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小櫃川流域の生きもの
キマダラカメムシ  
～南蛮渡来の外来種、温暖化で分布
拡大～

「なんだ、これは！」とびっくりした。大晦日、椅子に上がって、
居間のカレンダーをはがしたら、黒い虫が白壁に張り付いている。
「ゴキブリの幼虫？いや、形が違う。クサギカメムシ？」。毎年、ク
サギカメムシが、庭のブットレアから発生し、夏～秋に成虫が網戸
に張り付いていたので、そう思ったが、「そういえば、秋に洗濯物
についた虫が、部屋の明りの周りを飛んだ後、行方不明になったっ
け。カレンダーの裏で越冬していたか。飼い猫も気が付かないはず
だ」と感心しながら、捕虫網でとらえ、管ビンに入れた。その時、
アルコールを含んだ様な少し嫌な臭いが漂った。虫をじっくりみる
とクサギカメムシよりも大きいし、頭と胸の黄色い線がはっきりし
ている。「キマダラカメムシ！木更津市にも遂にやってきたか？」と
驚いた。このカメムシは南蛮渡来の外来種で、1770年代に長崎の

出島で採集され、1783年に新種と
して記載された。国内の分布を広げ
つつあり、2008年には東京都から、
2011年には愛知県から記録された。
地球温暖化に後押しされ、分布域
は今後も拡大してゆくと予想され
ていた。千葉県の外来生物リスト
2020年改訂版によれば、千葉県で
も松戸市など県内各地で確認され
ている。現在、木更津市史自然資
料編を編さん中だが、委員の方から、
昨年10月に近くの建造物の外壁に
いたと写真を見せていただいた。２
匹いたとなると流域の皆さんの周り
でもきっと見られると思うので、注
意してみてはいかがでしょうか？
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鑑第３巻」全国農村教育協会．p484.
・�千葉県環境生活部自然保護課．2020．千葉県の外来生物リス
ト2020年改訂版

� （文・写真　千葉県立中央博物館ボランティア　成田篤彦）

サクラやカキなどの植物に幼・成虫が寄生。冬季に成虫が越冬の
ため家屋にあつまってくる。千葉県の外来生物リスト2020年改訂
版では、生態系または人に対する影響度は４段階のCランク（生態
系に明らかな影響が認められる、あるいは予測される）、根絶の可
能性を考慮した防除の緊急度は３段階のCランク（低い）とされる。

キマダラカメムシ

　教室博物館は、房総の山に関する調査研究、資料収集、県民の方々との交流の拠点として、
平成15年４月に君津市立三島小学校の余裕教室をお借りして開館しました。令和２年の三
島小学校の統合・移転後も引き続き旧三島小学校で開館を続けておりましたが、令和５年４
月からは清和小学校で「清和小教室博物館」として生まれ変わることになりました。場所は、
清和小の正門を入りすぐ右手の平屋の建物です（写真❶、❷）。ここには地域の方々や子ど
もたちの協力により収集された生き物や化石などの標本が保管してあり、手に取ってみるこ
とができます。今後も新しい教室博物館を拠点とし、ますます充実した活動を行っていきた
いと考えています。教室博物館は、毎月第２、第４金曜日の11:00～16:30に開館します。
皆様のご来館を心待ちにしております。
� （文：千葉友樹、写真：尾崎煙雄）

写真❶　清和小教室博物館のある建物
写真❷　清和小教室博物館の入口

教室博物館移転のお知らせ

田
ん
ぼ
や
急
な
斜
面
の
草
の
下
も
、
鳥
類
や

昆
虫
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
こ
の
よ

う
な
普
段
は
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
が
ち
な
場
所

で
も
調
査
が
進
め
ば
、
鳥
類
と
人
間
と
の
関
係

や
昆
虫
の
種
多
様
性
が
明
ら
か
に
な
る
の
で

し
ょ
う
。

さ
て
、
本
年
度
で
慣
れ
親
し
ん
だ
三
島
小
学

校
の
校
舎
を
離
れ
、
来
年
度
か
ら
は
清
和
小
学

校
で
の
教
室
博
物
館
の
活
動
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
つ
つ
、良
い
ス
タ
ー

ト
が
切
れ
る
よ
う
に
最
善
を
尽
く
し
ま
す
。
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トラクターの後を追うサギ、カラス、セキレイ（市原市 2023年２月８日）トラクターの後を追うサギ、カラス、セキレイ（市原市 2023年２月８日）

人を利用する鳥たち
～農機が生み出す鳥の餌場～

写真❶　�キマダラカメムシ�体長
20～23mm（木更津市�
2022年１月４日）

写真❷　�クサギカメムシ体長
13～18mm（木更津市�
2019年７月12日）
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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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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」ととらえる、千葉県立中
央博物館によるフィールド事業（野外で展開する博
物館活動）の一環です。観察会を開催したり、君
津市立清和小学校の校舎を利用した「教室博物館」
を拠点に、地域の方々のご協力のもと、資料の収集
や調査・研究等の活動を行っています。

