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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。

こ
の
写
真
は
八
千
代
市
萱
田
の
長
福
寺
境
内

で
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
石
碑
に
彫
ら
れ
て
い

る
図
像
に
見
覚
え
の
あ
る
方
も
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
後
期
、
肥
後
国
に
出
現
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
疫
病
封
じ
の
妖
怪
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
（COVID

-19

）
の
流
行
に
関
連

し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ミ
ー
ム
と
な
っ
た

「
ア
マ
ビ
エ
」
の
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

背
面
を
確
認
す
る
と
建
立
さ
れ
た
の
は
令
和
三

年
三
月
と
の
こ
と
。

ア
マ
ビ
エ
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
な
ど
と
い
っ
た

近
年
の
社
会
情
勢
を
背
景
と
し
て
爆
発
的
に

「
バ
ズ
」
り
、
感
染
症
対
策
の
ア
イ
コ
ン
と
な

り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
社
会
現
象
を
象

徴
す
る
存
在
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

八
千
代
市
の
近
辺
に
は
、
こ
の
「
ア
マ
ビ
エ

石
碑
」
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
病
気
平
癒
へ
の

祈
り
を
込
め
た
石
造
物
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま

す
。�

（
小
出
麻
友
美
）



昔
も
今
も
、「
健
康
」
が
大
き
な
関
心

事
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
高
度
な
医
療
技
術
が
発
達

し
て
い
な
か
っ
た
近
現
代
に
は
、
神
仏
を

初
め
と
す
る
超
自
然
的
存
在
に
祈
ら
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し

た
。房

総
半
島
に
ま
で
仏
教
文
化
が
波
及

し
た
の
は
７
世
紀
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
、
最
古

級
の
寺
院
と
し
て
龍
角
寺
（
現
印
旛
郡
栄

町
）
と
上
総
大
寺
（
現
木
更
津
市
、
現
在

は
廃
絶
）
の
二
寺
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
両
寺
は
薬
師

如
来
を
本
尊
と
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
龍
角
寺
に
は
現
在
も
御
本
尊
と

し
て
銅
造
薬
師
如
来
坐
像
（
重
要
文
化

財
）
が
鎮
座
し
て
お
り
、
東
京
都
調
布
市

の
深
大
寺
が
所
蔵
す
る
銅
造
釈
迦
如
来
倚

像
（
重
要
文
化
財
）
と
並
ぶ
関
東
最
古
の

白
鳳
仏
と
し
て
有
名
で
す
。
龍
角
寺
以
外

に
も
県
内
に
は
古
い
薬
師
如
来
像
の
優
品

が
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
病
を
癒
し
て

く
れ
る
薬
師
如
来
が
人
々
の
尊
崇
を
あ
つ

め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
（
写

真
❶
）。

一
方
、
表
紙
で
も
ご
紹
介
し
た
八
千

代
市
を
中
心
と
す
る
地
域
に
は
不
思
議
に

咳
を
治
し
て
く
れ
る
と
い
う
民
間
信
仰

「
咳
の
神
様
」
に
ま
つ
わ
る
言
い
伝
え
や

石
碑
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
八
千
代
市
米
本
に
あ
る

中
世
城
郭
・
米
本
城
跡
に
は
「
し
ろ
ぬ
し

様
」
と
呼
ば
れ
る
神
様
が
お
り
、
水
の
神

様
で
あ
る
「
あ
ん
ば
さ
ま
」（
茨
城
県
稲

敷
市
の
大
杉
神
社
）
と
並
ん
で
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
永
禄
元
年（
一
五
五
八
）

頃
、
城
が
落
城
し
た
際
に
咳
を
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
敵
に
発
見
さ
れ
、
殺
さ
れ

て
し
ま
っ
た
老
兵
の
墓
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

墓
石
と
さ
れ
て
い
る
の
は
板
碑
と
呼

ば
れ
る
石
製
塔
婆
を
転
用
し
た
も
の
で
、

康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
の
年
紀
が
確
認

さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
伝
承
の
老
兵
の
墓

石
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
が

（
写
真
❷
）、
米
本
が
中
世
前
期
か
ら
地
域

に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
場
所
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
遺
物
で
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

