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3 共生のひろば　2016 年３月　

シカの食害から自然環境をどう守るか
・・・菅村定昌・弘中達夫（シカから自然環境等を守る但馬北部連絡会 )

西宮市夙川の生物環境調査－イシマキガイを手がかりに－
　　・・・高田心・鈴木雄大（兵庫県立西宮今津高等学校）

相生湾の干潟のカニ調査
　・・・相生子ども里海クラブ　あいおいカニカニ調査隊

ふるさとの海、相生湾～風味を感じて～
　　・・・あいおい子ども里海クラブ

相生牡蠣の養殖
　・・・相生市立相生小学校　

9 年間の棚田保全や体験、棚田エコ学園の取り組みについて
　　・・・永菅裕一・大朋あゆみ（NPO 法人棚田 LOVER’ s）

ありまふじ公園の生き物を観察する子ども講座「生態学実習」
　　・・・中峰空・廣田編子 ( 三田市有馬富士自然学習センター )・佐々木一将・辻新太 ( 講座受講生代表 )

甲南女子大学ふれあいの森づくり
　・・・特定非営利活動法人　あいな里山茅葺同人

地域の獣害対策を支援して里地里山の恵みをわかちあう「さともん」ネットワーク
　　・・・鈴木克哉（特定非営利活動法人里地里山問題研究所）

市民活動 10 年の振り返りと後継者育成への挑戦
　　・・・大脇巧己（特定非営利活動法人さんぴぃす）

植物画――解剖図の役割
　・・・田地川和子・貴島せい子・肥田陽子（GREEN GRASS） 

コウノトリが生息できる環境づくり
　　・・・上田尚志（NPO コウノトリ市民研究所）・森薫（コウノトリ湿地ネット）

カメラは見た！ニュータウンの森のなかまたち
　　・・・中田一真（ごもくやさん　生き物撮影係）

打出浜干潟の生き物を探そう
　・・・芦屋市立打出浜小学校　３年生

こども植物画教室のとりくみ　
・・・岸本美季・ 中嶋惠子・ 中瀬美絵（レモンリーフ）

Scientific Illustration（サイエンティフィック イラストレーション）を学んで
　　・・・安江尚子（京都大学大学院理学研究科附属植物園）

シンボルフィッシュ「アユ」の遡上観察～武庫川
　　 ・・・佐々木礼子・ 吉田博昭 ( 武庫川づくりと流域連携を進める会 )

園芸福祉活動での作品成果と公園ボランティアの活動について
　　・・・近藤洋介（国営明石海峡公園）

草葺きの住居に住んでいた －失われゆく兵庫の草葺き屋根－
　・・・山崎敏昭 （ひとはく地域研究員）

目　　次 兵庫古生物研究会　発足からの一年［活動紹介］
・・・兵庫古生物研究会

淡路島の和泉層群から産出する二枚貝類化
・・・岸本眞五（ひとはく地域研究員・兵庫古生物研究会）

六甲山上の「まちっ子の森」と「散歩道」を活かす
・・・堂馬英二（六甲山を活用する会）

自然物由来の日本画顔料　̶生命を描くということ̶
・・・町田藻映子（京都大学大学院理学研究科植物系統分類学研究室　研究生）

ムクロジの花にきた虫たち
・・・牛島清春・牛島富子（ひとはく地域研究員・兵庫植物同好会）

あびき湿原って凄い !!
・・・山下公明（あびき湿原保存会）

絵本やジオラマで学ぶ環境教育
・・・泉山真寛・赤松真治・東垣大祐・伊藤波輝・大谷直寛・北村胡桃・柴田理沙・長尾歩実・花谷和志　

いきものずかん（兵庫県立大学環境人間学部 EHC 学生団体）

堺市鉢ヶ峰における 1993 年から 2008 年にかけての鳥類相の変化
・・・楠瀬雄三 （エコシステムリサーチ・ひとはく地域研究員）・福井亘（京都府立大学大学院）

やってみました自主講座　鳴く虫の会の試み
・・・吉田滋弘（ひとはく連携グループ　鳴く虫研究会　きんひばり）

茅葺きの今とこれから
・・・阿部洋平（淡河かやぶき屋根保存会　くさかんむり）

「武庫川がっこう」の目的と活動実績
・・・田村博美・大塚俊光（武庫川がっこう）

企画展示　in  有馬富士公園
・・・里山レンジャー

野生動物保護募金助成を活用した取り組みの一例　～兵庫県のホトケドジョウ保全の取り組み～
・・・丹波地域のホトケドジョウを守る会・神戸市立須磨海浜水族園

だっぴ　ひと皮むけましてん　～昆虫の脱皮と企画展「だっぴ」の紹介～
・・・野本康太（伊丹市昆虫館）

伊丹市昆虫館友の会の活動報告
・・・伊丹市昆虫館友の会（井上治彦・藻川芳彦）

「アサザ発見！」ってホンマか？ 有性生殖の新事実
・・・平嶋祐大・木谷亮太・岡田遼太郎・久野透子・奥藤珠希・山田愛子

　　( 兵庫県立大学附属高等学校　自然科学部生物班 )

生きものガイドブック制作と自然講座による教育普及
・・・原口展子（島根大学汽水域研究センター）・三原菜美（鳥取県立博物館）

石炭火力発電所建設は是か非か？～神鋼発電新設 1 号機・2 号機建設に関する考察～
・・・中山彩乃　沼田悠果（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

プラナリアは永遠に生きるのか？～分裂条件からみた寿命～
・・・岩田萌花　竹内友佳子（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

ＬＥＤライトはプラナリアにどう影響するのか？～忌避行動と体色変化から探る～
・・・村田薫音・常本京香（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

菌根菌と腐生菌で発生環境に違いがあるのか？～選好指数からみたキノコの多様性～
・・・中村雄太郎・阿波田みのり・新保悠里乃・高岡まりあ・林真里菜・廣岡季陽里・飯田龍暉・成将希

西端実弥美・中原雨音・砂川真智子（兵庫県立御影高等学校　環境科学部生物班）

ハヤブサの落とし物（Part5）―教材としての活用―
・・・溝田浩美（ひとはく地域研究員）

但馬沿岸部の流れ藻に付随する魚類の季節的変化を調べる
・・・足立龍星・杞山元康・冨永つゆか （兵庫県立香住高等学校　課題研究・流れ藻）

みんなで育む市民科学者～共生のひろばと学校教育の関係（特に義務教育にこだわって）～
・・・佐々木宏展（摂津市立第二中学校）

みんなでつくるブイブイの森
・・・前中徹・倉本健次・矢津政広（兵庫県三田市公園みどり課）

武庫川上流部の河川改修工事による魚類への影響
・・・豊島直也・森大紀・谷津光太・井月尚・大前明日香・酒井ゆうい・阪中達也・田井彰人

（兵庫県立篠山産業高等学校丹南校　生物部）

身近な生き物を守る－篠山市の取り組み－
・・・篠山市役所

地域資源を有効活用～ありっ竹使い切る！！～
・・・稲元友佳子・圓増まどか・北尾早絵・中佑太・藤田拓海（兵庫県立篠山東雲高等学校　ふるさと特産類型）

超巨大イヌワシの巣
・・・ＮＰＯ法人 人と自然の会　かわせみの会

樹脂で作る花の装飾品・イワシ３種
・・・ＮＰＯ法人 人と自然の会　封入標本サークル

ダリアで見直す地域活動
・・・岡田照代（ダリアを楽しむ会 代表）

西宮のきのこ封入標本と夙川松の健全化プロジェクト
・・・漆崎文子・河上浩・北川万里・松原久・三上博栄（西宮市きのこクラブＯＢ会）

ホトケドジョウ類の腹部白色線形状による個体識別調査の紹介
・・・青山茂（ひとはく地域研究員）

石ころクラブの活動報告
・・・石ころクラブ勉強会

国際的に通用する高校生の育成の 4 回の貴重な実践経験から得た秘訣、及び

オーストラリア・シドニーにおける国際甲殻類学会（TCSIAA 2015 Sydney）参加・発表報告
・・・丹羽 信彰（神戸市立六甲アイランド高）

幼児期の遊びや学びを豊かにする環境学習支援ツールの制作
・・・内田友梨恵・浜田将宏・池本悠華・池田拓朗・高橋啓太・陳豫皖・嶽山洋志

（兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科）

オオカクツツトビケラはなぜ陸上で産卵するか？
・・・渡辺昌造（ひとはく地域研究員）

2015 年に南西諸島で確認された淡水ガメの分布
　　・・・嶋津信彦 ( しまづ外来魚研究所・兵庫県立長田高等学校生物部 OB)

日本触媒・水源の森（赤西渓谷・兵庫県宍粟市）における植林活動のとりくみと川の生物調査
　　・・・小笹康男・福田正（NPO 法人　ひょうご森の倶楽部）・重安一（株式会社　日本触媒）

　　角絢香・片野泉（兵庫県立大学　環境人間学部）

冬期の姫路市飾東町付近の子嚢菌調査から分かること
　　・・・岡田英士（姫路科学館自然系ジュニア学芸員・兵庫県立姫路飾西高等学校）

地域における外来ガメの防除、および今後の取り組みについて
　　・・・大谷健太朗（姫路科学館自然系ジュニア学芸員）

プラナリアのかんさつ　
　　・・・山崎伊織（京都市立岩倉南小学校）

「市民の視点で武庫川を科学する」－武庫川市民学会の紹介－
・・・武庫川市民学会

武庫川流域市民による特定外来種オオキンケイギクの駆除活動
　　・・・山本義和・上田宏・白神理平（武庫川流域圏ネットワーク）

加古川下流域における魚類種の変化
　　・・・木村聡太・竹内勇貴・岸田周士（兵庫県立農業高等学校　生物部）

人為的攪乱による湿地の変化について
　　・・・柳瀬太・井上美優・下大迫卓矢・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

標識再捕法の精度についての検証実験
　　・・・生月秀幸・酒井敦史・境田稜・垣内柊人・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

環境 DNA 手法を用いた希少種調査捕法の確立　第 2 報
　　・・・喜多山友輔・久次米響・本城将真・松本宗弘・森垣岳 ( 兵庫県立農業高等学校　生物部 )

北摂里山大学
　　・・・重金昭雄（阪神北県民局 県民交流室 環境課）・中井義光（北摂里山博物館運営協議会）

おおばこの会　わたしたちのフィールド　～小野市での活動 2015 ～ 
　　・・・小林賢二・岡崎聡郎・小林爽子・東一文代・西尾勝彦・藤本國雄

藤本吉次・松永恵子・山本英夫・吉田士郎 ( おおばこの会 )

里山いきもの研究所 ～人と野生動物とのより豊かな関係性を目指して～
　　・・・一般社団法人　里山いきもの研究所

尼崎市緑地におけるバッタ類の環境選好性
・・・荒木竜平・本郷岳・山岡大悟・鳥生大祐・山内拳史郎（環境学園専門学校）

尼崎の森中央緑地における鳥類の生息状況
・・・田中良典・谷山竜一・水野竜佑・江原共百生・加瀬雄大（環境学園専門学校）

草木染めを用いた環境教育プログラムの改善と評価
・・・秦絵梨花・福本菜美（環境学園専門学校）

鳥類の生息状況調査から考える森づくり
・・・水野竜佑（環境学園専門学校）

宝塚市で子どもたちに自然や生き物のおもしろさを伝える～しぜんクラブの活動 2015 ～
・・・稗田 勲・大倉保子・小野恒義・岡田義晴・丸山幸子（しぜんクラブ）・小島華子（フレミラ宝塚）

セミの抜け殻しらべ
・・・八巻晤郎（六甲山自然案内人の会）

川久保渓谷の水生昆虫
・・・森本静子（ひとはく地域研究員・NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

水辺の鳥（魚を食べる鳥たち）
・・・高橋剛（NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

南あわじ市・吹上浜の漂着物
・・・安田渉夏・川口心羽・谷間祐月・泊 青夏・金山ひより・荒木穂奈美・楓るみ子（ガールスカウト兵庫県第 95 団）

博物館の山にすむ動物とつどうヒトたち
・・・福井市自然史博物館骨格標本作製ボランティア・鈴木聡（福井市自然史博物館）

西宮市の海岸動物
・・・渡部哲也（西宮市貝類館）

瀬戸内海で出会った小さなクジラの仲間 - スマスイのスナメリ調査 -
・・・中村清美（須磨海浜水族園）

ピンこれ ～ピンセットこれくしょん～
・・・長島聖大（伊丹市昆虫館）

とりのたまごコレクション
・・・浜口美幸

あたらしい世界を超高解像度写真（GigaPan）でつかみとる！
・・・マップコンシェルジュ株式会社
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シンボルフィッシュ「アユ」の遡上観察～武庫川
　　 ・・・佐々木礼子・ 吉田博昭 ( 武庫川づくりと流域連携を進める会 )

園芸福祉活動での作品成果と公園ボランティアの活動について
　　・・・近藤洋介（国営明石海峡公園）

草葺きの住居に住んでいた －失われゆく兵庫の草葺き屋根－
　・・・山崎敏昭 （ひとはく地域研究員）

兵庫古生物研究会　発足からの一年［活動紹介］　　　

　　　・・・兵庫古生物研究会

淡路島の和泉層群から産出する二枚貝類化　　　　

　　・・・岸本眞五（ひとはく地域研究員・兵庫古生物研究会）

六甲山上の「まちっ子の森」と「散歩道」を活かす
・・・堂馬英二（六甲山を活用する会）

自然物由来の日本画顔料　̶生命を描くということ̶
　　・・・町田藻映子（京都大学大学院理学研究科植物系統分類学研究室　研究生）

ムクロジの花にきた虫たち
　　・・・牛島清春・牛島富子（ひとはく地域研究員・兵庫植物同好会）

あびき湿原って凄い !!
　　・・・山下公明（あびき湿原保存会）

絵本やジオラマで学ぶ環境教育　　 

　　・・・泉山真寛・赤松真治・東垣大祐・伊藤波輝・大谷直寛・北村胡桃・柴田理沙・長尾歩実・花谷和志　
　　いきものずかん（兵庫県立大学環境人間学部 EHC 学生団体）

堺市鉢ヶ峰における 1993 年から 2008 年にかけての鳥類相の変化
　　・・・楠瀬雄三 （エコシステムリサーチ・ひとはく地域研究員）・福井亘（京都府立大学大学院）

やってみました自主講座　鳴く虫の会の試み
　　・・・吉田滋弘（ひとはく連携グループ　鳴く虫研究会　きんひばり）

茅葺きの今とこれから
・・・阿部洋平（淡河かやぶき屋根保存会　くさかんむり）

「武庫川がっこう」の目的と活動実績
・・・田村博美・大塚俊光（武庫川がっこう）

企画展示　in  有馬富士公園
・・・里山レンジャー

野生動物保護募金助成を活用した取り組みの一例　～兵庫県のホトケドジョウ保全の取り組み～
　　・・・丹波地域のホトケドジョウを守る会・神戸市立須磨海浜水族園

だっぴ　ひと皮むけましてん　～昆虫の脱皮と企画展「だっぴ」の紹介～
　　・・・野本康太（伊丹市昆虫館）

伊丹市昆虫館友の会の活動報告
　　・・・伊丹市昆虫館友の会（井上治彦・藻川芳彦）

「アサザ発見！」ってホンマか？ 有性生殖の新事実
　　・・・平嶋祐大・木谷亮太・岡田遼太郎・久野透子・奥藤珠希・山田愛子　

　　( 兵庫県立大学附属高等学校　自然科学部生物班 )

生きものガイドブック制作と自然講座による教育普及
　　・・・原口展子（島根大学汽水域研究センター）・三原菜美（鳥取県立博物館）

石炭火力発電所建設は是か非か？～神鋼発電新設 1 号機・2 号機建設に関する考察～
・・・中山彩乃　沼田悠果（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

プラナリアは永遠に生きるのか？～分裂条件からみた寿命～
・・・岩田萌花　竹内友佳子（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

ＬＥＤライトはプラナリアにどう影響するのか？～忌避行動と体色変化から探る～
・・・村田薫音・常本京香（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

菌根菌と腐生菌で発生環境に違いがあるのか？～選好指数からみたキノコの多様性～
　　・・・中村雄太郎・阿波田みのり・新保悠里乃・高岡まりあ・林真里菜・廣岡季陽里・飯田龍暉・成将希

　　西端実弥美・中原雨音・砂川真智子（兵庫県立御影高等学校　環境科学部生物班）
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「市民の視点で武庫川を科学する」－武庫川市民学会の紹介－
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武庫川流域市民による特定外来種オオキンケイギクの駆除活動
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　　・・・木村聡太・竹内勇貴・岸田周士（兵庫県立農業高等学校　生物部）

人為的攪乱による湿地の変化について
　　・・・柳瀬太・井上美優・下大迫卓矢・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

標識再捕法の精度についての検証実験
　　・・・生月秀幸・酒井敦史・境田稜・垣内柊人・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

環境 DNA 手法を用いた希少種調査捕法の確立　第 2 報
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北摂里山大学
　　・・・重金昭雄（阪神北県民局 県民交流室 環境課）・中井義光（北摂里山博物館運営協議会）

おおばこの会　わたしたちのフィールド　～小野市での活動 2015 ～ 
　　・・・小林賢二・岡崎聡郎・小林爽子・東一文代・西尾勝彦・藤本國雄

藤本吉次・松永恵子・山本英夫・吉田士郎 ( おおばこの会 )

里山いきもの研究所 ～人と野生動物とのより豊かな関係性を目指して～
　　・・・一般社団法人　里山いきもの研究所

尼崎市緑地におけるバッタ類の環境選好性
　　・・・荒木竜平・本郷岳・山岡大悟・鳥生大祐・山内拳史郎（環境学園専門学校）

尼崎の森中央緑地における鳥類の生息状況
　　・・・田中良典・谷山竜一・水野竜佑・江原共百生・加瀬雄大（環境学園専門学校）

草木染めを用いた環境教育プログラムの改善と評価
　　・・・秦絵梨花・福本菜美（環境学園専門学校）

 

鳥類の生息状況調査から考える森づくり
・・・水野竜佑（環境学園専門学校）

宝塚市で子どもたちに自然や生き物のおもしろさを伝える～しぜんクラブの活動 2015 ～
　・・・稗田 勲・大倉保子・小野恒義・岡田義晴・丸山幸子（しぜんクラブ）・小島華子（フレミラ宝塚）

セミの抜け殻しらべ
　　・・・八巻晤郎（六甲山自然案内人の会）

川久保渓谷の水生昆虫
　　・・・森本静子（ひとはく地域研究員・NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

水辺の鳥（魚を食べる鳥たち）
　　・・・高橋剛（NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

南あわじ市・吹上浜の漂着物
・・・安田渉夏・川口心羽・谷間祐月・泊 青夏・金山ひより・荒木穂奈美・楓るみ子（ガールスカウト兵庫県第 95 団）

博物館の山にすむ動物とつどうヒトたち
　　・・・福井市自然史博物館骨格標本作製ボランティア・鈴木聡（福井市自然史博物館）

西宮市の海岸動物
　　・・・渡部哲也（西宮市貝類館）

瀬戸内海で出会った小さなクジラの仲間 - スマスイのスナメリ調査 -
　　・・・中村清美（須磨海浜水族園）

ピンこれ ～ピンセットこれくしょん～
　　・・・長島聖大（伊丹市昆虫館）

とりのたまごコレクション
　　　・・・浜口美幸

あたらしい世界を超高解像度写真（GigaPan）でつかみとる！
　　　　・・・マップコンシェルジュ株式会社
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西宮市夙川の生物環境調査－イシマキガイを手がかりに－
　　・・・高田心・鈴木雄大（兵庫県立西宮今津高等学校）

相生湾の干潟のカニ調査
　・・・相生子ども里海クラブ　あいおいカニカニ調査隊

ふるさとの海、相生湾～風味を感じて～
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　　・・・永菅裕一・大朋あゆみ（NPO 法人棚田 LOVER’ s）

ありまふじ公園の生き物を観察する子ども講座「生態学実習」
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　　・・・中田一真（ごもくやさん　生き物撮影係）
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伊丹市昆虫館友の会の活動報告
　　・・・伊丹市昆虫館友の会（井上治彦・藻川芳彦）

「アサザ発見！」ってホンマか？ 有性生殖の新事実
　　・・・平嶋祐大・木谷亮太・岡田遼太郎・久野透子・奥藤珠希・山田愛子　

　　( 兵庫県立大学附属高等学校　自然科学部生物班 )

生きものガイドブック制作と自然講座による教育普及
　　・・・原口展子（島根大学汽水域研究センター）・三原菜美（鳥取県立博物館）

石炭火力発電所建設は是か非か？～神鋼発電新設 1 号機・2 号機建設に関する考察～
・・・中山彩乃　沼田悠果（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

プラナリアは永遠に生きるのか？～分裂条件からみた寿命～
・・・岩田萌花　竹内友佳子（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

ＬＥＤライトはプラナリアにどう影響するのか？～忌避行動と体色変化から探る～
・・・村田薫音・常本京香（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

菌根菌と腐生菌で発生環境に違いがあるのか？～選好指数からみたキノコの多様性～
　　・・・中村雄太郎・阿波田みのり・新保悠里乃・高岡まりあ・林真里菜・廣岡季陽里・飯田龍暉・成将希

　　西端実弥美・中原雨音・砂川真智子（兵庫県立御影高等学校　環境科学部生物班）

ハヤブサの落とし物（Part5）―教材としての活用―
　・・・溝田浩美（ひとはく地域研究員）

但馬沿岸部の流れ藻に付随する魚類の季節的変化を調べる
　　・・・足立龍星・杞山元康・冨永つゆか （兵庫県立香住高等学校　課題研究・流れ藻）

みんなで育む市民科学者～共生のひろばと学校教育の関係（特に義務教育にこだわって）～
　　・・・佐々木宏展（摂津市立第二中学校）

みんなでつくるブイブイの森
　　・・・前中徹・倉本健次・矢津政広（兵庫県三田市公園みどり課）

武庫川上流部の河川改修工事による魚類への影響
　　・・・豊島直也・森大紀・谷津光太・井月尚・大前明日香・酒井ゆうい・阪中達也・田井彰人

　　（兵庫県立篠山産業高等学校丹南校　生物部）

身近な生き物を守る－篠山市の取り組み－
・・・篠山市役所

地域資源を有効活用～ありっ竹使い切る！！～
　　・・・稲元友佳子・圓増まどか・北尾早絵・中佑太・藤田拓海（兵庫県立篠山東雲高等学校　ふるさと特産類型）

超巨大イヌワシの巣
・・・ＮＰＯ法人 人と自然の会　かわせみの会

樹脂で作る花の装飾品・イワシ３種
・・・ＮＰＯ法人 人と自然の会　封入標本サークル

ダリアで見直す地域活動
・・・岡田照代（ダリアを楽しむ会 代表）

西宮のきのこ封入標本と夙川松の健全化プロジェクト
　　・・・漆崎文子・河上浩・北川万里・松原久・三上博栄（西宮市きのこクラブＯＢ会）

ホトケドジョウ類の腹部白色線形状による個体識別調査の紹介
　　・・・青山茂（ひとはく地域研究員）

石ころクラブの活動報告
・・・石ころクラブ勉強会

国際的に通用する高校生の育成の 4 回の貴重な実践経験から得た秘訣、及び

オーストラリア・シドニーにおける国際甲殻類学会（TCSIAA 2015 Sydney）参加・発表報告
　　・・・丹羽 信彰（神戸市立六甲アイランド高）

幼児期の遊びや学びを豊かにする環境学習支援ツールの制作
　　・・・内田友梨恵・浜田将宏・池本悠華・池田拓朗・高橋啓太・陳豫皖・嶽山洋志

（兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科）

オオカクツツトビケラはなぜ陸上で産卵するか？
・・・渡辺昌造（ひとはく地域研究員）

2015 年に南西諸島で確認された淡水ガメの分布
　　・・・嶋津信彦 ( しまづ外来魚研究所・兵庫県立長田高等学校生物部 OB)