漁
師
は
「
鳥
山
」
と
呼
ば
れ
る
カ
モ
メ
な
ど

の
群
れ
を
目
印
に
、
魚
群
を
探
し
ま
す
。
か
つ

て
瀬
戸
内
海
で
は
、
現
地
で
「
あ
び
鳥
」
と
呼

ば
れ
る
潜
水
性
の
シ
ロ
エ
リ
オ
オ
ハ
ム
を
頼
り

に
「
ア
ビ
漁
」
と
い
う
伝
統
漁
法
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
あ
び
鳥
が
海
面
か
ら
イ
カ
ナ
ゴ
の

群
れ
を
襲
う
と
き
、
海
底
か
ら
は
タ
イ
や
ス
ズ

キ
な
ど
が
集
ま
り
、
漁
師
が
こ
れ
を
釣
る
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
人
は
昔
か
ら
、
魚
を
獲
る

時
に
鳥
を
利
用
し
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
鳥
の

ほ
う
も
利
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
回
の
特
集
で
は
、
人
を
利
用
し
て
餌
を

捕
る
鳥
た
ち
の
姿
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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斜
面
の
草
の
下
に
住
む
虫
た
ち

房
総
丘
陵
の
林
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
垂
直
に
近

い
急
な
斜
面
沿
い
に
ミ
ヤ
マ
カ
ン
ス
ゲ
な
ど
の
大
型

の
ス
ゲ
類
や
、
イ
ノ
デ
類
な
ど
の
シ
ダ
植
物
が
た
く

さ
ん
生
育
し
て
い
る
光
景
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
（
写
真
❶
）。
こ
う
し
た
環
境
は
房
総
丘
陵
の

あ
ち
こ
ち
で
目
に
し
ま
す
が
、
特
に
沢
沿
い
な
ど
の

湿
っ
た
場
所
で
良
く
見
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
斜
面
沿
い
の
ス
ゲ
類
や
シ
ダ
植
物
の
群

落
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
昆
虫
の
生
息
場
所
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ス
ゲ
類
を
寄
主
と
す
る
昆
虫
に
は
ク
ロ
ス
ジ

ヒ
ゲ
ナ
ガ
カ
メ
ム
シ
、
ジ
ャ
ノ
メ
チ
ョ
ウ
な
ど
が
、

シ
ダ
植
物
を
寄
主
と
す
る
昆
虫
に
は
ク
ビ
ワ
シ
ダ
カ

ス
ミ
カ
メ
、
ケ
ナ
ガ
チ
ビ
ク
ロ
ノ
メ
イ
ガ
、
イ
カ
リ

モ
ン
ガ
な
ど
が
知
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
ス
ゲ
や

シ
ダ
の
群
落
の
根

際
を
観
察
す
る
と
、

枯
れ
葉
な
ど
が
ま

と
ま
っ
て
溜た

ま
っ

て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
う
し

た
場
所
は
夜
行
性

の
昆
虫
や
冬
越
し

を
す
る
昆
虫
（
写

真
❷
）
に
と
っ
て
、

隠
れ
家
と
し
て
好

適
な
環
境
と
な
っ

て
い
る
だ
け
で
な

く
、
森
林
の
土
壌
中
に
生
息
す
る
は
ず
の
ハ
ネ
カ
ク

シ
類
（
写
真
❸
）
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
土
壌
性
の
昆
虫
が
見

ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

急
な
斜
面
に
生
育
し
、
何
枚
も
の
長
い
葉
を
放
射

状
に
広
げ
た
ス
ゲ
や
シ
ダ
は
、
ま
る
で
逆
さ
に
置
い

た
傘
の
よ
う
に
、
上
か
ら
降
っ
て
く
る
落
ち
葉
や
果

実
を
受
け
止
め
や
す
く
、
そ
の
根
際
に
は
多
く
の
枯

れ
葉
、
落
果
実
、
種
子
な
ど
が
溜
ま
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
適
度
な
湿
り
気
が
保
た
れ
る
だ
け
で
な
く
、

土
壌
生
物
の
餌
と
な
る
有
機
物
も
多
く
存
在
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
ス
ゲ
や
シ
ダ
の
根
際

は
、
土
壌
性
昆
虫
に
と
っ
て
重
要
な
生
息
環
境
で
あ

る
リ
タ
ー
層
＊
１
に
似
た
条
件
に
な
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

調
べ
て
わ
か
っ
た
新
発
見

こ
の
変
わ
っ
た
環
境
に
は
ど
ん
な
種
の
昆
虫
が
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
専
門
で
あ
る
カ
メ
ム
シ
に

つ
い
て
調
査
を
進
め
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
ウ
ス
イ
ロ
カ
モ
ド
キ
サ
シ
ガ
メ
と
い
う