一
方
、
八
千
代
市
に
隣
接
す
る
佐
倉

市
に
伝
わ
る
「
お
た
つ
様
」
の
伝
承
に
つ

い
て
は
、
江
戸
末
期
の
医
師
赤
松
宗
旦
が

著
し
た
地
誌
『
利
根
川
図
志
』
巻
四
に
詳

し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

正
和
三
年
（
一
三
一
四
）、
臼
井
城
主

臼
井
祐
胤
が
病
死
し
た
た
め
、
子
息
竹
若

丸
が
跡
を
継
ぐ
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
竹

若
丸
が
ま
だ
三
歳
と
幼
少

で
あ
っ
た
た
め
、
祐
胤
の

弟
の
志
津
城
主
胤
氏
が
後

見
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
胤
氏
は
は
じ
め
遺
言

を
守
っ
て
い
ま
し
た
が
、

次
第
に
野
心
が
芽
生
え
、

竹
若
丸
を
殺
害
し
て
な
り

代
わ
ろ
う
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
の
謀
反

に
気
が
つ
い
た
の
が
お
た

つ
と
い
う
下
女
で
し
た
。

彼
女
が
い
ち
早
く
岩
戸
城

主
五
郎
胤
安
に
知
ら
せ
た

こ
と
で
、
竹
若
丸
は
逃
げ

お
お
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
お
た
つ
自
身
は
胤

氏
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、「
し

ろ
ぬ
し
様
」
と
同
じ
く
「
隠
れ
て
い
た
と

こ
ろ
咳
を
し
て
し
ま
っ
た
た
め
発
見
さ
れ

て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
理
由
付
け
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。「
咳
の
た
め
に
命
を
落
と

し
た
」
と
い
う
説
話
を
伴
う
咳
の
神
様

は
、
千
葉
県
内
に
限
ら
ず
全
国
各
地
に
数

多
く
分
布
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、

こ
う
し
た
点
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

お
た
つ
を
気
の
毒
に
思
っ
た
里
の
人

が
彼
女
を
弔
う
た
め
に
建
立
し
た
と
い
う

石
碑
が
佐
倉
市
臼
井
田
に
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。『
利
根
川
図
志
』
に
よ
る
と
、「
咳
の

出
る
人
が
祠
に
焦
椒
（
麦
で
作
ら
れ
た
落

雁
の
よ
う
な
お
菓
子
）
と
お
茶
を
供
え
て

祈
る
と
不
思
議
に
治
る
」
と
の
こ
と
。

現
地
を
訪
ね
て
み
る
と
碑
に
は
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
の
お
茶
や
麦
の
お
菓
子
が
数
多

く
供
え
ら
れ
て
お
り
、
中
に
は
最
近
お
供

え
さ
れ
た
様
子
の
も
の
も
み
ら
れ
ま
し
た

（
写
真
❸
）。「
お
た
つ
様
」
へ
の
信
仰
は
、

今
な
お
地
域
に
し
っ
か
り
と
息
づ
い
て
い

る
よ
う
で
す
。

�

（
小
出
麻
友
美
）
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写真❶：当館歴史展示室にて展示中の「木造薬師如来坐像（複
製）」。現品は銚子市常灯寺蔵（重要文化財）。年に一
度、正月八日に公開される。

写真❷：八千代市米本城跡の「しろぬし様」。（2024年11月撮影）
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❶❶