日本触媒・水源の森（赤西渓谷・兵庫県宍粟市）における植林活動のとりくみと川の生物調査
　　・・・小笹康男・福田正（NPO 法人　ひょうご森の倶楽部）・重安一（株式会社　日本触媒）

　　角絢香・片野泉（兵庫県立大学　環境人間学部）

冬期の姫路市飾東町付近の子嚢菌調査から分かること
　　・・・岡田英士（姫路科学館自然系ジュニア学芸員・兵庫県立姫路飾西高等学校）

地域における外来ガメの防除、および今後の取り組みについて
　　・・・大谷健太朗（姫路科学館自然系ジュニア学芸員）

プラナリアのかんさつ　
　　・・・山崎伊織（京都市立岩倉南小学校）

「市民の視点で武庫川を科学する」－武庫川市民学会の紹介－
・・・武庫川市民学会

武庫川流域市民による特定外来種オオキンケイギクの駆除活動
　　・・・山本義和・上田宏・白神理平（武庫川流域圏ネットワーク）

加古川下流域における魚類種の変化
　　・・・木村聡太・竹内勇貴・岸田周士（兵庫県立農業高等学校　生物部）

人為的攪乱による湿地の変化について
　　・・・柳瀬太・井上美優・下大迫卓矢・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

標識再捕法の精度についての検証実験
　　・・・生月秀幸・酒井敦史・境田稜・垣内柊人・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

環境 DNA 手法を用いた希少種調査捕法の確立　第 2 報
　　・・・喜多山友輔・久次米響・本城将真・松本宗弘・森垣岳 ( 兵庫県立農業高等学校　生物部 )

北摂里山大学
　　・・・重金昭雄（阪神北県民局 県民交流室 環境課）・中井義光（北摂里山博物館運営協議会）

おおばこの会　わたしたちのフィールド　～小野市での活動 2015 ～ 
　　・・・小林賢二・岡崎聡郎・小林爽子・東一文代・西尾勝彦・藤本國雄

藤本吉次・松永恵子・山本英夫・吉田士郎 ( おおばこの会 )

里山いきもの研究所 ～人と野生動物とのより豊かな関係性を目指して～
　　・・・一般社団法人　里山いきもの研究所

尼崎市緑地におけるバッタ類の環境選好性
　　・・・荒木竜平・本郷岳・山岡大悟・鳥生大祐・山内拳史郎（環境学園専門学校）

尼崎の森中央緑地における鳥類の生息状況
　　・・・田中良典・谷山竜一・水野竜佑・江原共百生・加瀬雄大（環境学園専門学校）

草木染めを用いた環境教育プログラムの改善と評価
　　・・・秦絵梨花・福本菜美（環境学園専門学校）

鳥類の生息状況調査から考える森づくり
・・・水野竜佑（環境学園専門学校）

宝塚市で子どもたちに自然や生き物のおもしろさを伝える～しぜんクラブの活動 2015 ～
　・・・稗田 勲・大倉保子・小野恒義・岡田義晴・丸山幸子（しぜんクラブ）・小島華子（フレミラ宝塚）

セミの抜け殻しらべ
　　・・・八巻晤郎（六甲山自然案内人の会）

川久保渓谷の水生昆虫
　　・・・森本静子（ひとはく地域研究員・NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

水辺の鳥（魚を食べる鳥たち）
　　・・・高橋剛（NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

南あわじ市・吹上浜の漂着物
・・・安田渉夏・川口心羽・谷間祐月・泊 青夏・金山ひより・荒木穂奈美・楓るみ子（ガールスカウト兵庫県第 95 団）

博物館の山にすむ動物とつどうヒトたち
　　・・・福井市自然史博物館骨格標本作製ボランティア・鈴木聡（福井市自然史博物館）

西宮市の海岸動物
　　・・・渡部哲也（西宮市貝類館）

瀬戸内海で出会った小さなクジラの仲間 - スマスイのスナメリ調査 -
　　・・・中村清美（須磨海浜水族園）

ピンこれ ～ピンセットこれくしょん～
　　・・・長島聖大（伊丹市昆虫館）

とりのたまごコレクション
　　　・・・浜口美幸

あたらしい世界を超高解像度写真（GigaPan）でつかみとる！
　　　　・・・マップコンシェルジュ株式会社
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シカの食害から自然環境をどう守るか
・・・菅村定昌・弘中達夫（シカから自然環境等を守る但馬北部連絡会 )

西宮市夙川の生物環境調査－イシマキガイを手がかりに－
　　・・・高田心・鈴木雄大（兵庫県立西宮今津高等学校）

相生湾の干潟のカニ調査
　・・・相生子ども里海クラブ　あいおいカニカニ調査隊

ふるさとの海、相生湾～風味を感じて～
　　・・・あいおい子ども里海クラブ

相生牡蠣の養殖
　・・・相生市立相生小学校　

9 年間の棚田保全や体験、棚田エコ学園の取り組みについて
　　・・・永菅裕一・大朋あゆみ（NPO 法人棚田 LOVER’ s）

ありまふじ公園の生き物を観察する子ども講座「生態学実習」
　　・・・中峰空・廣田編子 ( 三田市有馬富士自然学習センター )・佐々木一将・辻新太 ( 講座受講生代表 )

甲南女子大学ふれあいの森づくり
　・・・特定非営利活動法人　あいな里山茅葺同人

地域の獣害対策を支援して里地里山の恵みをわかちあう「さともん」ネットワーク
　　・・・鈴木克哉（特定非営利活動法人里地里山問題研究所）

市民活動 10 年の振り返りと後継者育成への挑戦
　　・・・大脇巧己（特定非営利活動法人さんぴぃす）

植物画――解剖図の役割
　・・・田地川和子・貴島せい子・肥田陽子（GREEN GRASS） 

コウノトリが生息できる環境づくり
　　・・・上田尚志（NPO コウノトリ市民研究所）・森薫（コウノトリ湿地ネット）

カメラは見た！ニュータウンの森のなかまたち
　　・・・中田一真（ごもくやさん　生き物撮影係）

打出浜干潟の生き物を探そう
　・・・芦屋市立打出浜小学校　３年生

こども植物画教室のとりくみ　
・・・岸本美季・ 中嶋惠子・ 中瀬美絵（レモンリーフ）

Scientific Illustration（サイエンティフィック イラストレーション）を学んで
　　・・・安江尚子（京都大学大学院理学研究科附属植物園）

シンボルフィッシュ「アユ」の遡上観察～武庫川
　　 ・・・佐々木礼子・ 吉田博昭 ( 武庫川づくりと流域連携を進める会 )

園芸福祉活動での作品成果と公園ボランティアの活動について
　　・・・近藤洋介（国営明石海峡公園）

草葺きの住居に住んでいた －失われゆく兵庫の草葺き屋根－
　・・・山崎敏昭 （ひとはく地域研究員）

兵庫古生物研究会　発足からの一年［活動紹介］　　　

　　　・・・兵庫古生物研究会

淡路島の和泉層群から産出する二枚貝類化　　　　

　　・・・岸本眞五（ひとはく地域研究員・兵庫古生物研究会）

六甲山上の「まちっ子の森」と「散歩道」を活かす
・・・堂馬英二（六甲山を活用する会）

自然物由来の日本画顔料　̶生命を描くということ̶
　　・・・町田藻映子（京都大学大学院理学研究科植物系統分類学研究室　研究生）

ムクロジの花にきた虫たち
　　・・・牛島清春・牛島富子（ひとはく地域研究員・兵庫植物同好会）

あびき湿原って凄い !!
　　・・・山下公明（あびき湿原保存会）

絵本やジオラマで学ぶ環境教育　　 

　　・・・泉山真寛・赤松真治・東垣大祐・伊藤波輝・大谷直寛・北村胡桃・柴田理沙・長尾歩実・花谷和志　
　　いきものずかん（兵庫県立大学環境人間学部 EHC 学生団体）

堺市鉢ヶ峰における 1993 年から 2008 年にかけての鳥類相の変化
　　・・・楠瀬雄三 （エコシステムリサーチ・ひとはく地域研究員）・福井亘（京都府立大学大学院）

やってみました自主講座　鳴く虫の会の試み
　　・・・吉田滋弘（ひとはく連携グループ　鳴く虫研究会　きんひばり）

茅葺きの今とこれから
・・・阿部洋平（淡河かやぶき屋根保存会　くさかんむり）

「武庫川がっこう」の目的と活動実績
・・・田村博美・大塚俊光（武庫川がっこう）

企画展示　in  有馬富士公園
・・・里山レンジャー

野生動物保護募金助成を活用した取り組みの一例　～兵庫県のホトケドジョウ保全の取り組み～
　　・・・丹波地域のホトケドジョウを守る会・神戸市立須磨海浜水族園

だっぴ　ひと皮むけましてん　～昆虫の脱皮と企画展「だっぴ」の紹介～
　　・・・野本康太（伊丹市昆虫館）

伊丹市昆虫館友の会の活動報告
　　・・・伊丹市昆虫館友の会（井上治彦・藻川芳彦）

「アサザ発見！」ってホンマか？ 有性生殖の新事実
　　・・・平嶋祐大・木谷亮太・岡田遼太郎・久野透子・奥藤珠希・山田愛子　

　　( 兵庫県立大学附属高等学校　自然科学部生物班 )

生きものガイドブック制作と自然講座による教育普及
　　・・・原口展子（島根大学汽水域研究センター）・三原菜美（鳥取県立博物館）

石炭火力発電所建設は是か非か？～神鋼発電新設 1 号機・2 号機建設に関する考察～
・・・中山彩乃　沼田悠果（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

プラナリアは永遠に生きるのか？～分裂条件からみた寿命～
・・・岩田萌花　竹内友佳子（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

ＬＥＤライトはプラナリアにどう影響するのか？～忌避行動と体色変化から探る～
・・・村田薫音・常本京香（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

菌根菌と腐生菌で発生環境に違いがあるのか？～選好指数からみたキノコの多様性～
　　・・・中村雄太郎・阿波田みのり・新保悠里乃・高岡まりあ・林真里菜・廣岡季陽里・飯田龍暉・成将希

　　西端実弥美・中原雨音・砂川真智子（兵庫県立御影高等学校　環境科学部生物班）

ハヤブサの落とし物（Part5）―教材としての活用―
　・・・溝田浩美（ひとはく地域研究員）

但馬沿岸部の流れ藻に付随する魚類の季節的変化を調べる
　　・・・足立龍星・杞山元康・冨永つゆか （兵庫県立香住高等学校　課題研究・流れ藻）

みんなで育む市民科学者～共生のひろばと学校教育の関係（特に義務教育にこだわって）～
　　・・・佐々木宏展（摂津市立第二中学校）

みんなでつくるブイブイの森
　　・・・前中徹・倉本健次・矢津政広（兵庫県三田市公園みどり課）

武庫川上流部の河川改修工事による魚類への影響
　　・・・豊島直也・森大紀・谷津光太・井月尚・大前明日香・酒井ゆうい・阪中達也・田井彰人

　　（兵庫県立篠山産業高等学校丹南校　生物部）

身近な生き物を守る－篠山市の取り組み－
・・・篠山市役所

地域資源を有効活用～ありっ竹使い切る！！～
　　・・・稲元友佳子・圓増まどか・北尾早絵・中佑太・藤田拓海（兵庫県立篠山東雲高等学校　ふるさと特産類型）

超巨大イヌワシの巣
・・・ＮＰＯ法人 人と自然の会　かわせみの会

樹脂で作る花の装飾品・イワシ３種
・・・ＮＰＯ法人 人と自然の会　封入標本サークル

ダリアで見直す地域活動
・・・岡田照代（ダリアを楽しむ会 代表）

西宮のきのこ封入標本と夙川松の健全化プロジェクト
　　・・・漆崎文子・河上浩・北川万里・松原久・三上博栄（西宮市きのこクラブＯＢ会）

ホトケドジョウ類の腹部白色線形状による個体識別調査の紹介
　　・・・青山茂（ひとはく地域研究員）

石ころクラブの活動報告
・・・石ころクラブ勉強会

国際的に通用する高校生の育成の 4 回の貴重な実践経験から得た秘訣、及び

オーストラリア・シドニーにおける国際甲殻類学会（TCSIAA 2015 Sydney）参加・発表報告
　　・・・丹羽 信彰（神戸市立六甲アイランド高）

幼児期の遊びや学びを豊かにする環境学習支援ツールの制作
　　・・・内田友梨恵・浜田将宏・池本悠華・池田拓朗・高橋啓太・陳豫皖・嶽山洋志

（兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科）

オオカクツツトビケラはなぜ陸上で産卵するか？
・・・渡辺昌造（ひとはく地域研究員）

2015 年に南西諸島で確認された淡水ガメの分布
　　・・・嶋津信彦 ( しまづ外来魚研究所・兵庫県立長田高等学校生物部 OB)

日本触媒・水源の森（赤西渓谷・兵庫県宍粟市）における植林活動のとりくみと川の生物調査
　　・・・小笹康男・福田正（NPO 法人　ひょうご森の倶楽部）・重安一（株式会社　日本触媒）

　　角絢香・片野泉（兵庫県立大学　環境人間学部）

冬期の姫路市飾東町付近の子嚢菌調査から分かること
　　・・・岡田英士（姫路科学館自然系ジュニア学芸員・兵庫県立姫路飾西高等学校）

地域における外来ガメの防除、および今後の取り組みについて
　　・・・大谷健太朗（姫路科学館自然系ジュニア学芸員）

プラナリアのかんさつ　
　　・・・山崎伊織（京都市立岩倉南小学校）

「市民の視点で武庫川を科学する」－武庫川市民学会の紹介－
・・・武庫川市民学会

武庫川流域市民による特定外来種オオキンケイギクの駆除活動
　　・・・山本義和・上田宏・白神理平（武庫川流域圏ネットワーク）

加古川下流域における魚類種の変化
　　・・・木村聡太・竹内勇貴・岸田周士（兵庫県立農業高等学校　生物部）

人為的攪乱による湿地の変化について
　　・・・柳瀬太・井上美優・下大迫卓矢・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

標識再捕法の精度についての検証実験
　　・・・生月秀幸・酒井敦史・境田稜・垣内柊人・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

環境 DNA 手法を用いた希少種調査捕法の確立　第 2 報
　　・・・喜多山友輔・久次米響・本城将真・松本宗弘・森垣岳 ( 兵庫県立農業高等学校　生物部 )

北摂里山大学
　　・・・重金昭雄（阪神北県民局 県民交流室 環境課）・中井義光（北摂里山博物館運営協議会）

おおばこの会　わたしたちのフィールド　～小野市での活動 2015 ～ 
　　・・・小林賢二・岡崎聡郎・小林爽子・東一文代・西尾勝彦・藤本國雄

藤本吉次・松永恵子・山本英夫・吉田士郎 ( おおばこの会 )

里山いきもの研究所 ～人と野生動物とのより豊かな関係性を目指して～
　　・・・一般社団法人　里山いきもの研究所

尼崎市緑地におけるバッタ類の環境選好性
　　・・・荒木竜平・本郷岳・山岡大悟・鳥生大祐・山内拳史郎（環境学園専門学校）

尼崎の森中央緑地における鳥類の生息状況
　　・・・田中良典・谷山竜一・水野竜佑・江原共百生・加瀬雄大（環境学園専門学校）

草木染めを用いた環境教育プログラムの改善と評価
　　・・・秦絵梨花・福本菜美（環境学園専門学校）

鳥類の生息状況調査から考える森づくり
・・・水野竜佑（環境学園専門学校）

宝塚市で子どもたちに自然や生き物のおもしろさを伝える～しぜんクラブの活動 2015 ～
　・・・稗田 勲・大倉保子・小野恒義・岡田義晴・丸山幸子（しぜんクラブ）・小島華子（フレミラ宝塚）

セミの抜け殻しらべ
　　・・・八巻晤郎（六甲山自然案内人の会）

川久保渓谷の水生昆虫
　　・・・森本静子（ひとはく地域研究員・NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

水辺の鳥（魚を食べる鳥たち）
　　・・・高橋剛（NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

南あわじ市・吹上浜の漂着物
・・・安田渉夏・川口心羽・谷間祐月・泊 青夏・金山ひより・荒木穂奈美・楓るみ子（ガールスカウト兵庫県第 95 団）

博物館の山にすむ動物とつどうヒトたち
　　・・・福井市自然史博物館骨格標本作製ボランティア・鈴木聡（福井市自然史博物館）

西宮市の海岸動物
　　・・・渡部哲也（西宮市貝類館）

瀬戸内海で出会った小さなクジラの仲間 - スマスイのスナメリ調査 -
　　・・・中村清美（須磨海浜水族園）

ピンこれ ～ピンセットこれくしょん～
　　・・・長島聖大（伊丹市昆虫館）

とりのたまごコレクション
　　　・・・浜口美幸

あたらしい世界を超高解像度写真（GigaPan）でつかみとる！
　　　　・・・マップコンシェルジュ株式会社
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シカの食害から自然環境をどう守るか
・・・菅村定昌・弘中達夫（シカから自然環境等を守る但馬北部連絡会 )

西宮市夙川の生物環境調査－イシマキガイを手がかりに－
　　・・・高田心・鈴木雄大（兵庫県立西宮今津高等学校）

相生湾の干潟のカニ調査
　・・・相生子ども里海クラブ　あいおいカニカニ調査隊

ふるさとの海、相生湾～風味を感じて～
　　・・・あいおい子ども里海クラブ

相生牡蠣の養殖
　・・・相生市立相生小学校　

9 年間の棚田保全や体験、棚田エコ学園の取り組みについて
　　・・・永菅裕一・大朋あゆみ（NPO 法人棚田 LOVER’ s）

ありまふじ公園の生き物を観察する子ども講座「生態学実習」
　　・・・中峰空・廣田編子 ( 三田市有馬富士自然学習センター )・佐々木一将・辻新太 ( 講座受講生代表 )

甲南女子大学ふれあいの森づくり
　・・・特定非営利活動法人　あいな里山茅葺同人

地域の獣害対策を支援して里地里山の恵みをわかちあう「さともん」ネットワーク
　　・・・鈴木克哉（特定非営利活動法人里地里山問題研究所）

市民活動 10 年の振り返りと後継者育成への挑戦
　　・・・大脇巧己（特定非営利活動法人さんぴぃす）

植物画――解剖図の役割
　・・・田地川和子・貴島せい子・肥田陽子（GREEN GRASS） 

コウノトリが生息できる環境づくり
　　・・・上田尚志（NPO コウノトリ市民研究所）・森薫（コウノトリ湿地ネット）

カメラは見た！ニュータウンの森のなかまたち
　　・・・中田一真（ごもくやさん　生き物撮影係）

打出浜干潟の生き物を探そう
　・・・芦屋市立打出浜小学校　３年生

こども植物画教室のとりくみ　
・・・岸本美季・ 中嶋惠子・ 中瀬美絵（レモンリーフ）

Scientific Illustration（サイエンティフィック イラストレーション）を学んで
　　・・・安江尚子（京都大学大学院理学研究科附属植物園）

シンボルフィッシュ「アユ」の遡上観察～武庫川
　　 ・・・佐々木礼子・ 吉田博昭 ( 武庫川づくりと流域連携を進める会 )

園芸福祉活動での作品成果と公園ボランティアの活動について
　　・・・近藤洋介（国営明石海峡公園）

草葺きの住居に住んでいた －失われゆく兵庫の草葺き屋根－
　・・・山崎敏昭 （ひとはく地域研究員）

兵庫古生物研究会　発足からの一年［活動紹介］　　　

　　　・・・兵庫古生物研究会

淡路島の和泉層群から産出する二枚貝類化　　　　

　　・・・岸本眞五（ひとはく地域研究員・兵庫古生物研究会）

六甲山上の「まちっ子の森」と「散歩道」を活かす
・・・堂馬英二（六甲山を活用する会）

自然物由来の日本画顔料　̶生命を描くということ̶
　　・・・町田藻映子（京都大学大学院理学研究科植物系統分類学研究室　研究生）

ムクロジの花にきた虫たち
　　・・・牛島清春・牛島富子（ひとはく地域研究員・兵庫植物同好会）

あびき湿原って凄い !!
　　・・・山下公明（あびき湿原保存会）

絵本やジオラマで学ぶ環境教育　　 

　　・・・泉山真寛・赤松真治・東垣大祐・伊藤波輝・大谷直寛・北村胡桃・柴田理沙・長尾歩実・花谷和志　
　　いきものずかん（兵庫県立大学環境人間学部 EHC 学生団体）

堺市鉢ヶ峰における 1993 年から 2008 年にかけての鳥類相の変化
　　・・・楠瀬雄三 （エコシステムリサーチ・ひとはく地域研究員）・福井亘（京都府立大学大学院）

やってみました自主講座　鳴く虫の会の試み
　　・・・吉田滋弘（ひとはく連携グループ　鳴く虫研究会　きんひばり）

茅葺きの今とこれから
・・・阿部洋平（淡河かやぶき屋根保存会　くさかんむり）

「武庫川がっこう」の目的と活動実績
・・・田村博美・大塚俊光（武庫川がっこう）

企画展示　in  有馬富士公園
・・・里山レンジャー

野生動物保護募金助成を活用した取り組みの一例　～兵庫県のホトケドジョウ保全の取り組み～
　　・・・丹波地域のホトケドジョウを守る会・神戸市立須磨海浜水族園

だっぴ　ひと皮むけましてん　～昆虫の脱皮と企画展「だっぴ」の紹介～
　　・・・野本康太（伊丹市昆虫館）

伊丹市昆虫館友の会の活動報告
　　・・・伊丹市昆虫館友の会（井上治彦・藻川芳彦）

「アサザ発見！」ってホンマか？ 有性生殖の新事実
　　・・・平嶋祐大・木谷亮太・岡田遼太郎・久野透子・奥藤珠希・山田愛子　

　　( 兵庫県立大学附属高等学校　自然科学部生物班 )