他
の
節
足
動
物
を
餌
と
す
る
肉
食
の
カ
メ
ム
シ
（
写

真
❹
）
は
、
照
葉
樹
上
で
生
活
す
る
も
の
の
個
体
数

は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
本
州
よ
り
西
に
「
薄
く
広
く
」

分
布
す
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
林
内
の

斜
面
に
生
え
る
ミ
ヤ
マ
カ
ン
ス
ゲ
の
枯
れ
た
部
分
を

め
く
る
よ
う
に
捕
虫
網
を
動
か
す
と
、
あ
ち
こ
ち
で

こ
の
カ
メ
ム
シ
が
採
集
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き

ま
し
た
。
中
に
は
狭
い
範
囲
か
ら
10
個
体
ほ
ど
が
見

つ
か
る
こ
と
も
あ
り
、
ど
う
や
ら
ミ
ヤ
マ
カ
ン
ス
ゲ

の
根
際
が
重
要
な
生
息
場
所
で
あ
る
よ
う
で
す
。

こ
う
し
た
環
境
か
ら
は
、
他
に
も
珍
し
い
カ
メ
ム

シ
が
見
つ
か
り
、
中
に
は
千
葉
県
初
記
録
種
や
未
記

載
種
＊
２
が
見
つ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
カ
メ
ム
シ

以
外
に
も
視
点
を
広
げ
る
と
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
た

く
さ
ん
の
発
見
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

斜
面
に
広
が
る
ス
ゲ
や
シ
ダ
の
群
落
は
、
一
見
す

る
と
「
何
の
変
哲
も
な
い
」
場
所
に
見
え
ま
す
が
、

多
く
の
新
発
見
が
眠
っ
て
い
る
環
境
で
も
あ
り
ま

す
。
皆
さ
ん
も
山
道
で
こ
の
よ
う
な
場
所
を
見
つ
け

た
ら
、
そ
こ
に
は
名
前
が
つ
い
て
い
な
い
昆
虫
や
生

態
が
分
か
っ
て
い
な
い
生
き
物
が
い
る
か
も
し
れ
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
馳は

せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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＊
１
．リ
タ
ー
層
：
森
林
に
お
い
て
地
表
面
に
落
ち
た
ま
ま
、

土
壌
生
物
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
分
解
さ
れ
て
い
な
い
葉
や
枝

な
ど
が
堆
積
し
た
層
の
こ
と
。

＊
２
．
未
記
載
種
：
学
術
論
文
な
ど
で
正
式
に
分
類
学
的
記

載
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
未
だ
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い

生
物
種
の
こ
と
。
こ
う
し
た
未
記
載
種
を
研
究
者
が
論
文
な

ど
で
記
載
し
、
発
表
さ
れ
る
こ
と
で
「
新
種
」
と
し
て
公
表

さ
れ
る
。

農
機
に
集
ま
る
サ
ギ
類

稲
刈
り
の
季
節
、
市
原
市
の
田
ん
ぼ

で
は
コ
ン
バ
イ
ン
が
忙
し
な
く
動
い
て

い
ま
し
た
。
コ
ン
バ
イ
ン
が
田
ん
ぼ
に

や
っ
て
く
る
と
、
間
も
な
く
15
羽
ほ
ど

の
ダ
イ
サ
ギ
と
チ
ュ
ウ
サ
ギ
が
集
ま
っ

て
き
ま
し
た
（
写
真
❶
）。
サ
ギ
た
ち

が
コ
ン
バ
イ
ン
の
そ
ば
を
夢
中
で
駆
け

ま
わ
り
、
矢
継
ぎ
早
に
嘴
く
ち
ば
しを
繰
り
出
し

て
餌
を
つ
い
ば
む
様
子
か
ら
、
興
奮
の

程
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
カ
エ
ル
や
昆

虫
は
、
隠
れ
家
だ
っ
た
稲
が
す
っ
か
り

刈
り
取
ら
れ
、
コ
ン
バ
イ
ン
に
追
い
立

て
ら
れ
た
挙
句
、
次
々
と
サ
ギ
に
捕
ら

え
ら
れ
て
い
き
ま
す
（
写
真
❷
～
❺
）。

捕
ま
っ
た
カ
エ
ル
は
体
を
く
ね
ら
せ
た

り
膨
ら
ま
せ
た
り
し
て
抵
抗
し
ま
す

が
、
時
す
で
に
遅
し
。
悉
こ
と
ご
と

く
丸
飲
み

に
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
日
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
し
ば
し
ば
ア
マ
サ
ギ
も
群
れ
に

混
ざ
り
ま
す
。
ア
マ
サ
ギ
は
英
語
で

Cattle�egret

と
い
い
、「
畜
牛
・
白し
ら

鷺さ
ぎ

」
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
英
名
は
ア

マ
サ
ギ
の
、牛
や
馬
に
つ
い
て
ま
わ
り
、

家
畜
の
に
お
い
に
集
ま
っ
た
ハ
エ
や
、

家
畜
に
驚
い
て
飛
び
出
し
た
バ
ッ
タ
な

ど
を
食
べ
る
習
性
に
由
来
し
ま
す
（
写

真
❻
）。
日
本
で
は
農
家
の
相
棒
が
牛

馬
か
ら
農
機
に
置
き
換
わ
っ
て
久
し
い

で
す
が
、
農
機
に
も
つ
い
て
ま
わ
る
の

が
今
ど
き
の
サ
ギ
の
暮
ら
し
で
す
。

乗
り
物
を
め
ぐ
る
鳥
た
ち
の
駆
け
引
き

季
節
は
移
ろ
い
立
春
を
迎
え
た
頃
、

田
ん
ぼ
で
は
耕
耘
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
時
に
活
躍
す
る
農
機
、
ト
ラ
ク

