し
て
み
ま

し
た
。
見
事
に
１
匹
釣
り
上
げ
、
山
中

で
一
人
大
喜
び
を
し
ま
し
た
。
ハ
ン

ミ
ョ
ウ
に
は
迷
惑
な
こ
と
で
す
が
、
皆

さ
ん
も
幼
虫
の
巣
穴
を
見
つ
け
て
挑
戦

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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写真❶　越冬中の成虫を掘り出したところ。体に泥が全く付いていない。 
（君津市大坂 12月）

写真❷　土中で越冬中の幼虫（君津市大坂 ２月）
写真❸　幼虫の姿（木更津市真里谷 ５月）
写真❹　裸地に開いた幼虫の巣穴（木更津市真里谷 ５月）
写真❺　巣穴に小枝を刺す
写真❻　釣れた！
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ニ
ホ
ン
マ
ム
シ

�
―
愛
し
慈
し
む
べ
き
隣
人
―

皆
さ
ん
は
「
ヘ
ビ
」
と
聞
い
て
ど
の
よ
う
な

姿
を
連
想
し
ま
す
か
？　

も
し
「
と
ぐ
ろ
を
巻

く
」「
素
早
く
跳
び
か
か
る
」「
毒
が
あ
る
」
な

ど
を
思
い
浮
か
べ
た
の
な
ら
、
き
っ
と
ニ
ホ
ン

マ
ム
シ
（G

loydius blom
hoffii

）
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
く
影
響
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
本

種
は
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
広
い
範
囲
に
分
布

し
、
海
岸
か
ら2,000m

級
の
山
地
ま
で
様
々

な
環
境
に
暮
ら
し
て
い
る
の
で
、
比
較
的
目
に

す
る
機
会
が
多
い
ヘ
ビ
で
す
（
写
真
❶
）。
そ

う
い
っ
た
特
徴
も
あ
っ
て
か
、
本
種
は
本
邦
に

お
け
る
代
表
的
な
毒
蛇
と
し
て
有
名
で
す
。
し

か
し
、
ヒ
ト
は
単
に
本
種
を
物
質
的
な
恐
怖
・

脅
威
の
対
象
と
捉
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
よ

う
で 

す
。

た
と
え
ば
江
戸
時
代
に
著
さ
れ
た
「
児じ

雷ら
い

也や

豪ご
う

傑け
つ

譚
も
の
が
た
り

」
で
は
、
主
人
公
の
児
雷
也
が
大
蛇

を
倒
す
と
、
大
蛇
か
ら
ま
ろ
び
出
た
〝
気
〟
が

龍た
つ

巻ま
き

荒あ
ら

九く

郎ろ
う

と
い
う
悪
人
に
取
り
つ
い
た
挙

句
、
荒
九
郎
は
別
の
大
蛇
に
呑
み
込
ま
れ
る
と

い
う
散
々
な
描
写
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
挿

絵
の
ヘ
ビ
は
頭
部
が
短
め
で
細
か
い
鱗
に
覆
わ

れ
、
目
を
横
切
る
明
瞭
な
黒
色
の
縦じ

ゅ
う

条じ
ょ
う

が
あ
る

点
で
、
ニ
ホ
ン
マ
ム
シ
の
要
素
が
あ
る
と
わ
か

り
ま
す
。
ま
た
、
同
作
の
設
定
も
取
り
入
れ
て

い
る
人
気
マ
ン
ガ「N

ARU
TO

 

─
ナ
ル
ト
─
」

で
は
、
ヘ
ビ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
敵
サ
イ
ド
に

現
れ
ま
す
が
、
大
型
の
一
対
の
毒
牙
や
目
の

黒
色
縦
条
が
描
か
れ
た
り
、
ピ
ッ
ト
器
官
の
存

在
を
示
唆
す
る
台
詞
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か

ら
、
ニ
ホ
ン
マ
ム
シ
や
そ
の
仲
間
が
モ
チ
ー
フ

に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
本
種
は
た
び
た
び
象
徴
的
な
恐

怖
や
悪
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
様
々
な
作
品

に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま 

す
。

も
ち
ろ
ん
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
見
方
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
マ
ム
シ
の
仲
間
は
「
反は