生きものガイドブック制作と自然講座による教育普及
　　・・・原口展子（島根大学汽水域研究センター）・三原菜美（鳥取県立博物館）

石炭火力発電所建設は是か非か？～神鋼発電新設 1 号機・2 号機建設に関する考察～
・・・中山彩乃　沼田悠果（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

プラナリアは永遠に生きるのか？～分裂条件からみた寿命～
・・・岩田萌花　竹内友佳子（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

ＬＥＤライトはプラナリアにどう影響するのか？～忌避行動と体色変化から探る～
・・・村田薫音・常本京香（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2 年　グローバルスタディ地域環境セミナー）

菌根菌と腐生菌で発生環境に違いがあるのか？～選好指数からみたキノコの多様性～
　　・・・中村雄太郎・阿波田みのり・新保悠里乃・高岡まりあ・林真里菜・廣岡季陽里・飯田龍暉・成将希

　　西端実弥美・中原雨音・砂川真智子（兵庫県立御影高等学校　環境科学部生物班）

ハヤブサの落とし物（Part5）―教材としての活用―
　・・・溝田浩美（ひとはく地域研究員）

但馬沿岸部の流れ藻に付随する魚類の季節的変化を調べる
　　・・・足立龍星・杞山元康・冨永つゆか （兵庫県立香住高等学校　課題研究・流れ藻）

みんなで育む市民科学者～共生のひろばと学校教育の関係（特に義務教育にこだわって）～
　　・・・佐々木宏展（摂津市立第二中学校）

みんなでつくるブイブイの森
　　・・・前中徹・倉本健次・矢津政広（兵庫県三田市公園みどり課）

武庫川上流部の河川改修工事による魚類への影響
　　・・・豊島直也・森大紀・谷津光太・井月尚・大前明日香・酒井ゆうい・阪中達也・田井彰人

　　（兵庫県立篠山産業高等学校丹南校　生物部）

身近な生き物を守る－篠山市の取り組み－
・・・篠山市役所

地域資源を有効活用～ありっ竹使い切る！！～
　　・・・稲元友佳子・圓増まどか・北尾早絵・中佑太・藤田拓海（兵庫県立篠山東雲高等学校　ふるさと特産類型）

超巨大イヌワシの巣
・・・ＮＰＯ法人 人と自然の会　かわせみの会

樹脂で作る花の装飾品・イワシ３種
・・・ＮＰＯ法人 人と自然の会　封入標本サークル

ダリアで見直す地域活動
・・・岡田照代（ダリアを楽しむ会 代表）

西宮のきのこ封入標本と夙川松の健全化プロジェクト
　　・・・漆崎文子・河上浩・北川万里・松原久・三上博栄（西宮市きのこクラブＯＢ会）

ホトケドジョウ類の腹部白色線形状による個体識別調査の紹介
　　・・・青山茂（ひとはく地域研究員）

石ころクラブの活動報告
・・・石ころクラブ勉強会

国際的に通用する高校生の育成の 4 回の貴重な実践経験から得た秘訣、及び

オーストラリア・シドニーにおける国際甲殻類学会（TCSIAA 2015 Sydney）参加・発表報告
　　・・・丹羽 信彰（神戸市立六甲アイランド高）

幼児期の遊びや学びを豊かにする環境学習支援ツールの制作
　　・・・内田友梨恵・浜田将宏・池本悠華・池田拓朗・高橋啓太・陳豫皖・嶽山洋志

（兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科）

オオカクツツトビケラはなぜ陸上で産卵するか？
・・・渡辺昌造（ひとはく地域研究員）

2015 年に南西諸島で確認された淡水ガメの分布
　　・・・嶋津信彦 ( しまづ外来魚研究所・兵庫県立長田高等学校生物部 OB)

日本触媒・水源の森（赤西渓谷・兵庫県宍粟市）における植林活動のとりくみと川の生物調査
　　・・・小笹康男・福田正（NPO 法人　ひょうご森の倶楽部）・重安一（株式会社　日本触媒）

　　角絢香・片野泉（兵庫県立大学　環境人間学部）

冬期の姫路市飾東町付近の子嚢菌調査から分かること
　　・・・岡田英士（姫路科学館自然系ジュニア学芸員・兵庫県立姫路飾西高等学校）

地域における外来ガメの防除、および今後の取り組みについて
　　・・・大谷健太朗（姫路科学館自然系ジュニア学芸員）

プラナリアのかんさつ　
　　・・・山崎伊織（京都市立岩倉南小学校）

「市民の視点で武庫川を科学する」－武庫川市民学会の紹介－
・・・武庫川市民学会

武庫川流域市民による特定外来種オオキンケイギクの駆除活動
　　・・・山本義和・上田宏・白神理平（武庫川流域圏ネットワーク）

加古川下流域における魚類種の変化
　　・・・木村聡太・竹内勇貴・岸田周士（兵庫県立農業高等学校　生物部）

人為的攪乱による湿地の変化について
　　・・・柳瀬太・井上美優・下大迫卓矢・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

標識再捕法の精度についての検証実験
　　・・・生月秀幸・酒井敦史・境田稜・垣内柊人・松本宗弘・森垣岳（兵庫県立農業高等学校　生物部）

環境 DNA 手法を用いた希少種調査捕法の確立　第 2 報
　　・・・喜多山友輔・久次米響・本城将真・松本宗弘・森垣岳 ( 兵庫県立農業高等学校　生物部 )

北摂里山大学
　　・・・重金昭雄（阪神北県民局 県民交流室 環境課）・中井義光（北摂里山博物館運営協議会）

おおばこの会　わたしたちのフィールド　～小野市での活動 2015 ～ 
　　・・・小林賢二・岡崎聡郎・小林爽子・東一文代・西尾勝彦・藤本國雄

藤本吉次・松永恵子・山本英夫・吉田士郎 ( おおばこの会 )

里山いきもの研究所 ～人と野生動物とのより豊かな関係性を目指して～
　　・・・一般社団法人　里山いきもの研究所

尼崎市緑地におけるバッタ類の環境選好性
　　・・・荒木竜平・本郷岳・山岡大悟・鳥生大祐・山内拳史郎（環境学園専門学校）

尼崎の森中央緑地における鳥類の生息状況
　　・・・田中良典・谷山竜一・水野竜佑・江原共百生・加瀬雄大（環境学園専門学校）

草木染めを用いた環境教育プログラムの改善と評価
　　・・・秦絵梨花・福本菜美（環境学園専門学校）

鳥類の生息状況調査から考える森づくり
・・・水野竜佑（環境学園専門学校）

宝塚市で子どもたちに自然や生き物のおもしろさを伝える～しぜんクラブの活動 2015 ～
　・・・稗田 勲・大倉保子・小野恒義・岡田義晴・丸山幸子（しぜんクラブ）・小島華子（フレミラ宝塚）

セミの抜け殻しらべ
　　・・・八巻晤郎（六甲山自然案内人の会）

川久保渓谷の水生昆虫
　　・・・森本静子（ひとはく地域研究員・NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

水辺の鳥（魚を食べる鳥たち）
　　・・・高橋剛（NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）

南あわじ市・吹上浜の漂着物
・・・安田渉夏・川口心羽・谷間祐月・泊 青夏・金山ひより・荒木穂奈美・楓るみ子（ガールスカウト兵庫県第 95 団）

博物館の山にすむ動物とつどうヒトたち
　　・・・福井市自然史博物館骨格標本作製ボランティア・鈴木聡（福井市自然史博物館）

西宮市の海岸動物
　　・・・渡部哲也（西宮市貝類館）

瀬戸内海で出会った小さなクジラの仲間 - スマスイのスナメリ調査 -
　　・・・中村清美（須磨海浜水族園）

ピンこれ ～ピンセットこれくしょん～
　　・・・長島聖大（伊丹市昆虫館）

とりのたまごコレクション
　　　・・・浜口美幸

あたらしい世界を超高解像度写真（GigaPan）でつかみとる！
　　　　・・・マップコンシェルジュ株式会社

194

196

200

201

202

205

207

208

209

211

212

193

※カラー版電子版（PDF）はホームページに掲載しています。バックナンバーもあります。

　　　http://www.hitohaku.jp/publication/book/kyouseinohiroba.html



共生のひろば　2016 年３月　 8

 

 

定 ・ （シカから自然環境等を る 連 会）	

	

 

	 	 でもシカの急 による食害等が多く されているが、大 は農業や林業に対する 害

で自然環境への 害 は少ない。 においては、 に まる植生 害が保護上重要な植物が

集 的に生 する ットス ット的な 在である氷ノ山の高 高地域に広がり、やがて シカが

少なかった から 、 山川から の地域においても な 害が見られるようになった。特

に 見山から 、三川山を ぶ山系の で植生 害が しく、多くの 林では林 の や

が した林 が 大し、神鍋高原や三川山など保護上重要な植物を多数 む多様な自然

植生に 刻な影 が められている。同時に林 の により林 の や に する鳥

や への広 な影 も されている。シカによる植生 害は、すでにさらに 方の香美町や

新温泉町にも見られるようになり、 を るシカも目 されている。シカによる自然環境への

害は、生物多様 の であると同時に山 や もちなどの自然を 的に 用する の で

もあり、防災面を む生態系サービスの大 な を する。	

、農業や林業については行政の支援を けた様々な 策・対策が行われてきているが、こう

いった自然環境の 害への対 は、行政が行うシカ 等があるにはあるが不十分であり、自然環

境への 的な対策はなされていないに等しい。そこで、 の環境団体が連携し、自分たち

で取り組める対策を行うことになった。	

	 	 つの取組 	

① 夜間ライトセンサス調査によるシカ生 分 調査	

② 希少植物等をシカ柵で る。	

③ 自分たちでシカを捕獲する。	
 

 

（ ）	 夜間ライトセンサス調査によるシカ生 分 調査（ 年 ～）	

シカなど多くの 乳動物はライトを てると目が しよく目立つ。シカは夜になると採食

のために林 や 原などの 間に出てくるが、それを の ッ ライトや手 ちライトで

し目の 数をカ ントして頭数を める。調査する時 は、 ～ で 天時は け、

没後 時～ 時とし、 路 いに出てくるシカや近 のシカは も する。なお、

山間 では林 は く いが多いため、 行には安全面で を要するが、山 い夜間

であるため対面 が無いのが いである。	

	

（ ）	 保護上重要な植物等を植生保護柵で る。（ 年 ～）	

保護上重要な植物用の植生保護柵は大きく分けて、①金網固定柵、②簡易ネット固定柵、③

メッシ 金網 い柵がある。①が ましいが、設置費用が 段に高いこと、設置に特 な

が必要なこと、雪の 害を けることから、ほとんどは②③である。保護上重要な植物につい

ては、 の などをもとに連 会団体等が設置している。	

広い面積を うことは、費用面とメンテナンス面から難しく、 の 規模な

もの（簡易ネット）から小規模なものは 方 （メッシ 金網）で実 している。特に

設置が難しいのは斜面である。 年 に三川山 山 （三川 現 ）近くの急斜面

所（ ）で、地 のメン ーが実 したものが りうる では 初の で

ある。	
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（ ）	 自分たちでシカを捕獲する。（ 年 ～）	

シカの は主に猟友会の手によって行われているが、近年では会 の高齢 等による担い

手不足があり地域によってはシカの に いつかない現 がある。また大きな山 での鉄砲

猟では われたシカが多方向に分 するため捕獲効率が に い がある。こういったこ

とから近年ではワナによる捕獲（特にクク ワナ）が主 となっており（ ）、 連 会の

である神鍋グループが 自 猟の をとり、猟友会にも入会した上、猟 に地 でシカ捕

獲を した。なお、捕獲作業の安全面と労力 のため、 に 数 （ ～ ）で作業に

たっている。	

のシカ捕獲数（ 年 有害捕獲）・・鉄砲 頭、ワナ 頭	

 

（ ）夜間ライトセンサス調査によるシカ生 分 調査	

特 として、広域林 （ 見・ ・三川 ） いとその 地域に高 で見られ、以前

にはほとんどいなかった神鍋高原が 全にシカ天 し、さらにその 方の三川山 でも

とも思える高 で見られた（ ）	

なお、上山高原 ではほとんど見られないが、その 川 林 や新温泉町 のいく

つかの地域で 数見られるので今後要 である。	

	 夜間ライトセンサス 果（ 全域）	
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（ ）保護上重要な植物等を植生保護柵で る。	

氷ノ山 生 の簡易ネット柵を先 として、いくつかの植生保護柵設置が行われている（

）。しかしながら、 に 在するほ 全ての保護上重要な植物は だ植生保護柵で保

護されている ではなくシカ食害の にさらされている。植生保護柵の面積 大が急務であ

る。	

費用的には簡易ネットで 、メッシ 金網（ ）で であ

り高 にはならないが、多くの場合、 民 の生物多様 保全 動支援 業の補 を け

て実 している。 設の植生保護柵は、今後、補 、 新など が多い。	

	

	 	 	 	 地域	 自然植生を るシカ柵設置 	

分	 実 者	 場所	 対象種	 方 、年 等	

	
① 	
	

	
	

の自然を考える会	
	

	

氷ノ山	
生 、 地	

ン 等	
高 原植物	

簡易ネット	
（ 生 	 ）	
（ 地 ）	

②  
	

ハ 高原（ ）	 ツ シワ	 簡易ネット	
（ ）	

③	 香美町 会	 子が 	
広域林 見 	

カキツ タ	 固定金網	
（ ）	

④	 の自然を考える会	 新温泉町対 	
（ 路 設地）	

ツ シワ	 簡易ネット	
	

	 	
神鍋山野 を でる会	

神鍋 	 ナツ ビネ	 メッシ 金網（ ）	

	 大 山	 カ 	 メッシ 金網（ ）	

	 場	 ス 	 メッシ 金網（ ）	

	 と 跡地	 オキナグサ	 メッシ 金網（ ）	

	 う 民ネット	 朝 立 	 カタク 	 簡易ネット（ ）	

	 上山高原 ージア 	 上山高原	 ノハナシ 	 簡易ネット（ ）	

⑪	 三川 現とシ クナ の
くり実行 会	

三川山 	
（ 現 近く）	

カタク 	 急斜面・簡易ネット	
（ ）	

	 スイロ ン
キを る会	

ハ 高原	 	
高 山 	

オ ナ シ	 簡易ネット 	

～⑪は 連 会 による 
その他、 が実 した 所がある（ 年 、ノアの方 大作 ） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
三川山 山 近（カタク ） 上山高原（ノハナシ ） 
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（ ）	 自分たちでシカを捕獲する。	

連 会の メン ーが実 した捕獲実績は のとおり。	

	

	 	 	 	 	 	 シカ捕獲実績 	 	

	 	 年 猟 	 年 猟 	

（ 年 現在）	

神鍋	

山の会	

場・ 	 頭	 頭	

・ 場	 頭	 頭	

	 	 	 ・・・・	 頭	

大 	 香美町 	 	 	 	 頭	 	 頭	

三 重 	 	 	 	 	 頭	 	 頭	

	 	 	 	 	 	 	 合	 	 	 	 	 頭	 頭	

	

考 町の捕獲数、 年 	

	 香美町	 新温泉町	

頭	 頭	 頭	
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まとめと考察	

① 夜間ライトセンサス	
	 	 この方法の長所は、何よりシカの実際像を多数見ることができ、様々なシカの実態（時には母子

の授乳、オス同志の喧嘩、路上に座って落ち葉を食べてる等）に遭遇し学ぶことが多い（ただし、

カメラを向けると逃げるため写真撮影は容易ではない）。また、シカ以外の様々な動物に出会うこと

が多く（イノシシ、タヌキ、アナグマ、テン、キツネ、ハクビシン、鳥、まれにクマ）、野生鳥獣の

研究に役立つと思われる。欠点としては、出没頭数が天候や季節、時刻に大きく左右され一定では

ないことがあるが、毎年多く見られる場所では概ねかなりの頭数が観察される。今後は新温泉町な

ど対象を絞って調査することとしている。	

	

②	 シカ柵	

	 	 多くの地域が積雪地域であるので、積雪前に取り外すことができる簡易ネット柵などを採用して

いる（固定金網柵は費用も高い）。防止効果は十分あるが、オスジカの角が掛かると簡単に破損して

しまう欠点があるので、時々は見回る必要がある。また、急斜面にも希少種は生えシカの食害に遭

うがシカ柵の設置が難しく、このたびの⑪（三川山）が初めての試みであるが、作業者の安全用ロ

ープを張るまでが大変難作業であった。今後は、上山高原～小代山系に点在する希少種を保護して

いく予定である。	

	

③	 自主捕獲	

	 神鍋高原などでは、積雪が発生するとシカはいなくなるので（まれにオスジカが掛かる）、その場

合は積雪の無い場所へ移動している。神鍋グループでは素人集団ながら、かなりの実績をあげてい

るが、その原因は①普段からシカの踏み跡を観察しどう動いているか把握している、②先輩猟師の

現場を見学しえさ（糠や柿の実）をまいている、③できるだけ早朝に見回りし掛かってから短時間

で処理するので逃げられることが少ない。なお、捕獲したシカの処理は、電殺棒による安楽死処理

を行い、老齢なシカなどは解体せず近くで浅く埋設するが、大きなシカほど多大な労力を要するこ

とが苦労である。今後はこの取組を他地域へ広げていくため、行政、ＪＡ等と連携し啓発を進める

予定である。	

	 	 	 	 	 	

④	 私たちの主張	

	 ・行政のシカ対策の目的として、農林業だけでなく、自然環境の保護や治山・防災を入れること。	

	 ・特に氷ノ山、上山高原、三川山、神鍋高原など、貴重な自然植生の保護は急務である。	

	 ・猟友会の規模が小さい香美町、新温泉町については、広域的な支援が不可欠である。	

	 ・鉄砲よりワナによる捕獲の方が取組やすく捕獲効率も高いので、地域住民が積極的にワナによる

自衛的捕獲を行うべき。	

	 ・猟友会は、地域住民を積極的に取り込んで共に有害捕獲に取組むことにより、担い手不足を補う

ことができる。	

	

 



13 共生のひろば　2016 年３月　

 

図１ 夙川下流部におけるイシマキガイの個体数と殻長の関係 

写真 1 夙川駅ホーム裏付近の夙川 

西宮市夙川の生物環境調査  －イシマキガイを手がかりに－ 

 

高田心・鈴木雄大（兵庫県立西宮今津高等学校） 
 
はじめに 

夙川は、西宮市内を流れる短い河川であるが、

散策や花見などで市民に愛されている。私達は、

本校 3年次「課題研究」において、この夙川に
生息しているゲンジホタルの分布などを調べ、

そのことから水生のゲンジホタルの幼虫および

被食者のカワニナと水質環境の相互作用につい

て考察したいと考えた。しかし、ゲンジホタル

は 1年を通じて調べなければ、成長していくす
べてのデータを収集することはできない。そこ

で、今年度は春から夏にかけての期間で調査で

きるイシマキガイの分布について調べることに

した。 

 

方法 

夙川の河川環境を考察していく上で、川を 3つのゾーンに分け、上流部は獅子ヵ口町 3番地堰堤の

上流側、中流部は宮西町 13番地（阪神電鉄香櫨園駅北 100m）、下流部は川添町 10番地付近河口堰下

流側の 3か所を調査地点とした。そして、それぞれ 5m×5mの 25㎡の範囲で巻貝類を採集し、個体数

と殻長の調査を行なった。 

 

結果と考察 

上流ではカワニナ6個体、中流ではイシマキガイ8個体、下流ではイシマキガイ15個体を採集した。
カワニナとイシマキガイ以外の他の種類の貝は見つけることができなかった。 

調査をするまでは、ゲンジホタルが多数生息しているので、カワニナがいることは予想していた。し

かし、かなりの個体数が見られるという予想は外れた。中流と下流の淡水域では、カワニナと共にゲ

ンジボタルの幼虫に捕食されるイシマキガイが見つかった。またイシマキガイは藻類を主食にしてい

るが、下流部では流れが緩やかで藻類の生育に適した環境と思われ、上流部よりも大きな個体が目立

った。イシマキガイは、水中の生態系に

おける一次消費者として重要な位置を

占めていた。この調査・研究を通じて考

えたことは、夙川の水質を良好に保ち続

けるということは、その伏流水である宮

水の質を保ち続けるということにつな

がるのではないか、ということだった。

河川の生態系と水質を維持することが、

酒造りの文化を守ることになるという

関係まで考えることができるようにな

ったことが、今回の研究の大きな成果だ

と思った。 
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相生 の の  

	

相生子ども 	 	 いおいカニカニ調査 	

	

はじめに 

	 相生市では、相生の子ども達に、 るさとの で る相生 	

を とした を ーマに環境学習、 環境の 全 生活 	

などを している。	

	 その で、 々な体験を て を で 、 種 な生	

が 相生 の と を知ることにより、相生 を り、	

育て、活 していくためにはどうした よいかを させてい	

る。また、この活 を て るさと相生を する子ども達が育て と っている。	

	 この活 の で、 のカニ調査を ったことがきっかけで のカニに され、 して調査

を けている子ども達が り、その活 をする。	

 

	 調査 間 成２７年９月か 成２ 年１月の間の、 。	

	 調査場所 相生市に る３ 所の で るが、 に の小さい１ 所を に調査をした。	

	 調査方法 で についた のカニを 、 ケ に れ、種 調査を った。	

の には、 、 、 、 のい れの場所で したのかを した。	

調査 に、 を 、 するようにした。（ の については、調査 	

が にて ）	

カニ達の も するようにした。	 	

	 調査 	 小学２年生、小学１年生の 	

 

	 １７種のカニを 見することができたので 下に す。（ 部 で を っている 体も

り、また、 のカニでは い も まれていますが、 下さい。）	

	 	 	 名	 	 	 	 名	 学	 	 	 名	 	

ケ ガニ 	 アカ ガニ	 	 	 	

ケ ガニ 	 ケ ガニ	 	 	 	

ケ ガニ 	 ア ガニ	 	 	 	

ケ ガニ 	 ア ガニ	 	 	 	

ケ ガニ 	 マガニ	 	 	 	

ケ ガニ 	 ガニ	 	 	 	

ケ ガニ 	 カ ガニ	 	 	 	

ケ ガニ 	 カ ケ ガニ	 	 	 	

ケ ガニ 	 アカ ケ ガニ	 	 	 	

ガニ 	 マ ガニ	 	 	 	

キガニ 	 キガニ	 	 	 	

キガニ 	 ガニ	 	 	 	

ガニ 	 ガニ	 	 	 	

ガニ 	 ケ ガニ	 	 	 	

ガニ 	 ガニ	 	 	 	

ス ガニ 	 ス ガニ	 	 	 	

ス ガニ 	 マ キ	 	 	 	

 

。また、この活 を て るさと相生を する子ども達が育て と っている
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め  