タ
ー
に
も
様
々
な
鳥
が
集
ま
り
ま
す
。

そ
の
日
は
ア
オ
サ
ギ
や
ダ
イ
サ
ギ
と

い
っ
た
サ
ギ
類
の
姿
も
あ
り
ま
し
た
が

数
は
少
な
く
、
代
わ
り
に
ハ
シ
ボ
ソ
ガ

ラ
ス
や
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
が
目
立
ち
ま
し

た
。
ト
ラ
ク
タ
ー
を
追
う
群
れ
を
観
察

す
る
と
、
種
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
ポ
ジ

シ
ョ
ン
が
異
な
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し

た
。
ト
ラ
ク
タ
ー
の
す
ぐ
後
ろ
に
ア
オ

サ
ギ
が
、
そ
れ
に
ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
が

続
き
、
最
後
尾
に
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
と
い

う
順
序
で
す
（
表
紙
写
真
）。

土
の
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
餌
を

真
っ
先
に
選
ん
で
狙
え
る
点
で
は
、
ト

ラ
ク
タ
ー
の
直
後
が
一
等
地

に
思
え
ま
す
が
、
セ
キ
レ
イ

に
と
っ
て
は
後
方
の
ほ
う
が

居
心
地
が
良
い
可
能
性
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
自
分
よ
り
大

き
い
サ
ギ
や
カ
ラ
ス
と
の
干

渉
を
避
け
、
体
力
や
神
経
や

時
間
の
消
耗
を
防
げ
る
か
ら

で
す
。
ま
た
、
す
で
に
サ
ギ

や
カ
ラ
ス
が
食
べ
終
え
た
所

で
も
、
セ
キ
レ
イ
が
利
用
す

る
に
は
十
分
な
サ
イ
ズ
や
量

の
餌
が
残
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

乗
り
物
の
ま
わ
り
で
餌
を

食
べ
る
鳥
に
つ
い
て
は
、
古

く
か
ら
興
味
深
い
研
究
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
カ
モ
メ
類

に
は
様
々
な
大
き
さ
の
種
類

が
い
ま
す
が
、
小
型
種
は
大

型
種
か
ら
し
ば
し
ば
妨
害
や

餌
略
奪
を
受
け
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ご

み
処
理
場
で
餌
と
な
る
生
ご
み
を
あ

さ
る
時
、
不
規
則
に
動
き
回
る
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
や
ト
ラ
ッ
ク
が
い
れ
ば
、
そ

の
ま
わ
り
に
は
機
敏
に
動
け
る
小
型

種
だ
け
が
近
づ
く
こ
と
が
で
き
、
餌
を

食
べ
や
す
く
な
る
と
い
う
報
告
が
あ

り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
ト
ラ
ク
タ
ー
や
コ
ン

バ
イ
ン
の
そ
ば
に
大
型
の
サ
ギ
や
カ
ラ

ス
が
陣
取
れ
た
の
は
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

や
ト
ラ
ッ
ク
に
比
べ
て
ゆ
っ
く
り
と
規

則
的
に
動
く
た
め
で
し
ょ
う
。
人
を
利

用
し
て
餌
を
捕
る
鳥
た
ち
の
間
に
は
、

人
や
乗
り
物
の
動
き
に
応
じ
た
駆
け
引

き
が
あ
る
よ
う
で
す
。

�

（
平
田
和
彦
）

参
考
文
献

Bellebaum
�J.�

（2005

）�Betw
een�the�

H
erring�G

ull� Larus argentatus�and�the�
bulldozer:�Black-headed�G

ull� Larus 
ridibundus�feeding�sites�on�a�refuse�
dum

p.�O
rnis�Fennica�82:�166–171.

Burger�J.�（1981

）�Feeding�com
petition�

betw
een�Laughing�G

ulls�and�H
erring�

G
ulls�at�a�sanitary�landfill.�Condor�
83:�328-335.

人を利用する鳥たち
～農機が生み出す鳥の餌場～

特 集

写真❶　農機のまわりで餌を狙うサギの群れ（市原市�2022年９月28日）
写真❷　ニホンアカガエルを捕食したダイサギ（市原市�2022年９月28日）
写真❸　ニホンアマガエルを捕食したダイサギ（市原市�2022年９月28日）
写真❹　クビキリギスを捕食したチュウサギ（市原市�2022年９月28日）
写真❺　クビキリギスを捕食したダイサギ（市原市�2022年９月28日）
写真❻　アマサギと畜牛（沖縄県八重山郡竹富町黒島�2022年４月19日）

