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房総のフィールド・ミュージアムとは

　房総を舞台に、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。

フ
ィ
ー
ル
ド
に
は
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
人
々
の
営

み
の
跡
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
地

域
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
多
く
の
情
報
を
提
供
し
て

く
れ
る
貴
重
な
歴
史
資
料
で
す
。
し
か
し
現
代
社
会
に

と
っ
て
は
不
要
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
く
、
い

つ
の
間
に
か
整
理
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
以
降
、
数
多
く
建
て
ら
れ
て
き

た
石
造
物
も
、
道
路
工
事
や
土
地
開
発
な
ど
で
す
ぐ
に

移
動
も
し
く
は
整
理
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
資

料
た
ち
で
す
。
今
回
は
そ
の
よ
う
な
石
造
物
の
う
ち
、

通
行
す
る
人
々
に
行
き
先
を
案
内
し
て
き
た
道
標
た
ち

を
紹
介
し
ま
す
。
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
文
字
の
形
や
地
名

の
呼
称
、
行
き
先
の
表
示
範
囲
な
ど
今
と
は
か
な
り
感

覚
が
異
な
っ
て
い
て
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
資
料
で
す
。

�

（
米
谷　

博
）

【
表
紙
写
真
】

交
差
点
に
集
め
ら
れ
た
４
基
の
道
標
。
江
戸
時
代
中

頃
か
ら
昭
和
ま
で
の
六
地
蔵
や
道
祖
神
、
庚
申
塔
な
ど

と
併
用
さ
れ
て
い
る
。
傍
に
は
現
代
の
擬
木
の
案
内
板
も

立
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
道
標
は
行
き
先
を
か
な
り
遠

方
ま
で
表
示
し
て
い
る
が
、
現
代
版
は
最
寄
り
駅
ま
で
と

な
っ
て
い
る
。
時
代
に
よ
る
歩
行
範
囲
の
違
い
が
表
れ
て

い
て
面
白
い
。
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渡
船
場
を
示
す
道
標

地
域
の
旧
道
を
歩
い
て
い
る
と
四
つ

角
や
集
落
の
入
り
口
な
ど
に
、
江
戸
時

代
か
ら
昭
和
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
石

造
物
を
見
か
け
ま
す
。
そ
こ
に
新
し
い

花
が
供
え
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、

今
で
も
地
元
の
人
々
が
大
切
に
守
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
多
く
は
庚

申
塔
や
道
祖
神
な
ど
の
供
養
塔
で
す

が
、
な
か
に
は
右
へ
行
く
と
何
処
、
左

へ
行
く
と
何
処
と
い
よ
う
に
道
標
を
兼

ね
て
い
る
石
も
あ
り
ま
す
。

道
標
は
現
代
風
に
い
え
ば
道
路
標
識

の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
道
が
ど
こ
へ
続

い
て
い
る
の
か
を
一
目
で
分
か
る
よ
う

に
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
動
車
の
ス

ピ
ー
ド
な
ら
ば
あ
の
大
き
さ
が
必
要
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
の
移
動
が
徒
歩

だ
っ
た
時
代
は
高
さ
一
ｍ
程
度
の
石
柱

で
十
分
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
刻

ま
れ
た
地
名
は
、
そ
の
場
所
を
通
っ
た

当
時
の
人
々
が
目
的
地
ま
た
は
通
過
地

と
し
て
意
識
し
て
い
た
場
所
で
す
。
彼

ら
が
ど
の
位
先
の
地
名
ま
で
必
要
と
し

て
い
た
の
か
当
時
の
距
離
的
感
覚
を
窺

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
地
名
の
文

字
は
誰
で
も
読
め
る
よ
う
に
多
く
は
仮

名
書
き
で
す
。
明
治
以
降
は
漢
字
表
記

も
増
え
ま
す
が
、
行
政
的
な
正
式
名
称

で
は
な
く
当
時
の
人
々
が
使
っ
て
い
た

通
称
の
街
道
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
も

興
味
深
い
で
す
。

香
取
郡
周
辺
だ
と
そ
こ
に
は
「
な
り

さ
ん
」（
成
田
山
）
や
「
じ
ゅ
り
ん
じ
」

（
樹
林
寺
）、「
か
ん
と
り
」（
香
取
）
な

ど
の
寺
社
や
「
さ
は
ら
」（
佐
原
）
や

「
て
う
し
」（
銚
子
）
な
ど
の
町
場
が
記

さ
れ
ま
す
。
ま
た
「
さ
わ
ら
へ
ち
か
み

ち
」（
佐
原
へ
近
道
）
や
「
さ
く
み
ち
」

（
作
道
）
や
「
む
ら
み
ち
」（
村
道
）
な

ど
は
谷
津
田
や
集
落
へ
迷
い
込
ま
な
い

よ
う
に
親
切
な
表
記
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
ほ
か
「
か
づ
さ
み
ち
」（
上
総
道
）