	 は か の調査で ったが、 を することで、どのカニが、どれく いの で

するのかという が分かるものと思われる。しかし、 年は年 か 年 けまでは ということ

も り、 なか カニ達の活 に を たのではないかと思われる。 年間、年間を て調

査を けていくことにより、より な ー が取れ、カニ達の ー が見 てくるものと思

われる。 下に、 で 見したカニの、 に できた とその を す。	

	 	 	 名	 	 	 	 名	
に 	

できた 	
	 	

たとこ 	

	

ケ ガニ 	 アカ ガニ	 １ １ 	 １ ７	 	

ケ ガニ 	 ケ ガニ	 １ ２ 	 ２ １	 	

ケ ガニ 	 ア ガニ	 １１ ２２	 １６ １	 	

ケ ガニ 	 ア ガニ	 １ ２ 	 ２ １	 	

ケ ガニ 	 マガニ	 １１ ２２	 １６ １	 	

ケ ガニ 	 ガニ	 １２ ２ 	 １３ ９	 	

ケ ガニ 	 カ ガニ	 １１ ２２	 １６ １	 	

ケ ガニ 	 カ ケ ガニ	 １ １２	 １９ ６	 	

ケ ガニ 	 アカ ケ ガニ	 １ １２	 １９ ６	 	

ガニ 	 マ ガニ	 １ ３	 １２ ２	 	

キガニ 	 キガニ	 １ １ 	 １ ７	 	

キガニ 	 ガニ	 １ １ 	 １ ７	 	

ガニ 	 ガニ	 １ ２ 	 ２ １	 	

ガニ 	 ケ ガニ	 １ ９	 ９ 	 	

ガニ 	 ガニ	 １ ９	 ９ 	 	

ス ガニ 	 ス ガニ	 １ １ 	 １ ７	 	

ス ガニ 	 マ キ	 １ １ 	 １ ７	 	

	

	 調査をした として、小 の 付 に カニ（ キ	

ガニ 、ス ガニ ）（ １）の方が、 の （ 下）に 	

で、 の が まるにつれ見かけなくなるのが かったよ	

うに思われる。また、 では のカニ（ ケ ガニ ）に	

ついても、 の が る。	

	 の （ 下）に いと思われたのが、 か 場にか	

けて生 しているカニ（ ガニ 、 ガニ ）（ ２）で、	

１月 の か の調査では、活 しているとこ が でき	

た。	

の調査で子ども達が いたことが り、１２月、１月の	

調査で、 とカニ達の 見 についてで るが、 の調	

査 の と、 か の調査 の とが で っても、	

は 見できなかったが、 か で れ 見できた、とい	

うもので る。これは、 が たった の の方が、	

カニ達の体 や、 の が まり、活 できたのではないかと できる。	

の調査で るが、 した調査を しつつ、 の活 で見つけていないカニを見つ

ける はいつ か 活 をするのか いつ か を つようになるのか アカ ガニの

を する、としている。	

	

１（ス ガニ）	

２（ マ ガニ）	
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の 相生 じ  

	

いおい子ども 	

	

	 成２７年 業について	

	 	 	 業	 	 	 	

の生 調査	 のカニの調査と、 種について	

体験	 作を体験する	

ュ 、 の と相生 の	

のつか 取り	

と の 、相生 の のつ

か どり	

ス ーケ 調査	 ス ーケルを って、 と の生

の いを調 る	

い しま アー	 体験合 （１ ２ 	 カ 、生 調査 ）	

ス ーを せ	 工場見学、 、 の と子 の

いを学 	

おわん島環境体験	 島 、 について、 の し 作り	

ー 	 おわん島で った などで、作 を作る	

島 体験	 の の 組 を学 、カ を す	

の年 調査と くり	 、 か の年 を調 る、 、

の の 水か を作り、 	

り体験	 の り取り作業	

カキと す生 調査	 カキに付 している生 を 取し、分 する	

相生市子ども環境会 	 １年間の活 会	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	 	

	

 

ス ーケ 調査より い しま アーより 

おわん島環境体験より 島 体験より 
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相生牡蠣の養殖 

	

相生市立相生小学校	

	

はじめに 

	 相生市立相生小学校３年生は、漁師さんや漁業組合の方、相生市役所環境課の方々にお世話になっ

て、「牡蠣」を育てる体験をさせていただきました。	

相生の牡蠣はとても有名だということは知っていても牡蠣はどうやって育つのか、牡蠣を育てるに

はどのような工夫がいるのかは、よく知りませんでした。	

そこで、これまで取り組んできた学習の成果を、「養殖マニュアル」として、全編２６ページにまと

めました。そこでは、牡蠣の養殖方法や、その生態、子ども達が牡蠣について思った疑問など、分か

りやすく解説しています。なお、「養殖マニュアル」については、相生市市民生活部環境課へお問い合

わせ下さい。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

相生小学校牡蠣養殖年間スケジュール	

６月種付け作業	

７月カキについての学習会	

９月生育調査とおわん島体験	

１１月生育調査と工場見学、カキ剥き体験	

１月水揚げ体験（収穫祭）	

種付け作業 種ガキ 

育成調査 カキ剥き体験 

水揚げ体験 
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9 年間の棚田保全や体験、棚田エコ学園の取り組みについて 

	

永菅裕一・大朋あゆみ（NPO 法人棚田 LOVER’s）	

	

はじめに 

NPO 法人棚田 LOVER’s は過疎化・労働力不足・赤字の経営・鳥獣被害等により棚田が放棄され

失われているという生の声を代表が聞き、学生や社会人の有志が棚田を保全するために集まった

NPO 法人で、美しい棚田を未来へつなぐために、「自然やいのちに感謝」、「愛の心を育み、楽しむ」

をキーワードに 2007 年から活動している。	 192 名の都市や農村の会員（当初５名）とともに、

兵庫県神崎郡市川町を中心に香美町・姫路市・神戸市、大阪府にて、田植え、稲刈り、講座、試

食会などの活動をしている。（下記に市川町の棚田の写真を掲載）	

	

調査方法 

生態系保全・持続可能な循環型社会の創出のためには、農地や景観価値・治水機能による地滑

り防止作用、生態系保全、食の生産地などの価値を有する棚田を保全することが必要である。特

に、棚田は平田に比べ、在来種数が多く、貴重種が存在していることも研究されている。（出口詩

乃,	鷲谷いづみ 2008「畦畔植生の評価」東京大学）。	

その中で、現状を知るために、当団体が 2011 年にアンケート調査「所有する農地の後を継ぐ

人がいるかどうか」、を地域住民全体（153軒）に実施した。	
	

結果 

153 軒のうち 88 軒の回答（71.4％）で、34 軒がいないし探していない、9 軒がいないが探し	 	 	

ているという結果（下記表）が得られ、今後放棄田が増えることは明らかである。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

まとめと考察 
上記の結果からもわかるように、棚田の保全と活用、地域活性化、都市と農村交流の普及啓発・

促進を行い、担い手を育成することが急務である。	

	 そこで、本団体は田植え,稲刈り・種まき・料理体験、婚活、古民家・石垣再生、棚田保全の 5

か条の作成も行っている。そして、2014 年に気づき・知識を深め・主体的に実践し・次世代へと

受け継ぐ教育者を養成するまでの環境教育機関である「棚田エコ学園」を開園し、担い手育成に

重点を置いている。また、2016 年の共生の広場では稲わらで作ったリースも展示させていただい

ている。	
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	 学 	

々 新 	 講 受講生 	

	

 

小学 年生以上を対象に月 、 年を して な生き物を する ッ の生 学

を している。 や生き物に を持 が り、 が 分の で学 場となること

を としている。 のた 、受講生は 分で した のを し、 を る作 を毎 い、

学 る となる している。 

 

成 14年 ～21年 では ッ の生 学 の となる小学 4年生以上を対象とし
た ッ 員 を 。年 とに 上 と を し、 た 分野 とに

分けを こと った。 成 18年に 学 育 が 定 、小学 3年生
を対象とする 育 の が たた 22年 は対象学年を3年生以上に
し ッ の生 学 として 年を して様々な生き物を学 を っている。

 

 

月 の の生き物を し、 を いて スケッチ。

月 にの り、 会 生物の をする。

月 の 社 人 会の の と、 小

で の を 。 を え小 野 活動 にて しい生

を学 。

月 の 公 に る にて を 。

の作成 や の い を学 と に の に る。

月 を って や など に活動する生き物を する。

月 作り っ や の いた などを し を 。 の 作成。

月 の の を 定を 。スケッチをしなが の仕組みを 。

の生 での を学 。

月 公 の に るい に しい 講 を き、 や を に りなが

。 の を し、 でとる。

月 生物の しをする を するた や の の を し、

を に を 。分 の を学 。

月 の に する や野 の 。

月 の を 物を するた 、 の を し を いて の

や を 。

月 生 の がし に する や ス の や成 の を 

	 	 	 。 

 

 

この活動は り 15年、 ど たちに や生き物を り って た に続け て

きた。受講生が を て すること る。 に てみると ッ の生 学

が となり、後の人生の に な を えていることが がえる。 では、
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の受講生が学生や社会人となり、様々な分野で活躍している。今後の課題は、巣立った受講生たちが

新しい人材育成に関わる場を設けるなど、持続可能な活動維持の仕組みを構築することと考えている。

募集について 

	 毎年2月～3月末に小学3年生以上を対象に公募。生き物の作文とスケッチを描き応募。定員20名。	
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の  

特定非営利活動法人 あいな里山茅葺同人 

 

の  

 私たちは 成 16年にあいな里山 で開催された茅葺き の 生が中 の 体で、 の 営

に市 画 体として 地や樹林の に してきました。 そこで培った ・ 験を活かし、

地域の里山 の保全を した ッ ークの を して 成 20年 10月に特定非営利活動法人

を しました。 

 活動 は里山 の保全と生物多様性の環境 を図り、そこでは子どもたちが れて遊び、

身の 全化に促進できる場づくりの 体化です。ス ー は 60 が どの 体でしたが、地

域 親子教室 ン を重ねることで いお父さんやお母さんの 会があって、16人の 女で

しく取り組んでいます。 

     

 

活動の  

 私たちが 成21年からフ ー ドとしている甲南女子大学ふれあいの森は 甲山 の な 地

に し かな自然が された 2.5ha の里山林です。 学 や が近 にあり、子どもたちに

とっては身近でアク スの い ーションにあります。里山林を整備することで 当たり、 し

を して生物多様性の 元お び ならびに を しています。また、大学の

室や ン ーなどと 催で身近な自然環境にふれあえる地域 ン も 営しています。  

 

活動の  

 甲南女子大学ふれあいの森は樹齢が 50 年 の

ア キが 体の落葉樹林が 斜地にあるため、山

を り安 して集えるウッド ッキの野 教室

を大学生と 同作 で 成 

23年に 成しました。 

 私たちの林相整備の間伐や りに って、

の 植物の ンクに 定されている

の生 を しています、 後も りを継

続することで、 体 が え 

いくのではないかと しています。 

 大学生の ン 企画を 体化するための、キノ

コ栽培場や ー などの整備も っています。特に と の地域 ン キノコ栽

21 大 の づくり  

ウッ ッ で ん  

地 ン  
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培親子教室では、キノコの植え付けと 1.5 か月後の収穫・炊さん試食会と合わせて大学生が企画する

里山あそび体験を開催しています。 

 これまでの里山あそび体験のメニューとして、女子大生ならではのユニークな落ち葉のファッショ

ンショー、拾い集めたドングリや落ち葉などを使った工作教室、ススキの秘密基地づくりでは子ども

のノコギリ初体験を見てお母さんの方が喜んでくれました。なかでも、私たちにとって嬉しかったこ

とは転がりながらも何回も繰り返して落ち葉にまみれながら斜面をすべる子どもたちの元気な姿と、

歓声が帰りの道すがらでも長く続いて聞こえていたことです。 また、子どもやお父さん達には大阪

湾が眺望できるツリーハウスアーはとても好評でありました。 

   
 

    
 
活動の展望 

 甲南女子大学ふれあいの森は落葉樹が樹齢を重ねて森全体の高齢・高木化が進んでいく中で、安全

性と快適性を念頭においた林相の整備活動は生物多様性の保全促進を図るとともに、長い年月をかけ

て成長した間伐材はできるだけ木工などに活用したいです。ならびに身近な自然環境の中で地域のお

母さんと子どもたちが遊びながら話し合える場となる、ふれあいの森づくりに継続して取り組みます。 

 また、大学生と連携を高めて落ち葉堆肥やキノコ栽培場などの充実を図り、循環型の森の恵みの普

及促進を視野に森の空間利用を展開したいと思います。 

 

特定非営利活動法人 あいな里山茅葺同人 

〒651-1121 神戸市北区星和台 7-19-1      TEL(FAX) 078-594-1923 

HP http://www.kankyo.atnifty.com/~kayabuki/ 
担当者 星島 明 (携帯電話) 080-3833-1923 

  

大はしゃぎの落ち葉すべり 落ち葉のファッションショー 

みんなで秘密基地づくり ツリーハウスツアー 
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地域の獣害対策を支援して里地里山の恵みをわかちあう 

「さともん」ネットワーク 
	

鈴木克哉（特定非営利活動	法人里地里山問題研究所）	

	

はじめに 

近年、全国の農山村でサルやシカ・イノシシ等の野生動物による「獣害問題」が深刻な問題と

なっています。とくに山際に立地している地域は野生動物の被害にあいやすく、多大な負担が強

いられていますが、多くの農山村では人口減少や高齢化が進行しているため、意欲や体力が減退

しており、今後の人口減少社会においては、獣害管理の担い手や財源の確保がさらに難しくなる

と危惧されています。今問題化している地域で獣害対策が継続できなくなると、今後野生動物の

分布はさらに都市部へと拡大することが予想されます。見方を変えれば、被害を受けている地域

が最前線となって野生動物のそれ以上の進入を食い止めている状況であるといえますが、このよ

うな農山村の問題の内実は都市部ではあまり知られていない現状があります。	

 

さともんが目指すこと ～獣害を美味しく、楽しく解決する～ 

そこで私たちは、豊かな自然と調和した人の暮らしが紡がれる里地里山を持続的に継承してい

くために、農山村の最も深刻な課題の一つである獣害問題の解決に向けた支援を通じて、地域に

存在する豊かな「里の恵み（さともん）」をさまざまな人で共に守り、わかちあい、継承するネッ

トワークづくりを行っています。関心を持ってくれる方に対して、さまざまな関わりの場を用意

し、地域を応援するしくみをつくります。獣害対策をきっかけに地域を元気にしていくとともに、

獣害から守り継承したい魅力的な地域資源を発掘して、都会のニーズと結びつけることで、地域

と支援者を Win-Win の関係で結んでいきます。このような取り組みで、野生動物を含む多様な自

然と持続的に共生できる地域社会の創生に寄与することを目指しています。	

	
獣害対策に頑張る地域を応援したくなったら 

 あなたも応援がしたくなったら、まずは、さともん HP から「しるもん」（情報会員：無料）に

なって知ることからはじめてください。さともん Facebook ページでいいね！を押してください。

いろんな情報をシェアして拡散したり、人に伝えていただくことが獣害に頑張る地域の応援へと

つながります。	
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 の 法人の と解散 （ より） 

10年の への  

	

（ 活動法人さんぴぃす） 
 

 

法人は、平成 1 年 月に

体の「ＮＰＯさんぴぃす」として	

生し、 年（平成 1 年）の 月

に法人 を受け、 活動

法人さんぴぃす（以下、さんぴぃす

と記す）となった。	

設立 は事 も持た 、 イ

ンとなる タッフが 業の らで

さんぴぃすの活動もおこなってい

た。	

	

的な事業 は、法人 の 年の平成1 年の 月に を2 いてからになる。	

共生の ばとのつながりは、 の自 を活用した 中学生を対 とした体験 環境学 であ

る「 」（ は、アシ ン ーと を変え継続実 中）の活動を学 の 先生に	

力 いたことがきっかけであり、 との は もを対 とした生き であるが、

法人の の事業は、次世代育成のための人材育成 である。	

	 共生の ばが10年間継続して してきた 、11年目以 の については、多くの が出

され、新たな みのもと されたように、 法人もこの 目を に、これまでの10年間の活動を

り ると共に、この先、 なる10年を のように活動していく きかを考えたことをここにまとめて

みた。	

	 や 体との共生、多様 については、この10年で活動自体も多様化し、共生も生まれたと思う。	

しかし、10 年間の活動を 体だけでなく、他 体の も め 的に た時に、 うしても に

なることが１つある。それは、 んなに な活動や しい活動をおこなってきている 体にも、	

必 れる共通の課題であり、いつかは えを出さないといけない 題であり、活動が充実していれ

ばいる 、その時には かない課題だと たので、これまでの共生の ばでの 表 とは

し う ではあるが、活動の継続 より思うとこ を かせてもらいたいと思う。	

共生の ばに する 体の多くは、 体であり、法人 を していたとしても、その法人

で を くような 体は だと思うので、 法人のこれまでの活動が、 てそのまま活用 け

るとは思わないが、 との や事業（または、事業とまで わないまでも、それ れの 体が

っている活動）を今後も継続していく の 考 にはなると思うので、そのつもりで ければ

いである。	

	

の  

	 のＮＰＯは さんも の通り、1 年に 生した の時に活 した 興ボランテ

ィアの活動によりＮＰＯ活動が に され、その後 された 活動 進法（通 Ｎ

ＰＯ法）によりＮＰＯ法人が生まれ、今 に っている。 年 、 より20年が経 し、 のＮ

ＰＯ法人もその を着実に やしてきた。平成2 年の12月にはついに 積 が 法人を え	

（ １）、その は、 の 手 7 の ン ニエン トアーの と 同 に達したと

われている。しかし、 ン ニエン トアーは身 な場に多 することを自 していても、Ｎ
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２ ンター す ン ー  業年 とこれまでの 活動経験について 

 ンター が  

ＰＯ法人がこれと同 くらい することは、あまり にない。ＮＰＯ活動をおこなっているのは

法人 を持っている 体だけではないので、 体も えれば、 ン ニエン トアーの 2 の

では り 可能 も ある。このため、ＮＰＯ自体の は くなっているものの、ＮＰＯに

対する正しい理解はあまり進ま 、 ＮＰＯってボランティアのこと ないんですか 	 ＮＰＯ

って、 けち いけないん ないですか 	 といった 解が だに多く っている。	

また、 体が 的に 要な を たす ニークかつ独 的な活動をしているものの、それ れ

の活動をおこなうだけに手いっ いで、事業を継続するために必要な経済的 の 化や人材の育成

といった にはなかなか 力出 、 ボランティアや の アル イトな に る 体

を なくされているのが である。	

	

	 さんぴぃすが 2012 年に 、

磨 で活 している中間

ンターの タッフに対して実 した

アン ート （ ２、 ）でも、

のＮＰＯを する タッフ自体

が自らの経験 や 、 し

なければならない仕事以 の業 が

しく、中間 業 に できない

といった 題 を ている。	

	

	

	

この は、 に ッタッフの経験 と うだけでなく、実はその組 の後継者育成とも きく

かかわるものである。実は法人 の に ら 、活動の継続に な後継者が多くのＮＰＯで育成

できていないことのあらわれでもある。	

	 におけるＮＰＯ法人に関わる人々にこんな び があるのを だ うか。 世代、

世代、 世代・・・。さんぴぃすは、 後 年目の200 年に法人 を受けた 世代のＮＰ

Ｏであり、表１にあるように 以 よりＮＰＯ活動をおこない、ＮＰＯ法設立にも 力した ーダ

ー達を 世代。その 世代の ーダーの で、活動を続けてきた タッフや を 世代と

。	
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表  お  

	 、多くの 世代の ーダー達が もしくは、次の ーダーへと世代 代の時 を えてい

るが、多くの 世代の タッフは、 世代の ーダーと同年代の事が多く、後継者 に まさ

れているのが である。	 そして、 世代の我々も次の10年が経 するまでの間に、同 ように

後継者を うするかといった 題に するのは間 いないことである。	

	

	

	

さんぴぃすのこれまでの10年の活動や に る経 については、下記に ータを くので興味があ

る は、 ください。	 201 0211 	

	

 

	 さんぴぃすは、 2 の共生の ばから しているが、この間、新しい 体も多く してく

れているし、 体の活動も よりも多 にわたってきている がする。しかし、その で

として 共生の ばに されている 体の さんの多くが、 たちより年 の上に、その 時

より10 年を取った。活動より10年が経 した我々も、次の10年を考える時、今は我々が中 とな

り様々な活動を続けているが、我々が活動を めてしまった に、これまで積み てきた活動も

まることに 付いた。生き の みからすれば、そこで種が えるのと実は同 ことではなか

うか。生き の世 でもは、種が えるのと同時に新たな種が生まれる。	

	 ＮＰＯ活動も同 で とつの活動 体が活動を めたとして、 、 世代といった新たな活動

を める人が れる可能 もあるだ うが、もし、種が える事を んでいないのであれば、他の生

き のように、環境に せるだけでなく、環境を変え継続できる 法を考えるのが我々人である。	

	 ＮＰＯの活動は、 れも を持った 要なものが多いので、活動をおこなっている 中はその活

動を うことに きを きす る 向があり、そのため、共生のための やネットワーク化と

いった活動を継続するために なことが、活動に関わる い の人にのみとなってしまうことが

多々ある。これが、実は20年 い を持ち、 ・種 共に多様化してきたＮＰＯが、 だに に

正しく理解されていない を生み出しているのだと える。	
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表２ さんぴぃすがおこなうインターンシップ 

次の10年への課題 

	 今、活動が充実している時だからこそ、これからの10年に向けた準備が必要になる。そこでさんぴ

ぃすでは、以下２つの課題にこれから取り組んでいく。	

１）拡散から集約	 	 ２）後継者育成	

	

１）拡散から集約	 に関しては、これまでの10年間に続けてきた活動を取捨選択し、学校教育なら

びに包括的な人材育成事業をさんぴぃすから独立させる為、平成27年7月にＮＰＯ法人アクティブ・

ラーニング・アソシエーション（ＡＬＡ）を設立した。これにより、活動に対する適正な対価を得ら

れる仕組みを生み出し、今後、我々と共に活動をしたいと願う若者の雇用も可能な経済力を目指す。	

その上で、２）後継者育成	 をさんぴぃすとして進める。これまでさんぴぃすでも、他のＮＰＯ同

様活動に興味を持つ学生をボランティアとして受け入れ、様々な事業のお手伝いをしてもらってきた

が、ボランティアの募集だと応募する学生自体にも「お手伝い」として指示された事だけを着実にこ

なせば良いとの考えが先立ち、受動的な経験しか身に付かないことが多い。そこで、互いの関係をよ

りＷｉｎ・Ｗｉｎとするために、ボランティアからインターンシップ（表２）へと学生の受入れを変

え、より能動的な体験から経験を積んでもらうことにより、ＮＰＯ活動に対する理解を深めた学生達

を育てていきたいと考えている。	

	