❶❶

❸❸

❺❺

❷❷

❹❹

❻❻

❶❶

❸❸

❹❹

❷❷

写真❶　�斜面沿いに生育するスゲ類とシダ類（東京大学
千葉演習林）

写真❷　�スゲの根際で越冬していたオオツノカメムシ
（東京大学千葉演習林）

写真❸　�スゲの根際の枯れ葉だまりから採集されたハネ
カクシ類（大多喜町）

写真❹　�ウスイロカモドキサシガメ（東京大学千葉演習
林）

3 2第80号　2023（令和５）年・春 第80号　2023（令和５）年・春

コラム

房
総
丘
陵
の
動
植
物
（
28
）



斜
面
の
草
の
下
に
住
む
虫
た
ち

房
総
丘
陵
の
林
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
垂
直
に
近

い
急
な
斜
面
沿
い
に
ミ
ヤ
マ
カ
ン
ス
ゲ
な
ど
の
大
型

の
ス
ゲ
類
や
、
イ
ノ
デ
類
な
ど
の
シ
ダ
植
物
が
た
く

さ
ん
生
育
し
て
い
る
光
景
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
（
写
真
❶
）。
こ
う
し
た
環
境
は
房
総
丘
陵
の

あ
ち
こ
ち
で
目
に
し
ま
す
が
、
特
に
沢
沿
い
な
ど
の

湿
っ
た
場
所
で
良
く
見
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
斜
面
沿
い
の
ス
ゲ
類
や
シ
ダ
植
物
の
群

落
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
昆
虫
の
生
息
場
所
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ス
ゲ
類
を
寄
主
と
す
る
昆
虫
に
は
ク
ロ
ス
ジ

ヒ
ゲ
ナ
ガ
カ
メ
ム
シ
、
ジ
ャ
ノ
メ
チ
ョ
ウ
な
ど
が
、

シ
ダ
植
物
を
寄
主
と
す
る
昆
虫
に
は
ク
ビ
ワ
シ
ダ
カ

ス
ミ
カ
メ
、
ケ
ナ
ガ
チ
ビ
ク
ロ
ノ
メ
イ
ガ
、
イ
カ
リ

モ
ン
ガ
な
ど
が
知
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
ス
ゲ
や

シ
ダ
の
群
落
の
根

際
を
観
察
す
る
と
、

枯
れ
葉
な
ど
が
ま

と
ま
っ
て
溜た

ま
っ

て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
う
し

た
場
所
は
夜
行
性

の
昆
虫
や
冬
越
し

を
す
る
昆
虫
（
写

真
❷
）
に
と
っ
て
、

隠
れ
家
と
し
て
好

適
な
環
境
と
な
っ

て
い
る
だ
け
で
な

く
、
森
林
の
土
壌
中
に
生
息
す
る
は
ず
の
ハ
ネ
カ
ク

シ
類
（
写
真
❸
）
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
土
壌
性
の
昆
虫
が
見

ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

急
な
斜
面
に
生
育
し
、
何
枚
も
の
長
い
葉
を
放
射

状
に
広
げ
た
ス
ゲ
や
シ
ダ
は
、
ま
る
で
逆
さ
に
置
い

た
傘
の
よ
う
に
、
上
か
ら
降
っ
て
く
る
落
ち
葉
や
果

実
を
受
け
止
め
や
す
く
、
そ
の
根
際
に
は
多
く
の
枯

れ
葉
、
落
果
実
、
種
子
な
ど
が
溜
ま
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
適
度
な
湿
り
気
が
保
た
れ
る
だ
け
で
な
く
、

土
壌
生
物
の
餌
と
な
る
有
機
物
も
多
く
存
在
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
ス
ゲ
や
シ
ダ
の
根
際

は
、
土
壌
性
昆
虫
に
と
っ
て
重
要
な
生
息
環
境
で
あ

る
リ
タ
ー
層
＊
１
に
似
た
条
件
に
な
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

調
べ
て
わ
か
っ
た
新
発
見

こ
の
変
わ
っ
た
環
境
に
は
ど
ん
な
種
の
昆
虫
が
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
専
門
で
あ
る
カ
メ
ム
シ
に

つ
い
て
調
査
を
進
め
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
ウ
ス
イ
ロ
カ
モ
ド
キ
サ
シ
ガ
メ
と
い
う

他
の
節
足
動
物
を
餌
と
す
る
肉
食
の
カ
メ
ム
シ
（
写

真
❹
）
は
、
照
葉
樹
上
で
生
活
す
る
も
の
の
個
体
数

は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
本
州
よ
り
西
に
「
薄
く
広
く
」

分
布
す
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
林
内
の

斜
面
に
生
え
る
ミ
ヤ
マ
カ
ン
ス
ゲ
の
枯
れ
た
部
分
を

め
く
る
よ
う
に
捕
虫
網
を
動
か
す
と
、
あ
ち
こ
ち
で

こ
の
カ
メ
ム
シ
が
採
集
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き

ま
し
た
。
中
に
は
狭
い
範
囲
か
ら
10
個
体
ほ
ど
が
見

つ
か
る
こ
と
も
あ
り
、
ど
う
や
ら
ミ
ヤ
マ
カ
ン
ス
ゲ

の
根
際
が
重
要
な
生
息
場
所
で
あ
る
よ
う
で
す
。

こ
う
し
た
環
境
か
ら
は
、
他
に
も
珍
し
い
カ
メ
ム

シ
が
見
つ
か
り
、
中
に
は
千
葉
県
初
記
録
種
や
未
記

載
種
＊
２
が
見
つ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
カ
メ
ム
シ

以
外
に
も
視
点
を
広
げ
る
と
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
た

く
さ
ん
の
発
見
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

斜
面
に
広
が
る
ス
ゲ
や
シ
ダ
の
群
落
は
、
一
見
す

る
と
「
何
の
変
哲
も
な
い
」
場
所
に
見
え
ま
す
が
、

多
く
の
新
発
見
が
眠
っ
て
い
る
環
境
で
も
あ
り
ま

す
。
皆
さ
ん
も
山
道
で
こ
の
よ
う
な
場
所
を
見
つ
け

た
ら
、
そ
こ
に
は
名
前
が
つ
い
て
い
な
い
昆
虫
や
生

態
が
分
か
っ
て
い
な
い
生
き
物
が
い
る
か
も
し
れ
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
馳は

せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

�

（
伴
　
光
哲
）

＊
１
．リ
タ
ー
層
：
森
林
に
お
い
て
地
表
面
に
落
ち
た
ま
ま
、

土
壌
生
物
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
分
解
さ
れ
て
い
な
い
葉
や
枝

な
ど
が
堆
積
し
た
層
の
こ
と
。

＊
２
．
未
記
載
種
：
学
術
論
文
な
ど
で
正
式
に
分
類
学
的
記

載
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
未
だ
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い

生
物
種
の
こ
と
。
こ
う
し
た
未
記
載
種
を
研
究
者
が
論
文
な

ど
で
記
載
し
、
発
表
さ
れ
る
こ
と
で
「
新
種
」
と
し
て
公
表

さ
れ
る
。

農
機
に
集
ま
る
サ
ギ
類

稲
刈
り
の
季
節
、
市
原
市
の
田
ん
ぼ

で
は
コ
ン
バ
イ
ン
が
忙
し
な
く
動
い
て

い
ま
し
た
。
コ
ン
バ
イ
ン
が
田
ん
ぼ
に

や
っ
て
く
る
と
、
間
も
な
く
15
羽
ほ
ど

の
ダ
イ
サ
ギ
と
チ
ュ
ウ
サ
ギ
が
集
ま
っ

て
き
ま
し
た
（
写
真
❶
）。
サ
ギ
た
ち

が
コ
ン
バ
イ
ン
の
そ
ば
を
夢
中
で
駆
け

ま
わ
り
、
矢
継
ぎ
早
に
嘴
く
ち
ば
しを
繰
り
出
し

て
餌
を
つ
い
ば
む
様
子
か
ら
、
興
奮
の

程
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
カ
エ
ル
や
昆

虫
は
、
隠
れ
家
だ
っ
た
稲
が
す
っ
か
り

刈
り
取
ら
れ
、
コ
ン
バ
イ
ン
に
追
い
立

て
ら
れ
た
挙
句
、
次
々
と
サ
ギ
に
捕
ら

え
ら
れ
て
い
き
ま
す
（
写
真
❷
～
❺
）。

捕
ま
っ
た
カ
エ
ル
は
体
を
く
ね
ら
せ
た

り
膨
ら
ま
せ
た
り
し
て
抵
抗
し
ま
す

が
、
時
す
で
に
遅
し
。
悉
こ
と
ご
と

く
丸
飲
み

に
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
日
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
し
ば
し
ば
ア
マ
サ
ギ
も
群
れ
に

混
ざ
り
ま
す
。
ア
マ
サ
ギ
は
英
語
で

Cattle�egret

と
い
い
、「
畜
牛
・
白し
ら

鷺さ
ぎ

」
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
英
名
は
ア

マ
サ
ギ
の
、牛
や
馬
に
つ
い
て
ま
わ
り
、

家
畜
の
に
お
い
に
集
ま
っ
た
ハ
エ
や
、

家
畜
に
驚
い
て
飛
び
出
し
た
バ
ッ
タ
な

ど
を
食
べ
る
習
性
に
由
来
し
ま
す
（
写

真
❻
）。
日
本
で
は
農
家
の
相
棒
が
牛

馬
か
ら
農
機
に
置
き
換
わ
っ
て
久
し
い

で
す
が
、
農
機
に
も
つ
い
て
ま
わ
る
の

が
今
ど
き
の
サ
ギ
の
暮
ら
し
で
す
。

乗
り
物
を
め
ぐ
る
鳥
た
ち
の
駆
け
引
き

季
節
は
移
ろ
い
立
春
を
迎
え
た
頃
、

田
ん
ぼ
で
は
耕
耘
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
時
に
活
躍
す
る
農
機
、
ト
ラ
ク

タ
ー
に
も
様
々
な
鳥
が
集
ま
り
ま
す
。

そ
の
日
は
ア
オ
サ
ギ
や
ダ
イ
サ
ギ
と

い
っ
た
サ
ギ
類
の
姿
も
あ
り
ま
し
た
が

数
は
少
な
く
、
代
わ
り
に
ハ
シ
ボ
ソ
ガ

ラ
ス
や
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
が
目
立
ち
ま
し

た
。
ト
ラ
ク
タ
ー
を
追
う
群
れ
を
観
察

す
る
と
、
種
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
ポ
ジ

シ
ョ
ン
が
異
な
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し

た
。
ト
ラ
ク
タ
ー
の
す
ぐ
後
ろ
に
ア
オ

サ
ギ
が
、
そ
れ
に
ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
が

続
き
、
最
後
尾
に
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
と
い

う
順
序
で
す
（
表
紙
写
真
）。

土
の
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
餌
を

真
っ
先
に
選
ん
で
狙
え
る
点
で
は
、
ト

ラ
ク
タ
ー
の
直
後
が
一
等
地

に
思
え
ま
す
が
、
セ
キ
レ
イ

に
と
っ
て
は
後
方
の
ほ
う
が

居
心
地
が
良
い
可
能
性
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
自
分
よ
り
大