ん

鼻ぴ

」
と
い

う
滋
養
強
壮
の
生
薬
に
な
り
ま
す
し
、
マ
ム
シ

酒
を
作
る
文
化
は
各
地
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

本
種
の
持
つ
生
命
力
や
毒
を
取
り
込
み
、
自
ら

の
力
に
し
よ
う
と
い
う
伝
統
的
な
東
洋
医
学
の

考
え
を
表
す
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、「
毒
薬
変

じ
て
薬
と
な
る
」
の
諺
の
と
お
り
、
現
代
医
学

で
も
ヘ
ビ
毒
は
生
化
学
や
創
薬
分
野
で
盛
ん
に

研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
人
間

は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
か
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に

捉
え
る
か
と
い
う
些
細
な
違
い
は
あ
れ
、
ニ
ホ

ン
マ
ム
シ
の
魅
力
に
強
く
取
り
憑
か
れ
て
い
る

の
で 

す
。

さ
て
、
そ
ん
な
魅
力
あ
ふ
れ
る
ニ
ホ
ン
マ
ム

シ
で
す
か
ら
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
博
物
館
の

研
究
員
も
本
種
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
、

知
る
べ
き
だ
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
、
本
種
の

研
究
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
プ
ロ
と
し
て

本
種
に
咬
ま
れ
る
こ
と
（
写
真
❷
）
は
避
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
咬
ま
れ
て

し
ま
っ
た
と
き
の
た
め
に
、
咬
ま
れ
た
ら
い
っ

た
い
ど
う
な
る
の
か
を
知
識
や
経
験
と
し
て

知
っ
て
お
く
こ
と
は
と
て
も
重
要
で 

す
。

本
種
の
毒
に
は
様
々
な
作
用
が
あ
り
ま
す
。

代
表
的
な
も
の
に
は
血
液
の
凝
固
を
妨
げ
る
作

用
、
血
管
の
壁
を
様
々
な
物
質
が
通
り
抜
け
や

す
く
す
る
作
用
、
咬
傷
部
を
出
血
壊
死
さ
せ
る

作
用
、
筋
肉
を
変
質
さ
せ
る
作
用
な
ど
で
す
。

血
液
の
凝
固
が
阻
害
さ
れ
る
と
、
体
の
外
側
で

も
内
側
で
も
出
血
し
た
ら
止
ま
ら
な
い
状
態
に

な
る
の
で
、
作
用
が
消
え
る
ま
で
は
転
倒
な
ど

し
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
が
必
要
で
す
。
血

管
の
壁
が
上
手
く
機
能
し
な
く
な
る
と
、
水
分

が
血
管
中
か
ら
出
て
い
っ
て
し
ま
い
、
低
血
圧

に
な
り
ま
す
。
す
る
と
、脳
に
送
ら
れ
る
血
流
、

そ
し
て
血
流
が
運
ぶ
酸
素
が
足
り
な
く
な
り
、

失
神
に
似
た
症
状
が
出
て
動
け
な
く
な
り
ま

す
。
必
ず
し
も
咬
ま
れ
て
す
ぐ
に
な
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
咬
傷
部
以
外
に
も
な
に
か

体
調
が
お
か
し
い
な
と
気
づ
い
て
か
ら
数
十
秒

で
動
け
な
い
状
態
ま
で
移
行
す
る
こ
と
も
あ
る

の
で
、
や
は
り
転
倒
な
ど
に
は
気
を
つ
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
出
血
壊
死
は
読
ん
で
字
の

ご
と
く
、
傷
口
の
直
り
が
遅
く
な
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
作
用
を
複
数
の
異
な
る
成
分
が
引
き
起

こ
し
た
り
、
逆
に
一
つ
の
成
分
が
二
つ
以
上
の

作
用
を
引
き
起
こ
し
た
り
と
、
複
雑
に
ミ
ッ
ク

ス
さ
れ
た
も
の
が
ニ
ホ
ン
マ
ム
シ
の
毒
で 

す
。

こ
の
不
思
議
な
毒
は
、
ニ
ホ
ン
マ
ム
シ
や
そ

の
仲
間
が
効
率
的
に
獲
物
を
仕
留
め
消
化
吸
収

す
る
点
で
、
生
存
に
有
利
に
は
た
ら
き
進
化
し

て
き
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
獲
物

の
動
き
を
素
早
く
封
じ
る
と
と
も
に
、
お
腹
に

入
れ
る
前
か
ら
消
化
を
始
め
る
効
果
が
あ
る
よ

う
で
す
。恐
ろ
し
く
も
私
た
ち
を
魅
了
す
る
毒
、

そ
し
て
ニ
ホ
ン
マ
ム
シ
…
…
今
年
の
夏
も
た
く

さ
ん
の
出
会
い
が
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と

思
い
ま 

す
。

 