	

これにより、ＮＰＯに携わる多くの人々の共通課題である下記の項目の改善を続けていきたいと考

えている。	

	

	

	

	

	

ダイヤモンドが、ダイヤモンドでしか研磨できないように、人は人の中でしか磨かれない。	

我々は、これからの新たな10年、次世代の後継者の種を蒔き続け、蒔いた種が芽を出すことができる

「場」や「環境」を今後も守り続けていきたいと思っている。	

ベテラン	→	プロフェッショナル		

お手伝い	→	人材育成		

個の活動	→	ネットワーク	

時代の変化に柔軟に適応	
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解剖図の役割 

	

せい （ 	 ）	

 
 

植物画とは、 は科学 を目 として描かれた をさします。植物を細 で正確に描きなが

ら、 術 をも せもった 画といえます。 
ー パで まったこれらの は、 学 の となる図 として描かれ、大 代（15
16 ）には しい植物を記録する手段として、また 17，18 には の しみと

して人 の を えてきました。 
では、 な での植物画が描かれるようになったのは、 代に ってからです。

ー パと同様に、写 な植物画は 学（ 物を する学 ）の必要から描かれました。

代になって植物の が んになり、それと に植物画も く描かれるようになりました。 
 
、植物画は 術 をもった しい 画の分 として しつつあります。 

 

 
 
解剖図  

植物画は植物学 に正確に描く 画です。そのために 眼では見えにくい微細な や を解り

やすく描くことも必要になります。花や の 部、 の の え な 植物の を目に見える

ように分解 拡大して画 に描き込んだものが「解剖図」です。植物画を する大きな要 といえ

ます。 
 
解剖図の  

解剖図 作には、ま 描く植物の が必要になります。描き める に植物図 な で を

したうえで、 
 

     
ソラマメ（ 	 	 ）	 	ニンニク（ 	 	 ）	 	イネ（ 	 	 ）	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 せい 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	
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１，	 描くことが必要な部分をパーツごとに切って、解剖していきます。 
２，	 切ったパーツを方眼紙上に載せると大きさが正確に解ります。 
３，	 拡大したい大きさ（倍率）に方眼紙に縦横の四角を取ります。 
４，	 その四角の中に、方眼紙上のパーツをルーペや顕微鏡で見ながら写しとります。 
５，	 同様に、必要なパーツの数だけ解剖図を作っておきます。 
６，	 描き終えた植物画に、最後に各パーツの解剖図を描き込みます。 

 
解剖図の役割 

かつて植物を記録する手段としては、描く以外方法がありませんでした。ところが、科学技術の進

んだ現代、より正確な情報を記録する方法はたくさんあります。ただ、人の目と手でわかりやすく微

細に描かれる植物画の「解剖図」は、植物への理解をより深めるもので、科学技術による情報には代

えられない働きと魅力とがあると言えるでしょう。 
 
 

 
	 	 	 	 	 	 ソラマメの花 
 

 
	 	 	 	 	 	  	 イネの花 

 
	 	    	 	  ニンニクの花 
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コウノトリが生息できる環境づくり 

	

上田尚志（NPOコウノトリ市民研究所）・森薫（コウノトリ湿地ネット）  
 
はじめに 

NPO コウノトリ市民研究所・コウノトリ湿地

ネットは、日本では一度野生絶滅したコウノト

リがもう一度里で暮らせるよう、環境や湿地再

生に取り組んでいる市民団体で、豊岡市を中心

に全国の個人、研究者、企業等で構成されてい

る。	

	 コウノトリの直接の餌場となる湿地づくりを

行って生きものを増やすことを基本とし、コウ

ノトリと餌生物の調査、子どもたちへの環境教

育、普及啓発活動などを行なっている。その活

動の様子を紹介することにより、コウノトリ野

生復帰のことを広く知ってもらうとともに、ひろばに参加されている方たちとの交流を深め、できれ

ば豊岡の湿地作りの輪に参加してほしいと願って出展した。	

 

方法 

NPOコウノトリ市民研究所は、開設当時から豊岡市周辺の生きもの調査をした結果を冊子にまとめて

資料を配布。コウノトリ湿地ネットはラムサール条約に認定された円山川下流域を中心とした自然や、

コウノトリの餌場づくりの映像を映しポスターを掲示した。	

 

結果と考察 

NPOコウノトリ市民研究所の、植物の分布などのパンフレットや田んぼのフイールドノートは好評で

多くの方が持ち帰られた。コウノトリ湿地ネットの餌場づくりや餌生物のポスターは、コウノトリの

食性や生息できる環境の理解へとつながり、コウノトリの生息できる環境づくりについて関心をえら

れた。引き続き人博４階の「ひとはくサロン」で４月３日まで展示されている。	

 

 

 

展示ブースの様子 	 	 	 	 	 	 ビデオ上映の様子 
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中 一 （ さ ） 

 
． に 

中 ウ タウンの に の の一

ータウン 、 され た

さ 、中 中 に の に ランテ アグルー

、 の 、 れの 、 に 記録

、 コミ テ 、インターネ ト

 
． 自動 による動 撮影  

の の 、 に 哺乳類 記録 た 、 、 カメラに

に 、 スチールカメラ 、 トレー

ルカメラ 、 ータ

（ の 、 ）

スチールカメラ ンサー 、 の に タル一 レ カメラの

シ ター れ

（ 、 ）、 （ ）に

トレールカメラ の の

アナグマの （ 、 ）に

（ の 一 ） 

 
．結果 

間の に 、哺乳類 （イヌ、ネコ ）、 類 記録 た（

）

に哺乳類 れ の され た のの、 の

た の 、 記録 た から たトレールカメラに 、アナグ

マ の れ 、 、 記録された か、 に 哺乳類

れ、中 た 記録され
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（ 記録された哺乳類、 類 ）

 
．  

に記録 、 に 、 に 、 の か

た た の 中 、 ータウン の に

ら、一 の れ 、 れ 、 の に

、 ータウンの の か た の 、 に 、 た

1 2 3 Ｔ１ Ｔ２

けもの道 けもの道 水辺 巣穴前 巣穴前

2010.5- 2013.2- 2013.5- 2015.5- 2015.6-

1 キツネ ○ ○ ○ ○

2 タヌキ ○ ○ ○ ○ ○

3 イヌ ○

4 ネコ ○ ○ ○ ○

5 アライグマ ○ ○ ○ ○ ○

6 テン ○ ○ ○ ○ ○

7 イタチSP ○ ○ ○

8 アナグマ ○ ○ ○ ○ ○

9 ハクビシン ○ ○

10 ノウサギ ○ ○

11 アカネズミ ○ ○ ○ ○ ○

1 カイツブリ ○

2 ミゾゴイ ○

3 ゴイサギ ○

4 ササゴイ ○

5 オシドリ ○ ○ ○

6 マガモ ○

7 カルガモ ○

8 ハイタカ ○

9 キジ ○

10 ヤマシギ ○ ○ ○

11 キジバト ○ ○ ○ ○

12 カワセミ ○

13 ヒヨドリ ○ ○

14 ノゴマ ○

15 コルリ ○

16 ルリビタキ ○ ○ ○

17 ジョウビタキ ○

18 トラツグミ ○ ○ ○ ○

19 クロツグミ ○ ○

20 アカハラ ○

21 シロハラ ○ ○ ○ ○ ○

22 マミチャジナイ ○

23 ツグミ ○

24 ウグイス ○ ○

25 センダイムシクイ ○

26 キビタキ ○

27 エナガ ○

28 ヤマガラ ○ ○ ○

29 シジュウカラ ○ ○ ○ ○

30 メジロ ○

31 アオジ ○

32 カワラヒワ ○ ○

33 スズメ ○

34 カケス ○ ○

35 ハシブトガラス ○ ○

哺
乳
類

鳥
類

設置場所

設置時期

カメラＮｏ
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５．自動撮影による撮影結果 

 
スチールカメラに記録された哺乳類の一部 

（左列上テン、下タヌキ、右列上段アナグマ、中段左からキツネ、ノウサギ、下段左からハクビシン、アライグマ） 

 
トレールカメラに記録された哺乳類の一部 

（上段左から、タヌキ、ネコ、アカネズミ、中段左からテン、アナグマ、アナグマ、 

下段左からイタチの仲間、キツネ、アライグマ） 
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屋 打出浜小学校	 ３ 生	

 

め  

打出浜小学校は、 屋 の に 置し、 め て 	

に てられた学校です。三 を シ に は海に	

まれており、自然が ない環境にあります。その中で

環境教育の取り組みとして、 屋川の や 館

で の 等を行ってきました。３ に人と自然の

博物館の三橋 先生に いただき、学校 の江尻

川河口が生き物の で自然 に良い場所であること

を知りました。	

度からは三橋 先生と和田 先生に い

ただき、生き物の を行っています。	

 

 

	 度の取り組みは活動を４回 しました。	

第１回	 月	 「打出浜干潟へ行こう」	 	 	 	 場所	 打出浜干潟	 	

	 第２回	 ７月	 「海の生き物について知ろう」	 場所	 打出浜小学校	 聴 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 第３回	 ９月	 「カニの標本を作ろう」	 	 	 	 場所	 打出浜小学校	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

第４回１０月	 「ひとはくで学ぼう」	 	 	 	 	 場所	 人と自然の博物館	

 

第１回「打出浜干潟へ行こう」は 月３日（水）に実施しました。干潮時に河口へ下りて生き物を	

探しました。水のひいた い河口に９０人の子ども達が下り、

の を見たり の を したり をひっくり した

りして、たくさんのカニとヤドカリを見つけました。取った

カニはコ ナに入れていましたが、あっという間にいっ

いになりました。三橋先生と和田先生に、カニがケフサイソ

ガニという であることや、 が海の に ってい

ることを教えて頂きました。カニを一人１ 入れ物に入れて

持ち り、水を入れて にしました。	

感想を みますと、たくさんカニを まえて しかったこと、

ド っ い がついて ったことやド ド になったのがいやだったこと、たくさんのカニが て

びっくりしたこと、カニの がケフサイソガニと知ったこと、 を持っているカニがいた き、カ

ニにオスや スがいること、持てなかったカニを れるようになった び等 、子ども達の きや

見など貴重な体 になった様子がわかりました。	

	 第２回「海の生き物について知ろう」は７月２日（木）に打出浜小学校へ和田先生に来ていただい

て実施しました。 真を見 ていただきながら、カニやイカ

など、海の生き物について しました。感想文には、カニ

のつくりを に 説 きで したり、初めて知った生き物の

生 などが書かれており、子ども達がカニやイカなど、

な海の生き物に興味を持ったことがよくわかります。	
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屋 打出浜小学校	 ３ 生	

 

め  

打出浜小学校は、 屋 の に 置し、 め て 	

に てられた学校です。三 を シ に は海に	

まれており、自然が ない環境にあります。その中で

環境教育の取り組みとして、 屋川の や 館

で の 等を行ってきました。３ に人と自然の

博物館の三橋 先生に いただき、学校 の江尻

川河口が生き物の で自然 に良い場所であること

を知りました。	

度からは三橋 先生と和田 先生に い

ただき、生き物の を行っています。	

 

 

	 度の取り組みは活動を４回 しました。	

第１回	 月	 「打出浜干潟へ行こう」	 	 	 	 場所	 打出浜干潟	 	

	 第２回	 ７月	 「海の生き物について知ろう」	 場所	 打出浜小学校	 聴 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 第３回	 ９月	 「カニの標本を作ろう」	 	 	 	 場所	 打出浜小学校	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

第４回１０月	 「ひとはくで学ぼう」	 	 	 	 	 場所	 人と自然の博物館	

 

第１回「打出浜干潟へ行こう」は 月３日（水）に実施しました。干潮時に河口へ下りて生き物を	

探しました。水のひいた い河口に９０人の子ども達が下り、

の を見たり の を したり をひっくり した

りして、たくさんのカニとヤドカリを見つけました。取った

カニはコ ナに入れていましたが、あっという間にいっ

いになりました。三橋先生と和田先生に、カニがケフサイソ

ガニという であることや、 が海の に ってい

ることを教えて頂きました。カニを一人１ 入れ物に入れて

持ち り、水を入れて にしました。	

感想を みますと、たくさんカニを まえて しかったこと、

ド っ い がついて ったことやド ド になったのがいやだったこと、たくさんのカニが て

びっくりしたこと、カニの がケフサイソガニと知ったこと、 を持っているカニがいた き、カ

ニにオスや スがいること、持てなかったカニを れるようになった び等 、子ども達の きや

見など貴重な体 になった様子がわかりました。	

	 第２回「海の生き物について知ろう」は７月２日（木）に打出浜小学校へ和田先生に来ていただい

て実施しました。 真を見 ていただきながら、カニやイカ

など、海の生き物について しました。感想文には、カニ

のつくりを に 説 きで したり、初めて知った生き物の

生 などが書かれており、子ども達がカニやイカなど、

な海の生き物に興味を持ったことがよくわかります。	

	

	 第３回「カニの標本を作ろう」は９月１７日（木）学校	

で実施しました。あいにく天気が悪かったので、雨のかか	

らない屋外で作業しました。２種類の液を混ぜて樹脂を作	

ります。アルコール漬けになっているカニを入れ物から取	

り出し、樹脂につけて体中が樹脂におおわれているように	

した後、タッパーに置きました。その上から樹脂をかけて、	

カニ全体が樹脂の中にどっぷりと浸かるように樹脂を満た	

して完成です。自分のカニ標本を作るので、子ども達は三	

橋先生の説明を聞く時も作業をする時も大変真剣に、そし	

て慎重に行っていました。	

感想文には、樹脂を初めて扱うことの大変さと、三橋先生や和田先生の知識に感心したこと、カニの	

扱いに苦労したことなどを書いていましたが、どの子どももカニ標本の完成をとても楽しみにしてい

る様子がよくわかる感想文でした。	

第４回「ひとはくで学ぼう」は１０月２３日（金）に人と

自然の博物館へ行きました。三橋先生と和田先生に海の生き

物についてスライドを使って話をしていただきました。タカ

ノケフサイソガニとケフサイソガニの違いやダイオウイカの

話、カニにはもっとたくさんの種類があることなどを聴き、

そのあと、お楽しみにしていた自分のカニ標本をいただきま

した。話を聞いた後のひとはくの見学は、海の生き物だけで

なく、自然環境についてや生き物に対する興味関心が深まっ	

たようでした。もう一度ひとはくに来てゆっくりと展示物を見たいとか、家の人と一緒に来たい等の

感想がたくさん書かれていました。	

	

まとめと考察 

江尻川河口は校区にありながら、暗渠になっている小さな小さな川の河口で、普段は子ども達が入

らない場所ですが、生き物探しをすることで、たくさんの生き物が棲んでいるという事実を知りまし

た。また、活動時に三橋先生や和田先生に専門的な知識をお話し頂いたことで、干潟や生き物や海に

興味を持つ良い機会になりました。人と自然の博物館では、三橋先生と和田先生が楽しくわかりやす

く研究されていることや研究成果についてお話をしてくださったので、研究することの楽しさを感じ

ることができました。	

このたびの環境教育の取り組みをきっかけとして、子ども達は、通学路から見る打出浜干潟は、潮

の満ち引きがあり、潮が引くとたくさんのカニやヤドカリやフナムシがいて、砂の中には貝などが棲

んでおり、潮が満ちているときには魚が泳いでいるなど、自然の営みが行われている場所であること

に気づきました。登下校の途中で干潟を見て、「水が引いていたよ」とか、「白い鳥がいたよ」とか、「魚

が見えたよ」とか、教えてくれるようになりました。興味関心が広がって自分で詳しく調べる子ども

も増えました。貴重な打出浜干潟の自然を守るのも、壊すのも人間です。打出浜干潟をきっかけに、

自然を大切にする子ども達が多く育ってほしいと考えて取り組んでいます。	
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も植物 とり  

 
	 中 子	 中 絵 
レ ン ー 	

	

は に	

植物画とは、植物を と科学の で描く絵のことをさします。

私たちレ ン ー は、 と の博物館で毎年 に、そして

には 戸 立 植物 で、 学 年生から中学 年生を

対象とした「こども植物画教室」を して 年 になります。

そのとりく をご します。	

 

 

 
私たちの植物画教室は、 、描く植物を子ども が ぶとこ

から まります。色鮮やかな やおいしそうな実を けた な

ど、博物館の先生方が採集してくださった植物はどれも 的。

「何を描こうかな 」と んな真 な で びます。こちらも

する瞬間です。 を かせながら描きたい植物を見つけた時

は、ほっとします。そして について、 感を かせしっかり観察します。 
 
 

この も や どうしが じ ループになら

ないようになど、描くことに集中できるよう して

います。 に を考え、デッサンから彩色 と進ん

でいきますが、子どもたちの した 心に

り いながらの イ を心がけています。低学年

は一 で 上げ、高学年 中学生は 続けての 作

です。 
 
 

 
 

デッサンは、ま 植物をよく観察するとこ か

ら まります。博物館の先生に を けながら、ルー

や時には実 などを使い、その植物の をつ

かんでいきます。 や葉っ だけでなく っこや 実な

ど、実 の大きさに 実に、または 大して、鉛筆でし

っかりと描いていきます。彩色は私たちの作った色見

を参考に、実 の植物の色に近 けるよう絵の を 、

うす りで色を重 ていきます。 に 学生の絵の は 色 く作られているため、植物 来の色を

に 色して作った色見 は、子 たちに するための 品となっています。 
  

２ 作 です 
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神戸市立森林植物園 提供 

せっかく描いたデッサンがつぶれないように、水の量を	 	  
加減しながら慎重に進めていきます。慣れない面相筆を使	  
っての彩色に、最初は戸惑っていた子どもたちも、だんだ 
ん筆使いが上手になっていきます。低学年で筆がまだ上手 
く使えない場合は、色鉛筆を使ったりもします。葉脈や茎 
に生えた毛など、細   
かい部分に至るま 
でしっかり描いて 
ようやく完成です。 
色々な過程があり

ますが、見たままを描くこと、観察することが何より重要で

す。一生懸命観察すればするほど、筆が進まなくなることも

あるくらいです。絵が上手下手ということより、探求する姿

勢が一番大切だと考えています。 
 
そして、出来上がった作品は、植物と対話しながら描きあげた素晴らしいものとなります。子ども

たちも私たちもわくわくする瞬間です。絵とともに、誇らしげな顔も印象的です。続けて来てくれる

子どもたちもいます。低学年の頃は、他のイベントに参加してしまい途中でいなくなったり、パレッ

トがプールのように色の洪水になったりと、私たちをびっくりさせていた子どもたちも、会うたびに

身長も高く、描く姿勢も落ち着いてきて、その成長には驚かされます。そして、作品も年を追うごと

にしっかりとしたものとなり、毎年国立科学博物館で行われる「植物画コンクール」で入賞する子ど

ももいます。私たちも成長する場となっています。 
 

おわりに 

学校の授業で絵を描く機会はありますが、植物だけに集中して取り組めるこの教室は、他にない貴

重な時間を与えてくれると思います。子どもたちには、植物を身近に感じ、真っ白だった画用紙から、

完成した作品を見たときの充実感を味わってもらえたら、またそのお手伝いができれば、何より幸せ

です。植物画は画材となる植物がとても重要です。いつも色々な植物を採集し、新鮮な状態で準備し

てくださる博物館の先生方に、心より感謝申し上げます。 

休憩中は気分転換も・・ 

皆、集中しています！ 採集作業は下見もかねると２～３日かかり、 

水あげも心配です。 
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学 学 学 科 植物 	

 

に 

	 でも く知られる うになり、 が多くなっているボタニカルアートは、植物学的な

otanical 絵画 rt という で、科学 と 術 った絵のことです。	

	 の は く、 から るた に描かれて ました。 して の

には、 ー の が たに した で た しい植物 する

として、植物学 と植物画家が し植物の に した絵として描かれました。	

	 でも 、 学 する学 の とともに植物 が描かれ まし

た。 して には、 学が植物学 と り、植物の が するとともに植物画も

多く描かれる うになったのです。 の植物 し、 の植物 学の

いた 人として知られる の 植物 は に る であり、植物 の

である 植物 は、現在まで 、 で も多く されて た植

物 の として く知られています。	

	 現在では、科学 りも 術 たボタニカルアートが描かれることが多い うですが、

の ー 植物 e	 o al	 otanic	 ar ens 	 e な では、専 のボタニカル

アー ト 植物画家 が在 して り、植物学 の ながら、植物の に

に描くことで の ること に てるという、科学 に いた	

Scientific	Illustration 科学的な植物画 描いています。 い えると 学のた の

と えます。	

	 の植物画も科学 に いた植物画といえます。この うな	Scientific		

Illustration には植物の に、 、 物、 、 な 描いたものがあります。	

  

 

 
    Kew） 
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	 は、 ー 植物 で、Scientific	Illustrationの る機会 ました。 が

これまで描いていた植物画の はるかに える でしたので、 の が紹介で ればと

思っています。	

	 ー 植物 では、 から植物学 と植物画家の に る	 otanical	 a a ine	

ボタニカル し、現在も	 urtis s	 otanical	 a a ine カー ボタニ

カル として いています。 は ですが、 学的な は し、

で描くという	Scientific	Illustrationの も りま ん。 の植物も 多く描かれ

ています。	
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	 が ー 植物 で	Scientific	Illustrationの たのは、 科 してい	

る植物学 と 科 している植物学 からでした。	

	 Scientific	Illustration 描く 、 の の まえて したいと思います。	

	

	 ま 、植物学 から の されると、 に a it ト と ばれる

の 描 ます。 は し にされているた しばしば な になっていること

がありますが、 っくり のまま描くのではなく、で る り な で、 が れて

いる は える うにア して描 ます。	

	 の 、 の な の 描 ますが、これはあらか 植物学 から す

いて してい ます。	 には、 な の の が に り られ

た に 存されているのですが、 の は れら いて描 ます。	

	 の は で うのですが、 の している するには、ま の で

すとこ から まります。 ー 植物 には専 の機 があり、とても さな

の な に と した れ、 の機 に ると の と かい で が らか

くなります。 らかくなった り し しますが、 に さい な は ートに

、 ながら トと の うな で してい ます。 した れ

れの は って して描 ます。	
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	 Scientific	Illustrationには必 な 、もしくは ール ー の さ す

た に または写真の に える するので、 している は、

した に描 、 れ して くことが 要となります。	

	 す ての は、植物学 の ます。植物学 の 認が と、 れ れの

ト ー に写し、 れら て し るのです。	

	 す ての が描 写 たら、 で て ます。 の うに も して描 る

ではないので、 の に描 んでい ます。	

	 に、描 がった れ れの の に で ール ー んで です。 ー

ル ー ではなく、 の に の の く もありま

す。	

	 科の植物 の り して描くことで、 の科の植物の 知り、植物学 が

必要とする の植物の 要な が と かる うにもなるのです。	
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さいごに 