❷❷ ❸❸

2第87号　2024（令和６）年・冬



冬
も
バ
ッ
タ
観
察

冬
は
多
く
の
昆
虫
に
と
っ
て
厳
し
い
季
節
で

す
。
一
般
的
に
昆
虫
の
仲
間
は
土
の
中
に
潜
っ
た

り
、
朽
木
の
中
に
隠
れ
た
り
し
て
、
寒
さ
を
耐
え

凌
ぎ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
冬
は
あ
ま
り
昆
虫
を
観

察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
千
葉
県
で
は
、

冬
で
も
比
較
的
簡
単
に
成
虫
を
観
察
で
き
る
バ
ッ

タ
の
仲
間
が
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
紹
介
す
る
ツ

チ
イ
ナ
ゴ�Patanga�japonica

（
図
❶
）。
バ
ッ

タ
と
い
え
ば
、
秋
。
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら

少
し
外
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
持

ち
主
で
す
。

ツ
チ
イ
ナ
ゴ
の
特
徴

ツ
チ
イ
ナ
ゴ
は
オ
ス
が
体
長
50–

55
㎜
、
メ
ス

が
50–

70
㎜
の
大
型
の
バ
ッ
タ
で
、
日
本
国
内
で

は
北
海
道
を
除
く
全
国
に
広
く
分
布
し
、
国
外
で

は
朝
鮮
半
島
、
中
国
、
台
湾
、
イ
ン
ド
に
分
布
し

て
い
ま
す
。
成
虫
は
褐
色
で
す
が
、
若
虫
※
の
多

く
は
緑
色
で
す
（
図
❷
）。
本
種
は
大
型
で
あ
り

な
が
ら
個
体
数
も
多
い
た
め
、
見
た
こ
と
が
あ
る

と
い
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
見
、
ト

ノ
サ
マ
バ
ッ
タ
や
ク
ル
マ
バ
ッ
タ
な
ど
の
他
の

バ
ッ
タ
と
見
間
違
え
や
す
い
で
す
が
、
目
の
下
の

黒
い
涙
の
よ
う
な
模
様
が
特
徴
で
、
房
総
半
島
で

は
こ
の
よ
う
な
模
様
を
持
つ
バ
ッ
タ
は
ツ
チ
イ
ナ

ゴ
だ
け
で
す
（
図
❶
）。
ク
ズ
な
ど
の
幅
が
広
い

葉
を
好
ん
で
食
べ
る
た
め
、
そ
れ
ら
が
茂
る
環
境

を
好
み
ま
す
が
、
イ
ネ
科
草
本
を
食
べ
る
こ
と
も

あ
り
、
他
の
バ
ッ
タ
類
と
比
較
す
る
と
食
へ
の
こ

だ
わ
り
は
少
な
い
よ
う
で
す
（
図
❸
）。

ユ
ニ
ー
ク
な
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

多
く
の
バ
ッ
タ
類
は
、秋
に
地
中
に
卵
を
産
み
、

産
み
つ
け
ら
れ
た
卵
は
そ
の
ま
ま
冬
を
越
し
ま

す
。
こ
の
た
め
バ
ッ
タ
の
仲
間
を
冬
に
観
察
す
る

こ
と
が
難
し
い
の
で
す
が
、
ツ
チ
イ
ナ
ゴ
は
成
虫

の
ま
ま
冬
を
越
し
、
春
に
産
卵
し
ま
す
。
図
❹
に

ツ
チ
イ
ナ
ゴ
と
一
般
的
な
バ
ッ
タ
類
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
を
示
し
ま
し
た
。
産
卵
の
時
期
が
半
年
ほ

ど
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
こ

の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
持
つ
バ
ッ
タ
の
仲
間
は
千

葉
県
で
は
ツ
チ
イ
ナ
ゴ
た
だ
１
種
の
み
で
す
。

ツ
チ
イ
ナ
ゴ
の
卵
は
初
夏
に
孵
化
し
ま
す
。
産

ま
れ
た
ば
か
り
の
若
虫
は
緑
色
で
、
全
身
に
黒
の

斑
点
が
あ
り
ま
す
（
図
❺
）。
た
く
さ
ん
の
葉
を

食
べ
、
脱
皮
を
重
ね
て
、
秋
に
な
る
と
成
虫
に
な

り
、
そ
の
ま
ま
冬
越
し
し
ま
す
。
冬
場
の
成
虫
は

枯
れ
草
の
下
で
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
で

す
が
、
暖
か
い
日
に
は
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
（
図
❻
）。
本
種
に
特
徴
的
な