き
い
サ
ギ
や
カ
ラ
ス
と
の
干

渉
を
避
け
、
体
力
や
神
経
や

時
間
の
消
耗
を
防
げ
る
か
ら

で
す
。
ま
た
、
す
で
に
サ
ギ

や
カ
ラ
ス
が
食
べ
終
え
た
所

で
も
、
セ
キ
レ
イ
が
利
用
す

る
に
は
十
分
な
サ
イ
ズ
や
量

の
餌
が
残
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

乗
り
物
の
ま
わ
り
で
餌
を

食
べ
る
鳥
に
つ
い
て
は
、
古

く
か
ら
興
味
深
い
研
究
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
カ
モ
メ
類

に
は
様
々
な
大
き
さ
の
種
類

が
い
ま
す
が
、
小
型
種
は
大

型
種
か
ら
し
ば
し
ば
妨
害
や

餌
略
奪
を
受
け
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ご

み
処
理
場
で
餌
と
な
る
生
ご
み
を
あ

さ
る
時
、
不
規
則
に
動
き
回
る
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
や
ト
ラ
ッ
ク
が
い
れ
ば
、
そ

の
ま
わ
り
に
は
機
敏
に
動
け
る
小
型

種
だ
け
が
近
づ
く
こ
と
が
で
き
、
餌
を

食
べ
や
す
く
な
る
と
い
う
報
告
が
あ

り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
ト
ラ
ク
タ
ー
や
コ
ン

バ
イ
ン
の
そ
ば
に
大
型
の
サ
ギ
や
カ
ラ

ス
が
陣
取
れ
た
の
は
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

や
ト
ラ
ッ
ク
に
比
べ
て
ゆ
っ
く
り
と
規

則
的
に
動
く
た
め
で
し
ょ
う
。
人
を
利

用
し
て
餌
を
捕
る
鳥
た
ち
の
間
に
は
、

人
や
乗
り
物
の
動
き
に
応
じ
た
駆
け
引

き
が
あ
る
よ
う
で
す
。
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写真❶　農機のまわりで餌を狙うサギの群れ（市原市�2022年９月28日）
写真❷　ニホンアカガエルを捕食したダイサギ（市原市�2022年９月28日）
写真❸　ニホンアマガエルを捕食したダイサギ（市原市�2022年９月28日）
写真❹　クビキリギスを捕食したチュウサギ（市原市�2022年９月28日）
写真❺　クビキリギスを捕食したダイサギ（市原市�2022年９月28日）
写真❻　アマサギと畜牛（沖縄県八重山郡竹富町黒島�2022年４月19日）
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❶❶

❸❸
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❷❷

写真❶　�斜面沿いに生育するスゲ類とシダ類（東京大学
千葉演習林）

写真❷　�スゲの根際で越冬していたオオツノカメムシ
（東京大学千葉演習林）

写真❸　�スゲの根際の枯れ葉だまりから採集されたハネ
カクシ類（大多喜町）

写真❹　�ウスイロカモドキサシガメ（東京大学千葉演習
林）
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MEMO

小櫃川流域の生きもの
キマダラカメムシ  
～南蛮渡来の外来種、温暖化で分布
拡大～

「なんだ、これは！」とびっくりした。大晦日、椅子に上がって、
居間のカレンダーをはがしたら、黒い虫が白壁に張り付いている。
「ゴキブリの幼虫？いや、形が違う。クサギカメムシ？」。毎年、ク
サギカメムシが、庭のブットレアから発生し、夏～秋に成虫が網戸
に張り付いていたので、そう思ったが、「そういえば、秋に洗濯物
についた虫が、部屋の明りの周りを飛んだ後、行方不明になったっ
け。カレンダーの裏で越冬していたか。飼い猫も気が付かないはず
だ」と感心しながら、捕虫網でとらえ、管ビンに入れた。その時、
アルコールを含んだ様な少し嫌な臭いが漂った。虫をじっくりみる
とクサギカメムシよりも大きいし、頭と胸の黄色い線がはっきりし
ている。「キマダラカメムシ！木更津市にも遂にやってきたか？」と
驚いた。このカメムシは南蛮渡来の外来種で、1770年代に長崎の

出島で採集され、1783年に新種と
して記載された。国内の分布を広げ
つつあり、2008年には東京都から、
2011年には愛知県から記録された。
地球温暖化に後押しされ、分布域
は今後も拡大してゆくと予想され
ていた。千葉県の外来生物リスト
2020年改訂版によれば、千葉県で
も松戸市など県内各地で確認され
ている。現在、木更津市史自然資
料編を編さん中だが、委員の方から、
昨年10月に近くの建造物の外壁に
いたと写真を見せていただいた。２
匹いたとなると流域の皆さんの周り
でもきっと見られると思うので、注
意してみてはいかがでしょうか？