	 ボタニカルアートはこれからますますたくさんの人に親しまれていく絵であり、皆さんの目に

触れる機会も増えるのではないかと思っています。	

	 今回ご紹介した	Scientific	Illustrationという科学的な植物画が、写真という技術がある現

在でも必要とされていて、専門に描く画家が少ないながらも存在するということ知ってもらい、

これから少しでも多くの人に	Scientific	Illustrationが認知されればと思っています。	



43 共生のひろば　2016 年３月　

の 察 川 

 

めに

 

 め に によ の と 水  

を  
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 の りと の の の  

   

 め に によ の と 水  

め に によ の

 

水

    

め  

大 な た の を  仁川合流  れ されたの め  
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の の 水 、 

の 水 、 

、 と 水 により、

水  

の 水 により

水 、 水 によ 水

め れな  

水 、 と 水

によ 水 め れな より  

の め 大  の め  
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 の りと の の の

水を み 水  

水を み  の  

の り  流 川 を

を を  

の  
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まとめと考察 

謝  辞 
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大雨の出水により度々攪乱され、新たな自然環境を生

み出す仁川合流域 
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園芸福祉活動 の 成果と 園 の活動 いて 

	

	 介 園 	

	

 

	 園 は にオープンし、 の 大な園内に の な

植物や、 の い と が がり、 感のある 観を提供している。	

その 、 には と 同を進めボランティア である 園 ラ

フレン を れた。 から園芸福祉、 園 、園芸活動、 ン を

として活動を進めている。	

は園芸福祉にスポッ を て、活動の やボランティアサポーターの声を紹介する。	

	

「園芸福祉」と  

	 園で っている園芸福祉は 内の がい者 ンター「 った 」の た

に 活動に参加してもらい、植物を使った ラフ や花植え、園内散策などをして一緒に楽し

む活動である。活動に して 園芸療法士の を えることでプロの視 からア スをもら

い、 きた植物を に 感を するようなプログラムを実 している。また、参加者との し

などに いてア スをもらっている。	

	

園芸福祉 の  

	 【植物を使ったリース作り】	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

   

 

 

 

 

	

● ー リース作りの  

はロー リーを にして

リース作りをした。 きたロー

リーの感 や、 りを楽しんでもら

える。 

●リース 成 の記念  

●参加者が制作したリース 
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【園内散策	 コスモスの観察】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「園芸福祉」活動のねらい 

	 園芸福祉では、植物を使ったプログラムを楽しむ中で参加者に癒しの場を提供することで、以下の

効果をもたらすよう活動を進めている。	

l 参加者のコミュニケーション・作業能力の向上	

l 参加者同士の親睦を深める	

l ボランティアサポーターも一緒に楽しんで元気をもらう	

	

「園芸福祉」の成果として ～サポーターの声～ 

園芸福祉の活動においては、上記のようなコミュニケーション・作業能力などの向上を常に意識し

て園芸療法を実践しているのではなく、基本的には皆で楽しく過ごしてリフレッシュすることを重視

している。ゆえにデータを記録しておらず、その成果を実証することはできないが、サポーターの声

を抜粋し活動がもたらす可能性として紹介をする。	

l ずっと返答をしてくれなかった参加者がどこに押し花シールを貼るか聞いたら「ここ」と教えて

くれた。	

l 七夕の飾り付けで、短冊に好きな単語を書くことができた。七夕の歌も歌えて成長を感じた。	

l ある参加者は食事制限があり、普段は笑顔が少ないそうだが園芸福祉のときは微笑んでいた。	

l サポーターによるオカリナ演奏のとき、参加者の大好きな歌が始まると踊りや手話をしてくれて、

とても楽しかった。	

	 	

●紅葉を見ながらコスモス畑へ向かう ●コスモス畑で記念撮影 
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草葺きの住居に住んでいた れ 兵庫の草葺き屋根  

 
とはく地域研究 	 山崎	 敏昭 

 
 .は めに 

は、 とはく地域研究 として、三田市域を中 に 地域や丹波地域、丹 地域の草屋根を

ねて しています。数 年にさかの る たちと草屋根のおつきあい。まだまだ と思わせる、

人や住居、地域との出会いに けられています。	

さて、「草葺民家」について さんはどういう を持つでし うか。今の田園風景のなかの

で屋根を葺いた建 を、「茅葺民家」と さんが いことでし う。それも です。今ある民

家の屋根の は「茅 」のものがほとんどだからです。 
の の通 である「茅」は、草のなかでも で 持ちする屋根葺きに持ってこいの

でした。けれども、 きな 場がない地域では、少ない を めておいて 互にやりくりし、

した分は を って しなけれ なりませんでした。 
そうした理由もあって、昭和までは、いろいろな で葺かれた屋根がありました。 きな川など

がある場所や がある地 では川 や に する「 」を い、田ん や の い地域では「

わら」や「 わら」、 や が い地域では「 」などが われていました。また、 面が「茅」であ

っても屋根の を すために や わらを っている家が 通でした。 の時、 ン

ンなどの で「わら」を かく んでしまう今では って「わら」を集める が、「茅」を集めるよ

りも 変かもしれません。 
今回は、こうした で葺かれた屋根を「草葺 くさ き 」屋根としてお話を めます。草屋根の

は く、おそらく たちの が の の 活から、草 と 活の場を移した数 年からの

があると思われます。また、日本だけでなく 、 、 等、 く世

各地でいろいろな草葺き屋根が られます。 
 

. とは の草葺き屋根 

	 とはく 人と の が する 三田市 は、「摂丹型 せったんがた

民家」と れる民家 型の分 の西 に します。摂丹型民家は、屋 の と 部分を

割りにし、 部分を 面から「 ン 」、「 」、「 居 」、「 ン

戸・ 」と一 に する民家の 型です。また 屋屋根の三 の を 面に せることも

とされています。この 型の分 は、明 時代までの地域区分であった、摂 国の北部から丹

波国、 市 を含 山 国の一部に ろがり、

に数 くみられる北摂 から丹波 の地域

摂摂摂丹丹丹型型型民民民家家家ののの分分分

域域域   

とは の  
 

図  らと いの草葺き民家  

  三田市 地区  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 民家の  
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名にちなみ、1970年代 から「摂

丹 せったん 」型と れるように

なりました。 
 

.草葺屋根の  

	 今日の建築学や民 学で用いられ

ている民家の 型は、部屋の に

よる分 が 本となっています。け

れども 国 摂 ・ ・丹波・

・ や、 の 丹 、

丹波地域の民家を ねてみますと、

面だけでなく屋根の も地域それ

ぞれに っています。 
	 みに、 とはく の「摂丹型

民家」の屋根を します 2 5 。
屋屋根の 屋根部分を「破風 は

といいますが、その部分に

していただくと、 、 、

とおも きが変わっているこ

とがわかります。また、 で

も に近い三田市 の

と丹波地域、 に近い 神地域

の西摂 とでは が変わってい

ます。破風を することが摂丹型

民家の とされていますが、 は

分 のなかで きく が って

いました。 

	  
：摂丹型民家の破風の 観	 域 

町 家住 ： 、 ：移築 中・破風板の り け

がよく観 できる 考文 より 

 

 

：摂丹型民家の破風の 観	 域 

部市 地 町 家住 理 、 市 家住 、 市中

川家住 	 園部町 家住 、	

考文 より 
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	 こうした の いについて さんに いても

く分かりませんでした。そしていろいろと る

と、どうやら屋根の葺き が わっているというこ

とがわかりました。 戸時代の文 や 文 には、

の三 の さんが丹波や丹 、 にでかけ

てお や神 、民家を建てていたことが されてい

ます。また、三 に や 山の さんも来

ていたようです。けれども屋根葺きはこうした

さん の 域ではなく、屋根職と地域の人たちが一

にやっていたということが、今残っている民家の

屋根の や からうかがえます。 
 

 

 

 

	 	

 
：摂丹型民家の破風の 観	 域  

丹波市 家住 理 、 篠山市二 の住 、 宝塚市近谷家住

、 猪名川町 谷家住 、 崎市 家住 、 川西市 家住 、

川西市 田家住 	 	 考文 より 

 

 

 

 
：摂丹型民家の破風の 観	 	 域  

域の  

神戸市 家住 、 西 市 本家住 、 三田市

家住 、 三田市 地区 の住 破風 がない

考文 より 



53 共生のひろば　2016 年３月　

4.屋根は変化する？！ 

	 屋根葺きの職人さんに伺いますと、昭和の中ごろまでは、各村に一人くらいの割合で屋根葺き

の職人が居たといいます。何故なら、村々で少ない茅をお互いに融通したり、わらを持ち寄り、

毎年どこかの家で葺き替えの仕事があったからだそうです。また、屋根の葺き替えも今みたいに

一度に全面というものではなく、今回はこの面、次はその面とそれぞれに傷んだ場所から順を決

めて部分ごとに、屋根の点検を兼ねて葺いていたそうです。 
	 やがて、蓄えの出来た家から瓦葺きとなって行き、そうしたつながりから一軒、また一軒と抜

けて行き、互いの茅やわらの融通も難しくなり、屋根職さんも屋根の板金屋さんに変わり、今や

トタンや鋼板覆いの家がほとんどで、草葺の家は数えるほどになっています。 
 

5.草葺屋根のこれから―「草葺きの住居に住んでいた」過去形にしないために― 

	 今なお、三田市や神戸市北区、篠山市、丹波市、猪名川町、宝塚市西谷地域、川西市北部は、

鋼板で覆われた草屋根も含めて 3000棟近くが残る、全国でも屈指の草葺屋根民家地域です。こ
れらの草葺民家は、建替え等で徐々に失われつつあります。 
草葺屋根が失われることについて、いろいろと話題になります。人の暮らしとともに草屋根が

どのように守り伝えられてきたのか、そのあたりの所を明らかにすることが、次の世代に継承す

るしくみ作りに寄与するのではないかと考えています。 
日本の伝統的な田園風景を伝えるもの、なつかしさを感じさせるものとして語られる草葺き民

家のうち文化財や観光地化などで活用されているものはごくわずかです。ほとんどの民家は今も

現役の家です。その屋根の下にはそれぞれの家族の暮らしがあります。	

時代とともに暮らしは移り変わります。文化財の遺構としてではなく、人が住み続けている理

由について、また住み継いでゆく理由について、考えて行きたいと思います。	

 

引用参考文献：山崎敏昭・黒田龍二 2014.06「摂丹型民家における破風考」『日本建築学会近畿支部研究報告集』	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
第 54号 

	  
図６兵庫県指定有形民俗文化財旧東家住宅（宝塚市）の今と昔 



共生のひろば　2016 年３月　 54

兵庫古生物研究会 発足からの一年［活動紹介］ 

  

兵庫古生物 会 
	

はじめに 

年９月に「ひとはく連携グループ」になったばかりで、 回の共生のひろばには初めての参加とな

ります。 27年 月に発足した出来 てほやほやの 会です。	

ことの発 は 年の共生のひろばでのことです。代表の岸本が来館者の と をする中で、地 兵

庫県の化石産地をめ るセミナーが どないこと。化石を発見した時の らしい をより くの

と共 したいこと。 な思いから 名で兵庫古生物 会を ち ました。大学や

員の先生 に 問をお いし、19名（本年１月 ）の会員で活動をしています。 学生～ ニ ま

での、化石採集や古生物が大 きな人たちばかりの集まりです。最近、化石採集を めた人から30年

以 も化石とつき合っている人まで です。 もいれば もいます。 員で参加されてい

るご一 もあります。以下にこの一年間の会の活動を します。	

第11回『共生のひろば』には、会員所蔵の化石展示で参加させていただきました。会員一人ひとりの

思い出いっ いの標本です。	

 

2015活動紹介 

2015年 月	「兵庫古生物 会」の発足	

ひとはく連携活動グループを に れながら、 名で兵庫古生物 会を発足させました。		

	

★第１回例会	（2015/3/22）	 	 	[参加者７名]	

『和泉層群北阿万層（淡路島）での化石調査会』	

代表の岸本が自分の ・調査のための ィールドの一つとしている淡路島の和泉層群（

紀後 ）での化石採集会です。初めての例会で、7名と参加者は少なかった

ですが ン ナ や セ

貝 、 ナ グ の

などの化石を採集することがで

きました。	

	

☆４月定例調査（2015/ /18）	

―淡路島の和泉層群北阿万層ほか―	

本会では、年間に３回 度の例会（採集会や 会など）を ちたいと ていますが、ここ

で 「定例調査」とは、「例会」とい 位 づけではなく、岸本代表 人の調査・ のた

めの 検に同行するとい をとっています。	

	

☆ 月定例調査（2015/5/31）	

―淡路島の和泉層群北阿万層ほか―	

	

★第 回例会（2015/6/13）	 	 	[参加者5名]	

『人と自然の博物館セミナー 「生物 	

ン ナ の 」と収蔵庫見学』	

	 	 	 セミナーでは、 ン ナ の殻の などの	

	 	 	 お や化石の プ づくりをしました。	



55 共生のひろば　2016 年３月　

	 	 	 セミナー終了後、菊池先生のご案内で収蔵庫の見学をさせていただきました。	

	

☆７月定例調査（2015/7/26）	

―淡路島の和泉層群北阿万層ほか―	

	

☆９月定例調査（2015/9/13）	

―淡路島の和泉層群北阿万層ほか―	

	

★第３回例会（2015/9/27）	 	 	 	 [参加者10名]	

『兵庫県養父市関宮での化石採集会』	

この地域には新生代	新第三紀	中新世（約2300 万年前～約500万年前）の北但層群が分布し

ています。近くのコンビニで待ち合わせをし、車で産地の近くまで行きました。山道を歩くこ

と約10 分。この地は、貝殻が溶けてしまっていて、いわゆる印象化石で特徴づけられる化石

産地です。１ｍ位もある岩塊を大

ハンマーで割り、岩の中から化石

を探しました。	

	

	

☆10月定例調査（2015/10/18）	

―淡路島の和泉層群北阿万層ほか―	

	

☆11月定例調査（2015/11/15）	

―淡路島の和泉層群北阿万層ほか―	

	

■『古生物喫茶』（2015/12/13）	 	 [参加者11名]	

岸本代表宅にて、同氏所蔵化石標本類の見学と解説。化石産地の情報交換や来年度の採集地検討な

どについての意見交換を行いました。おにぎり

やサンドウィッチ、菓子類をつまみながら和気

あいあいとした時間を過ごすことができまし

た。最後にくじ引きで代表や会員から化石を頂

きました。	

	

☆１月定例調査（2016/1/17）[参加者12名]	

―淡路島の和泉層群北阿万層ほか―	

	

	

★第４回例会（2016/2/11）	

『人と自然の博物館	 第11回「共生のひろば」へ参加	』	

	 連携活動グループとしての積み重ねも少ない本会ですが、化石標本の展示で第11回共生のひろ

ばに参加しました。兵庫県内産の化石標本を展示できればよかったのですが、何しろ発足以来一年

ですので、県の内外を問わず会員所蔵の「思い出の化石」を並べてみました。『腰を下ろしたとき、

足先にあった化石。帰り間際の最後の一撃で見つけた化石。何回も何回も採集に行き、やっと見つ

けた化石。初めての採集での大物・・・。』	 	“	思い出は	 priceless ！”	
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	 地 	

 

 

	 淡 7000万 地層 層

を す 	

淡 層 す

1 川 田 1 1 1 1

川 田 淡 を 淡 層

を 	

川 田1 1 1 田 1 を

	

 

	 西淡層 阿 層 北阿万層 層

1 	 内 す 層 地 地

内 地

を 	

 
図   
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層 地 	

	 	 	 	 1. 西淡層	 	 	 内 仲野 倭人長田 田 	

	 	 	 	 2. 阿 層	 	 	

	 	 	 	 3. 北阿万層	 	 田 大野 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 田 内田	

	 	 	 	 4. 下灘層	 	 	 仁頃 地野 大川 払川 野 黒岩	

  

西淡 内 仲野 淡 層 下 西淡層

岩層 淡 を す Didymoceras  awajiense
Pravitoceras sigmoidale を す 層 す

Nanonavis 
splendens N. awajianus 

	 層 Inoceramus sp., 
Acila sp. P. sigmoidale Anomia sp.

倭人長田 田 1980 西淡

層 岩層 Pachydiscus awajiensisを
を 大 Yaadia obsoleta 淡 層

す 	

  

	 阿 す 岩層

Portlandia izumensis Izumia trapezoidalis を す

岩層 P. awajiensisを
を Nanonavis sp. を

 
淡 層 を す 地層 す 北阿万層 岩 岩 層

西 岩 岩 岩層 す 北

地 地 大野 内 地

大野

Corbula sp.( 1996 を示す を

岩層 内田 岩層 1990 1990

長 大 を

Inoceramus shikotanensis, Periploma ambigus, Nanonavis amakusensis を

Inoceramus 仲 50 Acila sp.,Ostrea sp., A. (A.) obsoleta, A. 
(Microtrigonia) amanoi, A. (M.) minima, Eriphyla sp. Leptosolen japonica, Amakusatapes ovatus , 

Periploma sp. を

を す  
  

淡 層 層 下灘層 下灘 岩層 岩層 層

下灘

西地 仁頃 地野 岩層 仁頃 Eriphyla (Eriphyla) 
japonica を Periplomya grandis を Panopea sp., Panopea (Myopsis) cf. 
nagaoi Hayamiを 地野 (rip-up clasts)を

層 を す E. Japonica, P. grandis 
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	 地野 大川 岩層 Nucula sp., Acila sp. を 地野

岩を (matrix) 岩 大 Nanonavis splendensを  
	 払川 岩層 払川

Inoceramus ? awajiensis を  
地 野 黒岩 50cm

を Nanonavis splendens
 

を Portlandia Corbula を

 
 

産 出 化 石 リ ス ト   

 化   石   名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  淡路島の和泉層群での産出層準 

FAMILY 学      名	  西淡層 阿那賀層 北阿万層 下灘層 

1  Nucula cf. amanoi Tashiro     

2  Nucula (Leionucula) shichensis (Ichikawa & Maeda)      

3  Nucula (Leionucula) azenotanensis (Ichikawa & Maeda)     

4  Nucula (s.l.) izumensis Ichikawa & Maeda     

5  Acila (Truncacila) yoshidai Tashiro & Otsuka     

6  Acila sp.     

7  Portlandia izumensis Ichikawa & Maeda     

8  Portlandia cuneistriata Ichikawa & Maeda     

9  Portlandia obliquistriata (Amano)     

10  Portlandia forcata Ichikawa & Maeda  ?   

11  Nanonavis awajianus Ichikawa & Maeda     

12  Nanonavis turgida Tashiro ?    

13  Nanonavis amakusensis Tashiro & Otsuka     

14  Nanonavis elongatus (Nagao & Otatume)     

15  Nanonavis splendens (Ichikawa & Maeda)     

16  Nanonavis sp.     

17  Limopsis kogata (Ichikawa & Maeda)     

18  Glycymeris kogata Ichikawa & Maeda     

19  Glycymeris shimonadensis Ichikawa & Maeda      

20  Glycymeris shichensis Ichikawa & Maeda     

21  Brachidontes nankoi Ichikawa & Maeda     

22  Septifer sp.     

23  Modiolus shimonadensis Ichikawa & Maeda     

24  Inoceramus ? awajiensis Matsumoto    ? 

25  Inoceramus balticus balticus Bohm     

26  Inoceramus balticus toyajoanus Nagao & Matsumoto     

27  Inoceramus shikotanensis Nagao & Matsumoto     

28  Inoceramus miyahisai Noda     

29  Inoceramus hetonaianus Matsumoto     

30  Inoceramus sp.     

31  Nippononectes cf. kozaii Tashiro & Matsuda     

32  Micronectes bellaturus Ichikawa & Maeda     
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33  Propeamussium awajiense Ichikawa & Maeda     

34  Anomia sp.     

35 仲  1 Ostrea sp.     