や
「
え
ど
み
ち
」（
江
戸
道
）
な
ど
遠

方
の
地
名
も
見
ら
れ
ま
す
。
香
取
か
ら

江
戸
へ
向
か
う
人
々
が
こ
の
周
辺
を
歩

い
て
い
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
そ
う
し
た
地
名
に
「
あ

ん
ば
」（
阿
波
）
や
「
か
し
ま
」（
鹿

島
）、「
い
き
す
」（
息
栖
）、「
つ
ち
う

ら
」（
土
浦
）
な
ど
の
利
根
川
の
向
こ

う
の
地
名
を
刻
ん
だ
道
標
も
見
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
は
こ
の
先
に
渡
船
が
あ
る
の

で
、
そ
こ
へ
の
道
を
示
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
今
で
は
川
面
も
見
え
ず
親
水
感

も
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
利
根
川
で
す

が
、
堤
防
の
上
か
ら
は
す
ぐ
近
く
に
対

岸
の
茨
城
県
を
望
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
か
つ
て
は
こ
の
地
が
渡
船
場
と
し

て
向
こ
う
岸
と
の
窓
口
に
な
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
現
代
の
地
図
で
は
川
が

境
界
と
な
っ
て
い
る
対
岸
ど
う
し
も
、

渡
船
場
を
意
識
す
る
と
ま
た
違
っ
た
地

域
間
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
き
ま
す
。

多
く
の
道
標
は
元

の
場
所
か
ら
移
動
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
が
、
江
戸
時
代
の

人
々
が
読
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
そ
の
文
字
を

み
な
が
ら
、
そ
こ
に

刻
ま
れ
て
い
る
地
名

や
方
角
を
考
え
、
元

の
場
所
を
想
像
し
た

り
す
る
の
も
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
で
の
楽

し
み
の
一
つ
で
す
。　

�

（
米
谷　

博
）

道標を調べる特 集

写真❶　「さわらへちかみち」。安政６年（1859）香取市牧野
写真❷　「右　江戸　なめ川　道」。安政２年（1855）香取市大戸川
写真❸　「南はかんとり　西は鳥居かし」。鳥居かしは津宮河岸の通称。

安永８年（1779）香取市津宮
写真❹　「此方　かうさき　あば　つちうら」。阿波、土浦は対岸の茨城

県。寛政12年（1800）神崎町並木
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落
ち
葉
や
小
枝
に
生
え
る

ミ
ク
ロ
な
き
の
こ

き
の
こ
と
い
え
ば
、
傘
と
柄
を
も
つ
い
わ
ゆ
る

「
き
の
こ
型
」（
通
称
ハ
ラ
タ
ケ
型
）
を
思
い
浮
か

べ
る
方
が
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
多
く
は
担
子
菌

類
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
属
し
ま
す
。
し
か
し
、
菌

類
の
も
う
一
つ
の
主
要
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
子
嚢
菌

類
に
は
、
直
径
が
１
ミ
リ
程
度
の
極
小
の
き
の
こ

を
作
る
仲
間
が
い
る
の
で
す
。
筆
者
が
主
に
調
べ

て
い
る
の
は
、
そ
の
中
で
も
「
ビ
ョ
ウ
タ
ケ
の
仲

間
」
と
よ
ば
れ
る
一
群
で
す
。

ビ
ョ
ウ
タ
ケ
の
仲
間
と
い
っ
て
も
、
分
類
学
上

の
位
置
づ
け
で
は
目も

く

に
相
当
し
、
世
界
で
約
30
科

６
０
０
０
種
以
上
が
知
ら
れ
る
、
き
わ
め
て
多
様

な
グ
ル
ー
プ
で
す
。
多
く
は
地
上
に
落
下
し
た
樹

木
の
葉
や
枝
の
上
に
、
直
径
１
ミ
リ
内
外
の
画
鋲

型
の
き
の
こ
を
つ
く
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、
５
～

７
月
頃
に
近
く
の
林
を
散
策
す
る
機
会
が
あ
れ
ば

（
写
真
❶
）、
ぜ
ひ
落
葉
を
手
に
と
っ
て
眺
め
て
み

て
く
だ
さ
い
。
目
が
慣
れ
て
く
る
と
、
湿
っ
た
落

葉
の
上
に
は
無
数
の
粒
の
よ
う
な
も
の
が
観
察
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す（
写
真
❷
）。
こ
れ
が
ビ
ョ