（
栗
田
隆
気
）

写真❶　深夜、路上に現れたニホンマムシ 
（北海道天売島 2016年７月）

写真❷　白魚のような美しい左手とニホンマムシに咬ま
れて腫れた右手
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コラム

房
総
丘
陵
の
動
植
物
（
25
）



連 載

MEMO

小櫃川流域の生きもの
スッポン  
～養殖スッポン由来の移入種か？～

　「こんなに円いのか！」と驚いた。春の小櫃川中流域の畑地、
夏ミカンが実をつけていた。その近くで、スッポンの死骸を見つ
けた。直径は約20㎝。満月のように円い。実は、子供の頃、「月
とスッポン」とのことわざがよく使われた。どちらも円い形が似
ているが比べられないほどかけ離れているとの意味である。しか
し、「スッポンと月がなぜ比べられるの？」と不思議であったが、
これでやっと分かった。
　このスッポンは、「人が捕獲して捨てた？」と思ったが、ゴミ
捨て場ではなく落ち葉が溜まった畑地だ。「近くの小櫃川でスッ
ポンを観察していたので、メスが産卵のために上陸し、力尽きて
死んだのか？」と思ったが、干からびて雌雄の区別はできなかっ
たし、産卵の痕跡も発見できなかった。
　さて、木更津市史自然編の編纂のための野外調査で、小櫃川や

堰や用水路で、カメ類を約10年間で92回観察したが、そのうち、
スッポンは７回、日光浴をしているのを見ている。スッポンは県
内では在来種か養殖個体由来の移入種か、判断がついていない。
しかし、日光浴の観察例であるが、とても少ないので、「養殖個
体由来の移入種の可能性が高いのでは？」と推測している。いず
れにせよ、まずは、流域での繁殖の証拠を見つけたいと思う。

参考文献
・�高橋秀治�1997�すっぽん�『動植物ことわざ辞典』p133�東京堂
出版
・��大谷勉�2009�日本の爬虫両生類157�p152-153�文一総合出版　
・�長谷川雅美�2011�スッポン�千葉県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�p138　
・�成田篤彦�2018�木更津市の陸生爬虫類�木更津市史研究創刊号�
p1-12
� （文・写真　千葉県立中央博物館ボランティア　成田篤彦）

河川の下～中流域の流れの穏やかな比較的浅い場所や水底の泥内
で越冬。魚、水生昆虫、貝類、甲殻類、両生類などを捕食。５～
８月に水辺の開けた砂地や草地、水田の畦やその周辺で産卵する。
ほぼ完全な水生だが、日光浴のために水上の岩や流木の上に姿を
みせることがある。

スッポン　カメ目スッポン科
甲長：雄35㎝以下、雌25㎝以下

写真１：スッポン　2014.5.1　木更津市

写真２： スッポン 
2019.3.15 
木更津市

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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記
後
集
編

記
後
集
編

初
夏
に
な
る
と
、
山
や
川
な
ど
自
然
豊
か
な

場
所
を
訪
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
美
し

い
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
に
出
会
え
れ
ば
、
自
然
散
策
が

よ
り
楽
し
く
な
り
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
ニ
ホ

ン
マ
ム
シ
の
活
動
時
期
で
も
あ
る
の
で
、
刺
激

し
な
い
よ
う
に
注
意
し
た
い
も
の
で
す
。
ニ
ホ

ン
マ
ム
シ
に
咬
ま
れ
て
腫
れ
た
右
手
の
写
真
を

見
せ
ら
れ
る
と
、
そ
の
怖
さ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

 

（
千
葉
友
樹
）

『フィールドノート』の紹介
　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『フィールドノート』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「フィールドノート」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/NATURAL/
special/yama/news/news_index.htm　を開いてください。

（尾崎煙雄）

フィールドノートのQRコード フィールドノートの目次ページ
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