36  Apiotrigonia (Apiotrigonia) obsoleta Nakano     

37  Apiotrigonia (Apiotrigonia) tubeculata Nakano      

38  Apiotrigonia (Apiotrigonia) minor (Yabe & Nagao)     

39  Apiotrigonia (Microtrigonia) amanoi (Nakano)     

40  Apiotrigonia (Microtrigonia) postonodosa Nakano     

41  Apiotrigonia (Microtrigonia) minima (Nakano)     

42  Yaadia obsoleta (Kobayashi & Amano)     

43  Yaadia japonica (Yehara)     

44  Myrtea (Myrtea) angutaris Tashiro     

45  Myrtea ezoensis (Nagao)     

46  Lucinoma sp.     

47  Clisocolus (Clisocolus) japonica Tashiro & Otsuka     

48  Clisocolus (Clisocolus) crenulatus Ichikawa & Maeda     

49  Izumicardia parva Ichikawa & Maeda     

50  Eriphyla (Eriphyla) japonica Ichikawa & Maeda     

51  Eriphyla (Eriphyla) elegans Ichikawa & Maeda     

52  Protocardia sp.     

53  Protocardia (Protocardia) koshikijimensis Amano     

54  Leptosolen japonica Ichikawa & Maeda     

55  Linearia sp.     

56  Agnomyax elegans Tashiro     

57  Tenea japonica Ichikawa & Maeda     

58  Izumia trapezoidalis Ichikawa & Maeda     

59  Aphrodina izumrnsis Ichikawa & Maeda     

60  Loxo japonica (Amano)     

61  Amakusatapes ovatus Tashiro & Otsuka     

62  Corbula (Bicorbula) ushibukensis Tashiro & Otsuka     

63  Corbula sp.     

64  Panopea sp.     

65  Panopea (Myopsis) cf. nagaoi Hayami     

66  Panopea (Myopsis) elongata Tashiro & Kozai     

67  Teredo sp.     

68  Periplomya nagaoi nagaoi Ichikawa & Maeda     

69  Periplomya nagaoi brevis Ichikawa & Maeda     

70  Periplomya grandis Ichikawa & Maeda     

71  Periplomya sp.     

72  Periploma ambigus Tshiro     

73  Periploma (Periploma) nagaiyana Tshiro     

74  Periploma sp.     

	  : 	 	  : 	 	  : 	 	  : 	 	  :  

1	 仲 を Ostrea sp.  
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標本図版                     10mmを示す  

Fig.1   Nucula cf. amanoi Tashiro 	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.2   Nucula (Leionucula) azenotanensis (Ichikawa & Maeda)	 	 下灘層	 	 地野 
Fig.3   Acila sp.	 	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.4   Portlandia cuneistriata Ichikawa & Maeda	 	 	 	 西淡層	 	 倭人長田 
Fig.5   Nanonavis amakusensis Tashiro & Otsuka	 	 	 	 北阿万層	 	 内田 

Fig.6   Portlandia sp.	  	 下灘層	 	 黒岩 

Fig.7   Portlandia izumensis Ichikawa & Maeda	 	 	 下灘層	 	 大川	  
Fig.8   Nanonavis awajianus Ichikawa & Maeda	 	 	 西淡層	 	 仲野 
Fig.9   Nanonavis awajianus Ichikawa & Maeda	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.10  Septifer sp.	 	 	 	 下灘層	 	 仁頃 
Fig.11  Apiotrigonia (Apiotrigonia) obsoleta Nakano	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.12  Brachidontes nankoi Ichikawa & Maeda	 	 	 	 西淡層	 	 倭人長田 
Fig.13  Modiolus shimonadensis Ichikawa & Maeda	 	 	 下灘層	 	 払川	  
Fig.14  Nanonavis elongatus (Nagao & Otatume)	 	 	 	 下灘層	 	 黒岩 
Fig.15  Nanonavis splendens (Ichikawa & Maeda)	 	 	 	 下灘層	 	 黒岩 
Fig.16  Apiotrigonia (Microtrigonia) amanoi (Nakano)	 	 	 北阿万層	 	 内田	  
Fig.17  Eriphyla (Eriphyla) japonica Ichikawa & Maeda	 	 	 	 下灘層	 	 仁頃 
Fig.18  Nippononectes cf. kozaii Tashiro & Matsuda	 	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.19  Inoceramus ? awajiensis Matsumoto	 	 	 下灘層	 	 払川	  
Fig.20  Inoceramus balticus balticus Bohm	 	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.21  Inoceramus shikotanensis Nagao & Matsumoto	 	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.22  Inoceramus miyahisai Noda	 	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.23  Clisocolus (Clisocolus) crenulatus Ichikawa & Maeda	 	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.24  Panopea sp.	 	 	 	 下灘層	 	 仁頃 
Fig.25  Panopea (Myopsis) cf. nagaoi Hayami	 	 	 	  下灘層	 	 仁頃  
Fig.26  Leptosolen japonica Ichikawa & Maeda	 	 	 	 北阿万層	 	 内田 
Fig.27  Periplomya grandis Ichikawa & Maeda	 	 	 	 下灘層	 	 仁頃 
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標本図版 
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六甲山 の「 っ の 」と「散歩 」  

	

	 六甲山を活用する 	

	

． ３ の の は「 と の散歩 」  

立 目で、六甲山 に「六甲山 森と の散歩道」を して、そ

の 用を るという きな を げている。「散歩道」と 体の「まちっ子の森」は、

山林 した 林を六甲山上で といえる環境 林に整備し、自然体 に活用している。そ

の になっているのは「アセビ伐採に る森林 生の 」の試みで も継続している。	

これらの に、「六甲山 力 発見市民セ 」 の継続開 が る。六甲山

を くまた く知ることを し、 に 六甲山 を発 している。「六甲山発

土 づくり」と える や は、地 を で 的にもア ル だ。	

「アセビ伐採 」に って の六甲山の 山 を できたが、森の を で

することは しいので、地道な観 を継続している。とこ が、 の での

「 生 芽生 」 目で、 然に の 上という の 生 芽が発芽した。「アセ

ビ伐採 」の になる を目にして、 事 をまとめて発 する を めている。	

「散歩道づくり」を て試 し、い んな や も った。「まちっ子の森」や

「散歩道」を 的に 整備することと に、 で 積した知見や情 を えるこ

とも課題にしている。山 の市民や 生 アな 、次の「 い手」を しつつ、山

市民や を「散歩道」の有力な「 い手」に つもりで案内している。	

	

	

	

	

	

	

 

 

．「六甲山は の の 」と い  

立 内で、 有の 林でアセビを伐採し、 自然歩道で山道整備を続 てきた。環境

や 市に「 の伐採 」を し、地 者との を 次 し、活動資 を

の に め、有 を って活動してきた。市民 体が して 進する事 としては、 が

く が い。 的な課題に対して のつもりで してきたが、この活動を

していく が見 たらない。六甲山上の地 は 民が り し、環境

に関わる がない、地 の事 者からの 力や も できない、 せにもならない。	

	

たちの取り みの には「六甲山は市民にとってこそ だ」という認識が る。

んとして六甲山で し だ ではこの うな意識は芽生えない。六甲山の は 有地が 有し

「 」 ア     六甲山健康散歩 
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ている状態で、土地所有者でない利用者は傍観者的な見方に立ちやすい。しかし、「市民の山だ。

市民共有の環境資源だ」という意識が芽生えると、自発的な関わり方に転換できる。この「散歩

道」づくりは、「六甲山は自分のものだ」と体感して認識を共有するという意義も宿している。	

 

３．次の「逸手
いって

」は「アセビ伐採モデル」と「六甲山健康散歩」 

これまでの整備活動を単純に維持継続するためにも、知恵や工夫を迫られる。対境関係や内部

事情から克服すべき課題も山積している。そんな状況を打開するため、次に打つ手を思案してい

る。「まちっ子の森」を活かす方向では、「アセビ伐採モデル」をまとめて、六甲山上の森林整備

にアセビ伐採を反映したい。「散歩道」を活かす方向では、「六甲山健康散歩」を取り上げている。

六甲山の持つ自然資源をそのまま生かせる「散歩」に、有力な方策と効用を補強したい。これら

を足がかかりに、市民の目線で六甲山の自然環境を自ら活かす試みを進める。	
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自然 の日本画  とい と  
 

子 都大 大 物 分 	 生  
 

に 
	 日本画とは、 絵具 いわえのぐ という画材を って かれている絵画です。 絵具は、

時代に 絵が日本に入ってくるよりもずっと から日本で われてきた画材で、もともとは

大 から わったものでした。 、 から入ってきた 絵と するために、それまで

日本で かれていた絵画 絵具を った絵画 を 日本画 と ようになりました。 
現 では、 絵具を扱うための も多 にわたり、作 ん一人 とりが独 の表現 を

用いて絵画を いています。 
	 日本画画材の たる は、す て自然物からできていることにあります。 はその 材

や、それを扱う作 の独 な感 について、私の 作のお を えながら、少しだけ を

せていただきます。 
 
日本画の画材に い  
 日本画で われている 絵具とは、 や など色のある 物を いて 状にしたも

のです。これらの 物は としても扱われるものなので、絵の具は からから に貴重なも

のでした。また、 物 にも、 、 、 や 物 から作られている絵の具もあります。

などは、 を んだ そのものが絵の具になっています。 
	 一 の 物からは 10 15 の絵の具が作られます。色の違いは粒子の大き で決まり、

粒子が いと、 く やかな色になります。粒子が細かくなると、色は っ く くなっていき

ます。 
 

 
 
 
 

 
 
 

 とい の に る  

い        かい  

 とい の に る   
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 日本画の絵の具は粒状なので、 に絵の具を定着 せるために、膠 にかわ という定着材

を用います。膠とは、 や などの 物の を めて てきた ゲ です。 の

ように せて 存できるようにしてあります。 うときは、水で 状に します。生もの

なので、一度水に したら、 時は 冷 。長くても一 間が 用 です。 
	 このように、日本画の画材は、自然 に存 するあら るものが 材 になっています。

絵具 と とまとめに れていますが、色 とに 材 が なるので、 では 絵具を っ

た絵画は mixed-media 合 材 と表 れることもあります。日本画画材に している

と、ずっと の人 は、自然の中で色になるものは でも 用したのだということを実感できる

ように思います。実は の などでも、きちんと すれ 絵の具として 用できるものに

なるのです。 
 
日本画の制作過程 

絵画の ではないので、 作 は作 によって なる 合があります。 
 
	 絵画 作の 本 な として、まず めに、 を て 生 を います。

生は、 生を す というように、対 の本 がいかなるものかを るための大変重 な作業

です。 え 、 が であれ 、 を として せているもの こと を して

いくための作業になります。 生は、絵を作るための めのようなものです。 
 

 
 
 
 
 
 
	 私にとっては、そのような 作 が に く感 られ、生物というものの本 を

すること自 が 作の になる のきっかけとなりました。 
	 生が んだら、絵画を くために、絵の具の 用 を えます。 
	 絵具を うときは、 本 に粒子の いものを に塗り、 に細かい粒子の絵の具を

に重 て塗って きます。そうすることで い粒子の間に細かい粒子が入り み、画 に絵の

具がしっかり定着し、 色も になります。また、粒子と粒子の間から、 に塗った色がわず

かに え れすることで、独 の深い色 が表現できます。 
	 その効 を すために、 に に塗る絵の具、中間で う絵の具、 に う絵の具

を、ある 度 画を てることが必 になります。 

の  の  



共生のひろば　2016 年３月　 66

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
さいごに——日本画画材に見る人間と自然の関係性 
	 この絵の具は自然物であるだけに、どうしても思い通りにいかないことが多くあります。 
	 膠は、夏にはすぐに腐ってしまいます。冬には温度が低いと、作業中でもすぐにゲル状に固

まってしまいます。また、水との配合を間違えると、塗った絵の具がうまく定着しなかったり、

厚塗りした部分にヒビが入ってしまったりします。膠が強すぎると、数年経って絵画にカビが

生えてしまうこともあります。また、細かい粒子の絵の具は、膠と均一に混ぜることが難しく、

丁寧に少しずつ指で溶いていかなくてはなりません。時には、一色を用意するのに 30分かかる
こともあります。このように作業効率は決して良いわけではありません。 
	 しかし、絵の具を溶くだけの長い時間は、自分のやっていたことからいったん離れ、自らに

対して冷静になれる貴重な時間でもあります。また、自分の都合で力ずくに独りよがりに扱うの

ではなく、画材にきちんと耳を傾けることで、必ず他には代え難い深みのある表現が生まれます。 
	 人間の生活において、自然と共存していくことは、時に難しく大変厳しいものではあります。

しかし、自然の声を無視せず、きちんと耳を傾けることで、私たちは大変ありがたい恩恵を受け

ることもできる。自然物由来の日本画の画材を扱っていると、そのような人間と自然との関係性

をも改めて実感することができるように思います。 

制作過程から完成まで 

過程１             過程２             過程３ 

完成 
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の花にきた虫た  
 

 
 

 
に 

 (sapindus mukurossi Gaern.) 
2011 2014

( )  

 
 

 

(1)  

 

 

 
(2)  

 				 	 	   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

			 	  ( )  
 

 
(3)  

 

	 	 	 	 	 	 	 	  1	 	 	 	 	 ( 	 ) 

前期雄花

期間

花なし
無性期

雌花
期間

後期雄花

期間

訪虫あり 虫いない

2013 6/18 7 3 2 8 19

2014 6/17 8 2 2 9 21

2015 6/11 7 3 3 7 20

2014 6/17 欠測 0 3 10 13

2015 6/11 7 3 2 6 17

②の木

⑨の木

調査
開始日

調査年
区分

調査木
番号

訪虫あり

調査
期間合計
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木

番号
生育地

標高

m

幹周り

㎝

① 猪名川大路次川右岸 155 52

② 川西一庫ダム右岸 150 ーー

③ 大阪府高代寺山 420 215

④ 大阪府高代寺山 420 113

⑤ 大阪府高代寺山 410 86

⑥ 大阪府高代寺山 250 22・46

⑦ 大阪府初谷川沿い 180 113

⑧ 大阪府初谷入口 210 ーー

⑨ 川西一庫山道-1 135
36・.53

・65・68

⑩ 川西一庫山道-2 140 207

⑪ 川西芋川右岸 80 26

⑫ 川西芋川右岸 80 52

⑬ 川西多田神社境内 60 492
 

	 	 	 	    	  	

 

 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 		 	 	 	

観察日
観察
時刻

天気 虫の和名 虫の状況 開花の状態

6/18 11:30～ 曇り→晴れ 少ない 少数の花序に前期雄花開く

6/20 11:00～ 強い雨 少ない 前期雄花少ない

6/22 14:50～ 晴れ曇り 少ない 前期雄花やや多い

6/23～24 10:15～ 曇り→晴れ 蜜蜂非常に多い 前期雄花多い

6/25 10:30～ 晴れ→雨 少ない 前期雄花少ない

6/26 14:00～ 豪雨→晴れ

6/27 10:20～ 晴れ

6/28 10:20～ 晴れ

6/29 10:20～ 晴れ 少数の蜜蜂が来る　　 雌花開く 後期雄花極少数

6/30
10:20～
15:00～

薄晴れ
午前少数の蜜蜂、
午後昆虫いない

雌花開く後期雄花極少数

7/1 12:20～ 晴れ 午後昆虫はいない 後期雄花非常に多い（満開）

7/2 10:10～ 晴れ 蜜蜂が非常に多い 　　　　　　〃

7/3 9:45～ 小雨強雨 　　　　〃　 後期雄花多い

7/4 9:50～ 雨 　　　　〃　 　　　〃

7/5 10:45～ 曇り 　　　　〃　 　　　〃

7/6 11:00～ 曇り夜強風 　　　　〃　 残りの蕾開花、昆虫採集

7/7 9:30～ 晴れ・酷暑 蜜蜂は少い、 　　　〃　　　　　　　〃

7/8 9:30～ 晴れ・酷暑 昆虫殆どいない 残りの蕾開花終わる

アザミウマ仲間、タイワンメダカカミキリ、
アオハナムグリ、ナミテントウ、
ベニカミキリ、 ニホンミツバチ、
セイヨウミツバチ、コハナバチの仲間、
キオビツチバチ、　キムネクマバチ、
キイロスズメバチ、オオフタオビドロバチ、
アブの仲間、セセリチョウの仲間、
クチバの仲間、
◎午後昆虫殆どいない

アザミウマの仲間 、ニホンミツバチ、
セイヨウミツバチ、コハナバチの仲間、
キオビツチバチ、　キムネクマバチ、
キイロスズメバチ、アブの仲間、カノコガ、
セセリチョウの仲間、　カラスアゲハの仲間、

◎チョウは１１時頃まで、
◎午後昆虫殆どいない

昆虫はいない 花はない無性期
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標本採集
月日

採集
時刻

天候 虫和名 虫の状況 開花の状態

6/22 14:00～ 雨 ニホンミツバチ 多い 前期雄花非常に多い

6/25 11:30～ 晴れ-夕立 ニホンミツバチ、キムネクマバチ 非状に多い 〃　（一部無性期）

6/27 9:50～ 曇り夜雨
ホソクチゾウムシ、フナガタクチキムシ、サルハムシの仲間、

ニホンミツバチ、キイロスズメバチ
多い

雌花開く
前期雄花少ない

7/1 12:00～ 晴れ
カスミカメムシの仲間、オオメナガカメムシ、
ケシキスイの仲間、サルハムシの仲間、ニホンミツバチ、

キムネクマバチ、ハエの仲間、
多い

雌花少数
後期雄花非常に多い

7/2 10:30～ 晴れ曇り コアオハナムグリ、テングチョウ、ルリシジミ 少ない 雌花極少数、後期雄花多い

7/5 10:30～ 曇り雨 ニホンミツバチ 　〃 後期雄花やや多い

6/17 11:50～ 曇り ニホンミツバチ 少ない 雌花多い

6/20 〃 晴れ ニホンミツバチ 多い 後期雄花非常に多い

6/21 11:20～ 曇り雨 キムネクマバチ、ツヤハナバチの仲間  〃 　　　　　　〃

6/23 10:00～ 曇り

アザミウマの仲間、ツマジロカメムシ、ヒメホシカメムシ、
コアオハナムグリ、キイロトラカミキリ、ニホンミツバチ、
オオハキリバチ、キオビツチバチ、カノコガ、
コケガの仲間

多い 後期雄花多い　　　　　　

6/24 〃 晴れ ハナムグリ　   〃 　　　〃

6/25 〃 晴れ夕立 キムネクマバチ、ナミテントウ 多い 後期雄花少ない

6/27 9:50～ 曇り夜雨
サルハムシの仲間、ハエの仲間、メイガの仲間、
シヤクトリムシ（ガの幼虫）、クモの仲間、

少ない
後期雄花少ない
終わり近い

　2014年-②番

　2014年-⑨番

 
	 	 	 	 	 	

標本採集
月日

採集
時刻

天候 虫和名 虫の状況 開花の状態

6/23 11:00～ 晴れ曇り ニホンミツバチ、ツマグロキンバエ 非常に多い 前期雄花多い雌花開く

6/27 10:30～ 薄晴れ曇り
メンガタカスミカメムシ、フナガタクチキムシ、コガタスズメバチ、キ

ムネクマバチ、ヒメハナバチの仲間、ユスリカの仲間
多い

遅い雌花極少数開く
後期雄花非常に多い

6/28 10:20～ 曇り晴れ
クロウリハムシ、ニホンミツバチ、キムネクマバチ、
ハチの仲間、ヤドリバエの仲間、
クロバネキノコバエの仲間、クモの仲間

非常に多い 後期雄花非常に多い（満開）

6/29 11:20～ 曇り
テントムシの仲間幼虫、タイワンメダカカミキリ、
フナガタクチキムシ、
キオビツチバチ♀、キオビツチバチ♂、

少ない 後期雄花多い

6/30 10:00～ 〃
アザミウマ、ニホンミツバチ、キオビツチバチ、
ハエの仲間、クモの仲間

多い 後期雄花多い

7/4 9:15～ 〃
アオハナムグリ、アカビロウドコガネ、ニホンミツバチ、
ルリシジミ

　〃
殆どの雄花終わり近い
遅れていた花序満開

7/8 9:45～ 小雨 クロバエの仲間 少ない 後期雄花終わりに近い                                                                                     
 

(2) 	  
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2013年 2014年-１ 2014年-２ 2015年

区分 ②番の木 ②番の木 ⑨番の木 ②番の木

昆虫類 アザミウマ アザミウマの仲間 多い 多い 多い 花の蜜花粉 食害者

カメムシ カスミカメムシの仲間 少ない

オオメナガカメムシ 〃

ヒメホシカメムシ 少ない

ツマジロカメムシ 〃

メンガタカスミカメムシ 少ない

コウチュウ コアオハナムグリ 少ない 多い

アオハナムグリ 少ない　 〃 多い

タイワンメダカカミキリ 〃

ナミテントウ 少ない 少ない 他の虫を捕る 捕食者

ホソクチゾウムシ 少ない 〃

クロウリハムシ 〃 葉

サルハムシの仲間 ㊢ 少ない 少ない 葉

キイロトラカミキリの仲間 〃 少ない 花粉、枯れた幹枝

アカビロウドコガネ 〃 若い果実

フナガタクチキムシ 少ない 〃 花の蜜花粉

ベニカミキリ ㊢ 少ない 花粉、枯れた幹枝

ケシキスイの仲間 少ない 若い果実

ハチ ニホンミツバチ 非常に多い 非常に多い 非常に多い 非常に多い

セイヨウミツバチ 少ない 少ない

キオビツチバチ 〃 少ない 〃

キムネクマバチ 多い 多い 多い 多い

ツヤハナバチの仲間 〃

コハナバチの仲間 少ない

オオハキリバチ ㊢ 少ない

ヒメハナバチの仲間 少ない

オオフタオビドロバチ ㊢ 少ない

コガタスズメバチ 〃 多い 多い

キイロスズメバチ 〃 〃 〃

ハエ・カ クロバネキノコバエの仲間 多い 多い 少ない 花の蜜花粉 送花粉者

クロバエの仲間 〃

ヤドリバエの仲間 〃

ツマグロキンバエ 〃

ユスリカの仲間 〃

アブの仲間 少ない 少ない 少ない 〃

チョウ・ガ カノコガ ㊢ 少ない

コケガの仲間 〃

クチバの仲間 少ない 〃

シャクトリムシ(ガの幼虫) 〃 花葉 食害者

キマダラセセリ ㊢ 少ない

アゲハモドキ ㊢ 稀

アオスジアゲハ ㊢ 〃 稀

カラスアゲハ ㊢ 少ない 〃

テングチョウ ㊢ 少ない

ルリシジミ 多い 少ない

クモ類 クモの仲間 少ない 少ない 花葉の近く 捕食者

目区分 種和名

訪虫の状況

送花粉者

花に来る要因

虫の行動集まる場所と要因

無脊椎
動物

花の蜜花粉
若い果実

花、木の蜜、花粉

花の蜜・虫を捕る

花の蜜花粉

食害者

他の虫を捕る

花の蜜花粉 送花粉者

送花粉者花の蜜花粉

送花粉者

捕食者

食害者

捕食者

	

	 	 	 	 ㊢ 	
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	 	  ( ) 

	

2013年 ２０１４年-1 ２０１４年-2 2015年

アザミウマ 1 1 1 1

カメムシ 2 2 1 5

コウチュウ 3 5 5 7 12

ハチ 8 4 5 7 11

ハエ、カ、アブ 1 2 2 6 6

チョウ、ガ 3 2 7 2 10

クモ 1 1 1

16 15 23 25 46種および、その仲間数計

種および、その仲間数 種および、その仲間数
重複を除く　合計

類区分 目区分

昆虫

	

に 
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花にきた虫の写真 

  
図   201 /7/4	 	 図  ツバチ  6/30 

	   
	 7/4 

 
図  チ  7/10      図  キ マバチ 6/2     図 10 バチ 7/4 

                                                                 	 	 	  
	  

 
図 4 ア マ 6/17 

 

	 	 	 	  
 6/28 

 
  7/2 
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図 11 キオビツチバチ 6/30	   図 12 アゲハモドキ  7/2	  	 	    図 13 キマダラセセリ 7/4 
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あびき湿原 凄い!! 

	

あびき湿原 	 	 	 	

 
	あびき湿原

あ 湿原

原 11

1 あ

びき湿原 ( )	

あびき湿原

き

	

湿原 湿原 あ 	

 

[あびき湿原の凄さ その ]  
	

湿原 	

湿原

11

3 湿原

第 1 湿原 第 3 湿原 湿原 あ 第 ・第

湿原 	

 

[あびき湿原の凄さ その ] 

	 湿原

き 湿原

	 き 	

あ

びき湿原

	

	

[あびき湿原の凄さ その ] 

	 湿原 3

あび

き湿原 湿原 	

・

あびき湿原 	
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[あびき湿原の凄さ その④] 

	

原 あ

び

び 	

		あびき湿原 	

 

[あびき湿原の凄さ その⑤] 

	 湿原 		

第 ・第 3 湿原 湿原

湿原 		

 

凄いあびき湿原の「観察会」は? 

	 あびき湿原

内

案内

案内

	 	 		 	

 

凄いあびき湿原はこんな「評価」も!! 

1 3 	 	

1 	 	

1 	 	 	 あびき湿原 	

	 	 	 	 	 	 1 ( 	 ) 	

 

凄いあびき湿原の「問い合わせ先」は? 