ウ
タ
ケ
目
の
菌
で
、ル
ー
ペ
で
拡
大
し
て
み
る
と
、

小
さ
い
な
が
ら
も
き
の
こ
の
形
を
し
て
い
ま
す
。

房
総
半
島
は
ミ
ク
ロ
な
き
の
こ
の

宝
庫
？

面
白
い
こ
と
に
、
ビ
ョ
ウ
タ
ケ
目
菌
の
多
く
は

決
ま
っ
た
植
物
の
遺
体
か
ら
発
生
し
（
基
質
選
択

性
と
い
う
）、
そ
れ
を
分
解
し
て
養
分
を
得
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ん
な
種
類
の
菌
が
発
生

す
る
か
は
、
そ
の
土
地
の
植
物
相
に
よ
っ
て
大
い

に
影
響
さ
れ
ま
す
。

房
総
半
島
で
は
、
専
門
家
と
市
民
が
協
同
し
て

詳
細
な
き
の
こ
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
大
型
の

担
子
菌
類
を
中
心
に
７
０
０
種
類
も
の
野
生
き
の

こ
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ビ
ョ
ウ
タ

ケ
目
菌
類
は
長
尾
・
吹
春
（
２
０
０
２
）
に
よ
っ

て
20
種
弱
が
報
告
さ
れ
た
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
調

べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
日
本
で
は
照

葉
樹
林
（
※
１
）
に
ど
ん
な
ビ
ョ
ウ
タ
ケ
目
菌
類

が
生
え
る
の
か
、
ほ
ぼ
未
解
明
の
ま
ま
で
す
。

筆
者
は
今
年
４
月
に
中
央
博
物
館
に
着
任
し
、

房
総
半
島
の
ビ
ョ
ウ
タ
ケ
目
菌
を
調
べ
始
め
た
ば

か
り
で
す
が
、
５
月
に
東
京
大
学
千
葉
演
習
林
の

照
葉
樹
林
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
早
速
ス
ダ
ジ
イ
の

落
葉
上
に
ビ
ョ
ウ
タ
ケ
目
菌
の
一
種
を
発
見
し
ま

し
た
（
写
真
❸
）。
こ
の
菌
は
シ
イ
カ
シ
ヒ
ナ
ノ

チ
ャ
ワ
ン
タ
ケ
（Erioscyphella sinensis

）
で
、
筆

者
が
２
０
２
２
年
に
日
本
新
産
と
し
て
報
告
し
た

も
の
で
す
（Tochihara�&

�H
osoya�2022

）。

茨
城
県
や
神
奈
川
県
、
島
根
県
、
佐
賀
県
か
ら
知

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
房
総
半
島
か
ら
は
初
め
て

の
発
見
と
な
り
ま
す
。
実
際
に
は
日
本
の
照
葉
樹

林
に
幅
広
く
分
布
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
照
葉

樹
林
の
落
葉
の
分
解
者
と
し
て
、
生
態
系
で
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
６
月
の
訪
問
で
は
、
何
気
な
く
拾
っ

た
ヤ
マ
モ
モ
の
落
葉
に
、
見
慣
れ
な
い
菌
を
発
見

し
ま
し
た
（
写
真
❹
）。
黒
い
剛
毛
が
目
立
つ
こ

の
菌
はH

ym
enotorrendiella

属
の
一
種
と
判
明
し

ま
し
た
。
こ
の
属
は
南
半
球
に
分
布
の
中
心
を
も

ち
、
日
本
か
ら
は
未
報
告
で
、
未
記
載
種
（
※
２
）

の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
さ
ら
に
詳
し

く
調
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
房
総
半
島
の
照
葉
樹
林
は
ミ
ク

ロ
な
菌
の
宝
庫
と
思
わ
れ
、
多
く
の
新
種
が
み
つ

か
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
落
葉
や
小
枝
の

上
に
小
さ
な
き
の
こ
を
見
つ
け
た
際
は
、
ぜ
ひ
博

物
館
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
一
緒
に
名
前
を
調

べ
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
も
新
種
の
発
見
者
に
な
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