目
の
下
の
黒
い
模
様
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
は
な

く
、
脱
皮
を
重
ね
る
と
現
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す

（
図
❼
）。

ち
な
み
に
南
西
諸
島
に
は
本
種
に
近
縁
で
、

よ
り
大
型
の
タ
イ
ワ
ン
ツ
チ
イ
ナ
ゴ�Patanga�

succincta

が
生
息
し
て
い
ま
す
（
図
❽
）。
奄
美

大
島
や
沖
縄
に
行
っ
た
際
は
探
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。千

葉
県
で
冬
に
観
察
で
き
る「
バ
ッ
タ
の
仲
間
」

は
ツ
チ
イ
ナ
ゴ
だ
け
で
す
が
、
実
は
冬
に
成
虫
を

観
察
で
き
る
「
昆
虫
」
は
ツ
チ
イ
ナ
ゴ
以
外
に
も

い
ま
す
。
今
年
の
冬
は
昆
虫
を
観
察
し
て
、
例
年

と
は
違
う
充
実
し
た
冬
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

�

（
樽
宗
一
朗
）

※�

若
虫
：
不
完
全
変
態
（
蛹
に
な
ら
な
い
）
の
昆

虫
に
用
い
る
幼
虫
の
こ
と
。
バ
ッ
タ
の
仲
間
の

他
、
カ
マ
キ
リ
や
ト
ン
ボ
の
仲
間
に
も
当
て
は

ま
る
。

❸❸

❼❼

❹❹

❽❽

❶❶

❺❺

❷❷

❻❻

図❶　ツチイナゴ成虫（2021年４月18日　生態園で撮影：目印は目の
下の黒い涙のような模様）

図❷　ツチイナゴ若虫（2020年９月３日　生態園で撮影：かわいい）
図❸　ツチイナゴ成虫（2023年10月19日　生態園で撮影：ススキを食

べている）
図❹　ツチイナゴと一般的なバッタ類のライフサイクルの比較
図❺　ツチイナゴ若虫（2017年７月21日　君津市立三島小学校で撮影：

まだ目の下に黒い模様はない）

図❻　ツチイナゴ成虫（2020年11月14日　生態園で撮影：暖かそう）
図❼　ツチイナゴ若虫（2024年９月４日　生態園で撮影：目の下に黒

い模様がある）
図❽　タイワンツチイナゴ成虫（2018年６月18日　奄美大島で撮影：

よく見るとツチイナゴより体表面の毛が少ない）
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小櫃川流域の生きもの
ムラサキツバメ  
～集団で越冬？～

　ピィーヨ、ピィーヨと小鳥の鳴き声、今年も北国からヒヨドリ
が渡ってきたか？と思いながら、散歩に出かけた。こげ茶色の小
さなチョウが近所の庭木の色づいたミカンの実に舞い降りた。後
ろ翅（はね）に突起がある。「あ！ムラサキツバメ」。この時期、
このチョウは越冬場所を探して移動する。急いで、カメラを取り
に行き戻ってきたが、もういなかった。近くの公園のマテバシイ
の若葉が、このチョウの幼虫に食べられた痕が残っていたから、
そこにいるのでは？と考え、行ってみると予想通り若葉に１匹止
まっていた。
　実は、かつて、２〜３匹のムラサキツバメが、陽のあたる、畑
地を囲むシイ・カシ林の樹上を飛び回り、背丈の高さのスダジイ
の葉上に降りてくるのを観察していた。近づいて、よく見ると数
匹が重なり合って止まっている。この場所は、樹の葉や枝で被わ
れ、風雨雪が当たらない場所である。「集団越冬？」と思った。
しかし、不思議なことに、集団が形成されるのは12月中旬〜下
旬で、１月初旬には集団はなくなり、別の場所で個々に飛行して
いる。なぜ、冬になると一時的に集団になるのか？いまだに、不

思議に思っている。
　さて、南国に生息していたムラサキツバメは、房総では1986
年にはじめて館山市で発見された。その後、2002年には県下全
域に分布するようになった。理由は暖冬になったことと幼虫のえ
さのマテバシイが公園や垣根にもともと植えてあったからである。
　現在は、近所では、マテバシイの垣根は少なくなったが、公園
や農家には残っているので、このチョウが毎年発生し、モンシロ
チョウなどよりも頻繁に出会う。春〜秋には翅を開く姿はまず見
られないが、冬になると陽だまりで、このチョウのメスがゆっく
りと翅を広げると目の覚めるような青色が現れる。一度みたら、
このチョウの美しさに魅了されてしまう。

参考文献
・�成田篤彦．2006．木更津市中尾におけるムラサキツバメの集
団越冬について．千葉生物誌56巻２号　pp.68-69
・白水隆著．2006．『日本産蝶類標準図鑑』学研

（文・写真　千葉県立中央博物館ボランティア　成田篤彦）

全長21〜31㎜。本州、四国、九州、台湾、スマトラなどに分布。成
虫で越冬し、５月〜６月に産卵、その後、連続して発生を繰り返す。

ムラサキツバメ　チョウ目シジミチュウ科

　10月20日（日）、君津市宿原の三島神社周辺で観察会「秋の里の生きもの」
を開催しました（参加者23名）。観察会前日は雨が降り、気温も下がってしま
いましたが、観察会当日は雨も降らず気温も上がりました。この日盛り上がり
を見せたのがフクラスズメの幼虫（写真❶）。�毒々しい見た目と、激しい体の
動きから注目を集めていました。
� （樽宗一朗）

観察会報告　秋の里の生きもの
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写真❶　フクラスズメの幼虫

❶❶

写真❶　�ムラサキツバメのメス　2013年12月14日　木更津市
写真❷　�ムラサキツバメの集団越冬？　2006年12月23日　木更津市

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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