参考文献
・�友国雅章監修．1993．「日本原
色カメムシ図鑑」全国農村教育協会．p221，348.
・�石川忠・高井幹夫・安永智秀編.�2012．「日本原色カメムシ図
鑑第３巻」全国農村教育協会．p484.
・�千葉県環境生活部自然保護課．2020．千葉県の外来生物リス
ト2020年改訂版

� （文・写真　千葉県立中央博物館ボランティア　成田篤彦）

サクラやカキなどの植物に幼・成虫が寄生。冬季に成虫が越冬の
ため家屋にあつまってくる。千葉県の外来生物リスト2020年改訂
版では、生態系または人に対する影響度は４段階のCランク（生態
系に明らかな影響が認められる、あるいは予測される）、根絶の可
能性を考慮した防除の緊急度は３段階のCランク（低い）とされる。

キマダラカメムシ

　教室博物館は、房総の山に関する調査研究、資料収集、県民の方々との交流の拠点として、
平成15年４月に君津市立三島小学校の余裕教室をお借りして開館しました。令和２年の三
島小学校の統合・移転後も引き続き旧三島小学校で開館を続けておりましたが、令和５年４
月からは清和小学校で「清和小教室博物館」として生まれ変わることになりました。場所は、
清和小の正門を入りすぐ右手の平屋の建物です（写真❶、❷）。ここには地域の方々や子ど
もたちの協力により収集された生き物や化石などの標本が保管してあり、手に取ってみるこ
とができます。今後も新しい教室博物館を拠点とし、ますます充実した活動を行っていきた
いと考えています。教室博物館は、毎月第２、第４金曜日の11:00～16:30に開館します。
皆様のご来館を心待ちにしております。
� （文：千葉友樹、写真：尾崎煙雄）

写真❶　清和小教室博物館のある建物
写真❷　清和小教室博物館の入口

教室博物館移転のお知らせ

田
ん
ぼ
や
急
な
斜
面
の
草
の
下
も
、
鳥
類
や

昆
虫
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
こ
の
よ

う
な
普
段
は
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
が
ち
な
場
所

で
も
調
査
が
進
め
ば
、
鳥
類
と
人
間
と
の
関
係

や
昆
虫
の
種
多
様
性
が
明
ら
か
に
な
る
の
で

し
ょ
う
。

さ
て
、
本
年
度
で
慣
れ
親
し
ん
だ
三
島
小
学

校
の
校
舎
を
離
れ
、
来
年
度
か
ら
は
清
和
小
学

校
で
の
教
室
博
物
館
の
活
動
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
つ
つ
、良
い
ス
タ
ー

ト
が
切
れ
る
よ
う
に
最
善
を
尽
く
し
ま
す
。
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千
葉
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）

トラクターの後を追うサギ、カラス、セキレイ（市原市 2023年２月８日）トラクターの後を追うサギ、カラス、セキレイ（市原市 2023年２月８日）

人を利用する鳥たち
～農機が生み出す鳥の餌場～

写真❶　�キマダラカメムシ�体長
20～23mm（木更津市�
2022年１月４日）

写真❷　�クサギカメムシ体長
13～18mm（木更津市�
2019年７月12日）

特 集

❶❶

❶❶

❷❷

❷❷

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。

第80号　2023（令和５）年・春

房総の山のフィールド・ミュージアム　ニュースレター
発　行

連絡先

千葉県立中央博物館
房総の山のフィールド・ミュージアム

〒260-8682
千葉市中央区青葉町955-2
TEL : 043-265-3111
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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」ととらえる、千葉県立中
央博物館によるフィールド事業（野外で展開する博
物館活動）の一環です。観察会を開催したり、君
津市立清和小学校の校舎を利用した「教室博物館」
を拠点に、地域の方々のご協力のもと、資料の収集
や調査・研究等の活動を行っています。

漁
師
は
「
鳥
山
」
と
呼
ば
れ
る
カ
モ
メ
な
ど

の
群
れ
を
目
印
に
、
魚
群
を
探
し
ま
す
。
か
つ

て
瀬
戸
内
海
で
は
、
現
地
で
「
あ
び
鳥
」
と
呼

ば
れ
る
潜
水
性
の
シ
ロ
エ
リ
オ
オ
ハ
ム
を
頼
り

に
「
ア
ビ
漁
」
と
い
う
伝
統
漁
法
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
あ
び
鳥
が
海
面
か
ら
イ
カ
ナ
ゴ
の

群
れ
を
襲
う
と
き
、
海
底
か
ら
は
タ
イ
や
ス
ズ

キ
な
ど
が
集
ま
り
、
漁
師
が
こ
れ
を
釣
る
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
人
は
昔
か
ら
、
魚
を
獲
る

時
に
鳥
を
利
用
し
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
鳥
の

ほ
う
も
利
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
回
の
特
集
で
は
、
人
を
利
用
し
て
餌
を

捕
る
鳥
た
ち
の
姿
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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