�

（
栃
原
行
人
）

※
１　

照
葉
樹
林

�　

タ
ブ
ノ
キ
や
ス
ダ
ジ
イ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹

か
ら
な
る
林
。房
総
半
島
を
特
徴
づ
け
る
植
生
。

※
２　

未
記
載
種

�　

こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
種
。
こ

れ
を
論
文
発
表
す
る
こ
と
で
新
種
と
し
て
認
め

ら
れ
る
。
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T
och
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�

（2022

）�
Exam

ination�of�the�generic�concept�
and�species�boundaries�of�the�genus�
E

rioscyphella�

（L
achnaceae, H

elotiales, 
Ascom

ycota

）�w
ith�the�proposal�of�new

�
species�and�new

�com
binations�based�on�

the�Japanese�m
aterials.�M

ycoKeys�87:�
1-52.
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写真❶　千葉県立中央博物館生態園の照葉樹林。湿った落葉が地表に堆積し、
ビョウタケ目菌の発生に適した環境。

写真❷　ビョウタケ目菌が発生した落葉。白色とオレンジ色の２種の菌が棲み分
けている。

写真❸　スダジイの落葉上に発生したシイカシヒナノチャワンタケ（矢印、左上
は拡大）（東京大学千葉演習林）。

写真❹　ヤマモモの落葉上に発生した未知種（Hymenotorrendiella�sp.）（東京大学
千葉演習林）。
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連 載

MEMO

小櫃川流域の生きもの
シロスジコガネ  
～海岸の松林に生息～

　初夏の晴天の日、下流域のアシ原が輝いていた。この季節、昆
虫が多く現れると期待して虫捕りにやってきた。アカテガニが暗
がりでガサガサと音を立てて、走り去る。アシ原に踏み込み、昆
虫網ですくい取ったり、棒で何度か葉を叩いたが、虫が飛び出す
気配がない。「少し時期が早かったか？」とがっかりしたが、反
対側の路傍のセイタカアワダチソウの茎に一匹の茶色の甲虫がい
た。全身褐色、白い筋。「シロスジコガネ！久しぶり、生きてい
るのは初めて」と嬉しくなった。幅広い触角があるので、オス。
「こんな場所に潜んでいるの？」と驚いた。近づくと「ギシ、ギ
シ、ギシ」と音を出している。「私を脅かしている？」と思った。
彼は、写真を撮っている間、音を出し続けていた。下流域の広い

草原でみつけた、この大型のコガネムシは清々しく魅力的な昆虫
であった。実は、約10年前の８月、近くの海岸のキミガヨラン
の葉の間から、この虫の死骸（オス）を発見したが、それ以来で
ある。シロスジコガネの幼虫は、松林の土中で生活するといわれ
ている。近くの海岸にはクロマツの防風林があるが、年々、狭く
なってきている。この種が生息し続けられるように、今後も海岸
の草原やクロマツ林が保全されることを願っている。

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―
動物編2011年改訂版及び2019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）

体長24-32mm。千葉県選定要保護生物、海岸砂地、または湖岸砂地
に生息している。幼虫は砂地に生える松林の土中に生息しているよう
である。灯火に飛来する。分布は、北海道、本州、四国、九州。県内
では富津市、富山町、鴨川市江見地区、銚子市、木更津市、市原市、
御宿町、館山市、八日市場市、千葉市、印西市、佐倉市、千倉町、和
田町などに記録がある。海岸地帯に多い。保護対策は海岸草地、海岸
の松の防風林の保全。

シロスジコガネ　コガネムシ科

　７月20～21日（土・日）、鴨川市清澄山にある東京大学千葉演習
林と共催で昆虫の観察会を行いました（参加者27名）。１日目は夜の
ライトトラップを行いました。昨年は観察できなかったカブトムシの
オスが飛来し大盛り上がり。２日目は森の中で樹液に集まる昆虫を観
察しました（写真❶、❷）。� （樽宗一朗）

　７月28日（日）と８月25日（日）に君津市の清和県民の森で観察
会「川の生きもの」を開催しました（参加人数はそれぞれ37名と31
名）。清和県民の森内の川で魚やサワガニ、水生昆虫を中心に観察し
ました（写真❸、❹）。� （樽宗一朗）

観察会報告　夏の山の昆虫

観察会報告　川の生きもの
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写真❶　ライトトラップの様子
写真❷　樹液に集まる虫を探す
写真❸　生きものを捜索
写真❹　�最後に観察できた生きものの解説を行なった

❶❶

❸❸

❷❷

❹❹

写真❶　�海岸のクロマツ林（左上）
　　　　2017/6/5
写真❷　�シロスジコガネ
　　　　2024/6/16

❶❶ ❷❷

の由来
　房総のフィールド・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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