	 あびき湿原 あ 	

	

・ 	

・ 1 		

※	 湿原内 ・

・ 内 	

 問合せ先   

 ・加西市環境課 

3 	 1 	

	 	 	 1 	

・あびき湿原保存会 代表  山下公明 

    メールアドレス xinc94675@zeus.eonet.ne.jp 

 ・九会地区ふるさと創造会議 事務局 

    メールアドレス kuefurusato@gaia.eonet.ne.jp 
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あびき湿原案内図	

(第 1 湿原～第 3 湿原・奥池)	
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の 環境  
 

	

 
．  活動  

 
の た を 環境教育を 環境

EHC マ の PSSの
た 「海と空の約束」と を使 PSS と 約 5
の教育 た 「環境ジオラマ」を

環境教育の教 を  
 

 
～ の 	 海空 ジ と ～ 

海  
の海 環境教育 3  

 
の オ &  

/ / 環境教育 	 	 	 	 	 	 	 	  
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． の の 活動 の  

 
	 「海と空の約束	 ( mook)」  
海空 の 環境教 
育  
た 環境の を た 
の 海 
と空の約束 ジ と を 

 
	 と と のた  
った  の を 
の た 環境教育 

の教 と を  
の 10 た 海空の の

を の JICA オ を 海空

っ  
	 「海」と「空」を と を育

と を っ の

た の の の 海 の の と った

 
	 の教育 を た

を と 海と の を っ の と を

と と 育

を  
	 と の た

の と を た と の

を を

 
の っと と

の の の の た を の

海 と を と

の の を た の

の の と た を た と の

の  
	 の と 海空 の と の を
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． の  

 
2015 ～2016 の 環境教育の 教 の 環と 「環境ジオラマ」

の た 環境ジオラマと を と

の ジオラマ ジオラマを環境教育の教 と た

の  
 
ジオラマを使 の 3 を と  
 

の 環境 の  
	 	 た 海 た の 環境

の 環境 の の

と とを  
 
の 環 の  
の 海 を っ た

と 「 の 環」を 「海と空の約束」 の

の 環 っ の と  
 

と 環境との との  
環境 を の

との の環境ジオラマ

環境との を の

 
 

 

 
環境ジオラマ 	 	 環境ジオラマ  
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４．活動の様子 

 
～「海と空の約束」を使った環境教育～ 

	  

	  
～環境ジオラマを使った環境教育～ 
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堺市鉢ヶ峰における 1993年から 2008年にかけての鳥類相の変化 

楠瀬雄三 1)・福井亘 2) 

（エコシステムリサーチ／ひとはく地域研究員 1)・京都府立大学大学院 2)） 

 
はじめに 

堺市鉢ヶ峯において日本野鳥の会大阪支部が行っている探鳥会の 1993年から 2008年の記録から，

15年間における鳥類相の変化を調べた． 

調査方法 

探鳥会は，8月および雨天を除き，毎月 1回行われるが，参加者が毎回ほぼ同じルートを歩きなが

ら目視観察によって出現種を記録していた．そこで本研究では，出現種の月ごとの在・不在データを

解析に用いた．また，大阪府において夏鳥，冬鳥とされる種の出現傾向を基に，1年を 5月から 7月

の繁殖期と，11月から 4月の越冬期に分け，そして，5月に始まり 4月に終わる 1年間を「年度」と

呼ぶことにする．いっぽう土地利用の変化は，1985年，1999年，2007年撮影の航空写真を用いて，

調査地の中心から半径 2 kmの円内を調べた． 

調査結果 

 各年度の鳥類相を比較すると，1996 年度については，繁殖期にスズメ，ウグイス，エナガなど 14

種，越冬期にスズメ，ヒヨドリ，シロハラなど 17種の出現頻度が，他年度の出現頻度よりも 40％以

上低かった．この年を除くと，1993年度から 2008年度にかけての出現頻度の変化には，繁殖期には

ヤマガラ，ヤブサメ，キビタキなどの増加，ゴイサギの減少がみられた．一方，越冬期にはケリ，ジ

ョウビタキ，ヒバリ，ミサゴの増加，エナガ，ゴイサギ，キジの減少がみられた．これらの種では，

キジを除くと，年数の経過と出現頻度との間に有意な相関関係が得られた．土地利用の変化には，1985

年から 1999年にかけて樹林や農地の減少がみられたが，1999年から 2007年にかけては土地利用に大

きな変化はみられなかった． 

考察 

繁殖期および越冬期のいずれかに出現頻度が減少したゴイサギとエナガについて，堺市，大阪府，

環境省のそれぞれのレッドリストを調べたところ，ゴイサギとキジが堺市レッドリストの絶滅危惧種

に指定され，大阪府，環境省のそれにはしていされていなかったので，やや広域における個体数の減

少が要因となって出現頻度の低下につながったと考えられる．一方，エナガはいずれのレッドリスト

にも掲載されていなかったことから，局所的な個体数の減少により出現頻度が減少したと考えられる．

そのほかの種の出現頻度の増加には樹林の階層構造や耕作形態，種の分布域の変化が要因として考え

られる． 

図 1 調査地．赤線は調査ルートを，

白丸は半径 2kmを示す． 

エナガ
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図 2．越冬期と繁殖期における年数の経過と観察頻度の

相関．a）繁殖期 b）越冬期．Ⅰ：1993～1995年度，Ⅱ：

1997～1998 年度，Ⅲ：1999～2000 年度，Ⅳ：2001～2002

年度，Ⅴ：2003～2004 年度，Ⅵ：2005～2006 年度，Ⅶ：

2007～2008年度． 

 

a） b） 
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やってみました自主講座 鳴く虫の会の試み 

 

吉田	 滋弘（ひとはく連携グループ	 鳴く虫研究会「きんひばり」） 
 
はじめに 

鳴く虫研究会「きんひばり」は『より多くの人を「鳴く虫が奏でる優美で幻想的な世界」へ誘い、

その美しさを知らせ、昔ながらのゆとりある豊かな気持ちを広めていく』ことを目的に、人博の「鳴

く虫インストラクター養成講座」の修了生が集い活動をおこなっています。 
ここ 2年間は人博内で自主的に鳴く虫の講座を開きました。特に 2015年度には従来と違う対象者 
別の講座を開きましたので、その内容をご紹介します。 

	

方法 

（１）2014年度は従来からのインストラクター養成講座を継続	 	

5名参加。2名がインストラクター登録するも、参加人数は増えない。（よくありがちな状況、

工夫が必要と考えました。）	

	 （２）そこで対象者をしぼった講座を実施してみることに	

	 	 	 １）6/16	 初心者のための鳴く虫観察会	 参加者4名	

	 	 	 	 	 種類がまだ少なくて聞き分けてもらいやすい6月に実施できました。	

	 	 	 ２）9/5	 	小さい子どものための秋の鳴く虫観察会	 参加者20名	

	 	 	 	 	 夜の虫の観察を十分楽しんでもらえました	

	 	 	 ３）9/26	 大人のための秋の鳴く虫観察会	 参加者3名	

	 	 	 	 	 小泉八雲「虫の演奏家」、詩花和歌集「虫のなみだ」の紹介	

	

	 	
	 	 写真1	 小さい子どものための観察会											写真2	 ペットボトルによる採集	

						

結果と考察 

（１）	対象者をしぼることで講座の内容がはっきりできて、うまく伝えられる様になった。	

（２）	参加者が何を求めて来られているかをつかんでおくと良いと思われる。	

（３）	子どもには子どもの特性があるので、無理に虫の名前と鳴き声を結びつけようとしないで肩

の力を抜いた講座内容にしたい。	

（４）	参加者の理解を進めるための工夫として、「鳴く虫カード」を利用してみたい。	

（５）	今後、広報の仕方に工夫の余地がある。何らかの形でネット上に広報が出来るようにしたい。	
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茅葺きの  

	

	

か き屋根 く かん り 	

 

は  

	 私たちは茅葺き屋根を して、 、 と 、 と 、 と今など繋がりが になっ

てしまってい ものの、新しい 性を いていくことを して活 して ります。	

には、 まち くり 文化 などと したりしなが

ら、茅 り 屋根葺き の 、か き屋根の 、か き民家

を活 した などを しています。	

そこで のは、茅葺きに があ 、茅葺きに れて んでくれ 、茅葺きの に

わってくれ などがたく んい ということです。	

そんな があ れ 茅葺きのことを、もっと って てく い。	

	

は茅葺きが  

	 には を に

の茅葺き民家 葺き

も があ んです。	

には の でも

も ってい ことが かりま

した。 に い茅葺きとしては

です。もっと に て

もら たらうれしいと思い活 し

ています。	

 
 
 
 
 
茅葺き  茅が  茅 は  

 今は に茅を していこ

うという取り が んになって

きました。	

でも を で

も、大 な活 としては 	

の 活 があり、

では

などでも な取り が れて

ます。	
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茅葺き が  

	 に茅を していこうと

いう取り が んになってきま

した。 でも を

でも、大 な活 としては

の 活 があ

り、 でも

などでも な取り が

れてます。	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

	 で を って た

り、 わらで 屋を って たり。	

どもたちが の素 に れて

て しんで。そういう を

としていくことで、茅葺きの

つ か なんとなく う

な を て うに

い んな で の たちと

をしています。	

	

 

 

 

 

茅葺きは  

	 茅葺きは日本 けのものではな

く、 も にあります。	

しかも 古民家 と れ うな

ものではなく、 の で日

の 活に け んでます。	

などは茅葺きの とい

ど、 などが な

で素 な なども く新

れています。	
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茅葺きの未来は明るく広がる 

	 日本でも、今は古民家の活性化など茅葺きを取り巻く環境が大きく変化しつつあります。私た

ちは縄文時代から続くこの素晴らしい屋根をきちんと受け継ぎ、次に繋げていきます。	

そうしながらまた、形式に捉われず日本らしい新しいものも創りたいと思ってます。	
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図 3 武庫川スケッチ入選作品の一部 

図 1 当会の活動理念と実践 

図２ 実施してきた事業概要 

図 3 武庫川スケッチ入選作品の一部

図３ 武庫川スケッチ入選作品の一部 

「武庫川がっこう」の目的と活動実績 

 

田村博美・大塚俊光（武庫川がっこう） 
 
はじめに 

市民活動団体「武庫川がっこう」は設立3年半ほどの組織で	

あるが、一般的な環境側面からの調査や分析などとはひと味違	

た活動を目的としている。活動範囲は武庫川を中心として周り	

の街や田園、集落、自然など幅広い。	

活動理念と目的 

当会の活動理念は＜武庫川とまちは一体＞であり、武庫川が	

良くなるとまちも良くなり、街が美しく魅力的になると武庫川	

の環境や景観もよくなることを目指している。	

河川についてはややもすると自然科学的な側面からの活動が

多い。当会では武庫川とまちの景観・風景、河川敷地の有効活

用と地域をよく知るといった側面から活動している。河川は県	

管理、まちはそれぞれの市管理という縦割りによる制約も起因	

し、流域を見渡しても周りの土地利用と河川空間の一体的活用	

という視点からの地域づくりの事例は少ない。このような中で	

武庫川に関心を持ち、暮らしや教育の中で武庫川の河川空間を	

実感・活用し、災害時においても自助、共助の対応が出来、	

しいては武庫川づくりの担い手育成やより魅力的な地域づくり	

が進むことを期待し活動している。	

方法 

武庫川に関心を持ってもらい幅広い活動に参画してもらう方法として、①守る②育てる③活かす④

学ぶという 4 つの視点から活動を行っている。その拠点として武庫川下流域に数多く立地している福

祉施設や福祉系学校、民間福祉施設群と河川空間の結びつけに着目し、河川敷地に「むこにゃん広場

」を整備し活動拠点とした。広場や花畑整備は県市とアドプト制度による提携を行い実施している。	

広場を利用し、市民や福祉施設入所者、学校などが楽しく交流できるイベント「武庫川のへそカー

ニバル」を2回/年実施、「こども川博士講座」を設け武庫川や流域の自然環境に親しみ体験できる活

動、武庫川のカヌー大会、プロジェクトウエットによる環境やリスク回避体験なども実施している。	

また、近くの小学校低学年を対象とした「

環境学習支援」、市民対象の「武庫川探訪」

「武庫川とまちの勉強会」も実施している。	

2014年度には「第1回武庫川のええとこス

ケッチ作品」を募集し、203 点の応募作品の

中から沿川4市での展示、市民投票を経て入

選作品を選定した。延べ1000名以上の市民が

訪れ高い評価であった。	

結果と考察 

環境という概念を幅広く捉え、「地域の魅

力づくり」といった視点から幅広い複合的活

動も必須であると確信し、今後ともこのよう

な地域づくりの視点から活動を継続したい。	
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企画展示  in   有馬富士公園 

	

里山レンジャー	

	

「クワガタ・カブトムシ展」を2015年 7月19日～8月1日、	

県立有馬富士公園パークセンターにて、開催しました。	
	

	 子どもたちの大好きな昆虫を通して、「里山の自然に興味	

を持ってもらいたい。」また、世界のクワガタ・カブトムシ	

を展示することで「自然が生み出す生き物の多様性を感じ	

てもらいたい。」との思いを持って、初の大型企画展に挑戦	

しました。展示期間中の来場者数（パークセンター利用者数）	

はのべ2万人！	
	

展示の目玉はずらりと並んだ水槽に、有馬富士公園にいるクワガタ・

カブトムシと、外国産31種類（コガネムシ含む）、合わせて42種類の

クワガタ・カブトムシの生体展示。	
	
	

他にも、クワガタ・カブト大水槽（写真１）や昼と夜それぞれに	

樹液に集まる昆虫のミニジオラマ展示、ペットボトルを使ったトラ		

ップ作りコーナー、折り紙で昆虫を折るコーナー（写真2）、有馬富	

士公園の写真を背景にヘラクレス・ヘラクレスを持って記念撮影す	

るコーナー、クワガタ・カブトムシの飼育教室及び飼育キット等の	

販売コーナー、里山レンジャーキッズが園内で採集してきた昆虫の	

生態展示コーナー（写真3）等を設け、会場は大いに賑わいました。	

図鑑でしか見たことのなかったお気に入りのカブトムシを見つめ	

る男の子、飼育に挑戦したいとニジイロクワガタを誕生日プレゼン	

トに買ってもらった女の子、「園内にもクワガタいますか？」という	

質問の答えからお話しし、里山レンジャーの活動に興味を持たれる	

親御さんも。	

	

	

クワガタ・カブトムシへの興味と共に“それらが自然界で生きる	

ために必要な環境にも目を向けてほしい”そう願って、里山レンジ	

ャーでは、ビオトープの整備などの活動も1年を通じて行っていま	

す。	
	
	

また、クワガタ・カブトムシ展は来年も開催予定です。それ以外に

もこの企画展に使用した手作りの展示台を利用して、有馬富士公園

パークセンターでは、季節に応じた昆虫や魚類、ゲンゴロウなどの水

生昆虫の展示、セミの標本展示（写真 4）、昆虫フィギュアを利用し

た展示なども行っています。是非ご覧下さい。	

（写真１）	

（写真 2） 

（写真 3） 

（写真4）	
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5．普及啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．まとめと考察 

写真 9 地元の小学校にて飼育指導 

写真 11 第 10 回「共生のひろば」での活動発表 

 

写真 10 小学校にて紙芝居の読み聞かせ 
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だっぴ と皮 けましてん の脱皮と だっぴ の  

	

本 （伊丹市昆虫館） 
 

は に 

	 皆さんは脱皮という を にしたことがありますか？それは、 どおり皮をぬぐことです。

昆虫は皮をぬいで大きくなり、皮をぬいで変 （変態）します。セミやチョウが脱皮をして成虫

になる 間を見たことのある方も いのではないでし うか。その は たちに生 の を

さ ます。また されたぬけがらは、昆虫の体そのままの さ、 しさを持っています。 も

ぬけのから ひと皮むける ぬけがらのようになる などの は、脱皮やぬけがらが

人間に ったからこそ生まれたのでし う。この 、伊丹市昆虫館では 展 っ 〜ひ

と皮むけましてん〜 を開催しております（2016.1.27〜4.18）。昆虫はもち ん、エビやクモ、

は虫類など な生きもののぬけがらに、 や などを えて脱皮の不思議に まります。

生のひ ばでは昆虫の脱皮について、そして 展 っ の ミ を紹介します。	

 

脱皮って だ？ 

	 脱皮とは、体の にある古い皮を脱 すて、新しい皮を持った

体になることです。昆虫は脱皮なしでは成長でき 、生きていけま

ん。脱皮で された古い皮は、 ぬけがら とよばれます。ぬけが

らにはその昆虫の がしっかり されているので、 えばセミの

ようにぬけがら けで 類を見分けられることもあります。では

昆虫は脱皮するのでし う？それは体の皮が ないからです。

昆虫の体の はクチク とよばれる い皮（ ）で られて

います。クチク は ししか ないので、エ をたくさん て

も体を大きくできま ん。そこで、小さくなった古い皮をぬ すて、

新しい大きめの皮を るのです。幼虫から や成虫に変 変態 す

る時も、 った皮は たり変形したりできないので新しい皮

を って脱皮する があります。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ト マバッタの脱皮（ ）	

脱皮と変態脱皮 

	 脱皮には幼虫脱皮と変態脱皮があります。小さな幼虫から大きな幼虫へ成長するときの脱皮を

幼虫脱皮 、幼虫からさな や成虫に変 するときの脱皮を 変態脱皮 とよ ます。チョウの

ように ・幼虫・さな ・成虫と変 する場合、幼虫からさな への脱皮（よう ）、 ナ から

成虫への脱皮（ ）が 変態脱皮 です。	

			 	

ク ア の幼虫脱皮（ ）と変態脱皮（よう ）（中）	 ナミア の変態脱皮（ ）（ ）	
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変態って だ？ 

	 昆虫が から して成長し、成虫へと体の形を大きく変えることを変態とよ ます。さな

になら 、成虫になるものを不完全変態、さな になってから成虫になるものを完全変態とよ

ます。どちらも成虫になると、それ 上の脱皮はしま ん。不完全変態をする昆虫にはトンボ 、

バッタ 、ナナ シ 、ゴキブリ 、カマキリ 、カ ムシ などの 間がいます。これらの

間は幼虫と成虫の体の形、 ているエ や生 が いたい です。完全変態をする昆虫

には、 ウチ ウ 、 エ 、チョウ 、 チ などの 間がいます。これらの 間は幼虫と成

虫は体の形が大きくちがい、 ているエ や生 もガ ッと変わることが いです。	

	 	 	

	 	 不完全変態の昆虫（バッタ）の 生	 	 	 	 	 	 	 完全変態の昆虫（チョウ）の 生	

	

脱皮の に る だっぴ と皮 けましてん の  

	 	

	 皮をぬいで大きくなり、皮をぬいで変 する昆虫

たち。昆虫はな 脱皮するの？どうやって脱皮する

の？虫は 回脱皮するの？さな の中味は

って本 ？など脱皮の不思議を展示することで、昆

虫たちの生き まや自 の 深さを知って しい。

長 2 つ分の小さな展示がひと皮むけて 展へと

成長するまでには長い のりがありました。そんな

展 っ 	 ひと皮むけましてん の ミ を

し紹介します。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 展 っ のエント ンス	

	

 いつから していたの？  お 10 からです  

	 2005 年 から虫のぬけがらを めつつ、2007 年 2010 年に小 な展示を行い内

を しました。2013 年に 県にある 館のぬけがら展に展示 し、その よ

り した内 をいたこんバージョンに 展さ ることを しました。 展開催を 3 月

に えた 2015 年 10 月 、ついに の に火がつきます。 しい展示内 や展示 の 気、

かつての小さな展示では できなかった体 しながら脱皮のことを学 る などスタッ

皆で し 2016 年 1 月 ひと皮むけましてん 開催にいたりました。昆虫館 自に めた 料に

え、 の 館や水 館、 人や 、 やク ト の方からの 料 、展示

ザ ン の方など くの方々の なしには しなかった でもあります。	
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 変だったのは？  脱皮の の 	

	 脱皮のようすをリアルに紹介するためには、ぬけがらに えて脱皮の や が でした。

エ の 合や体の から脱皮しそうな虫たちを し け、 に しました。大 の

昆虫は脱皮が くとエ を なくなり、そわそわと ち か き回ります。そして な

場所を見つけると、 っとして かなくなります。 々に新しい体が から けて見えてくるこ

ともあります。その 態でしばらく っているとお の方から の の方に かって体が ち

めます。体の中味を の方に かって り すような、そんな きです。脱皮 のこの き

によって から 中にかけての皮が れ、新しい皮をもった体が てきます。でも脱皮の は

そう簡単にうまく行きま ん。 時間も ったあげく、ち っと を したスキに脱皮されてし

まったり、 気に て 、 が めると、時 に しということも 々ありました。 は本

に大変でしたが、やはり展示前の 1 月間はあれやこれやの大 しでした。	

	

 だっぴ のおすす は？  200 30 000 の けがらと 	

	 展が 事オー ンし、展示しているぬけがらの 類と数を したとこ 206 32 036

もありました。 類の内 は昆虫 179 、クモ 3 、 ジ 1 、甲殻類 15 、は虫類 8 で、

数 32 036 の内 31 728 は大 市 自 館からお りしたアブ ミとクマ ミのぬ

けがらです。 に昆虫 179 については昆虫 本と、そのぬけ

がら 本のセットで展示しており、これ けの 類を にご

ける展示は にないと思われます。	

	 体 しながら脱皮について知って ける体 展示（ ンズ

オン展示）もおすすめです。脱皮中の昆虫たちの と

ントをつけた ら ら脱皮 本 、たまごのぬいぐる

のチャックを開けると幼虫が てきて、さらにチャックを開け

ていくとさな や成虫に変 していく 変 ぬいぐる 、脱皮

中のセミやア チョウになりきる 変態 （ ：

る 、またの をひと皮むける ）などご してお

ります。	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 変態 （ に を に 90 回 する）	

	 	 	

	 	 	 	 昆虫 本とぬけがら 本のセット展示	 	 アブ ミとオンブバッタの変 ぬいぐる 	

	

お りに	

	 ここでは脱皮と変態について簡単に紹介しましたが、 展 っ 	 ひと皮むけましてん

の中では、脱皮に わる ルモンや新しい皮ができ古い皮を脱ぐまでの 、昆虫とはち っ
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とちがう甲殻類の脱皮、ヘビやカエルの脱皮、脱皮を邪魔する殺虫剤、ぬけがらの漢方薬などの

話題も取り上げています。知れば知るほど謎が深まる？不思議な脱皮。2016 年 4 月 18 日まで開

催しております。皆さんも是非見にいらして下さいね。	

	

おまけ あなたならどう答える？だっぴアンケート 

	 展示の導入に使うために昆虫館に来館された方々に事前アンケートを行いました。その結果を

簡単にご紹介します。大変興味深く、にっこり笑ってしまうような回答もあります。あなたなら

どう答えますか？回答数は 79 人です。	

	

Q1 脱皮という言葉を聞いたことがありますか？ 

   脱皮について知っていることがあれば教えて下さい（自由記述） 

Q2 脱皮を見たことがありますか？ 

   どんな生きものの脱皮を見ましたか？（自由記述） 

Q3 変態とという言葉を聞いたことがありますか？ 

   変態について知っていることがあれば教えてください（自由記述） 

Q4 もし脱皮できるなら、あなたは脱皮したいですか？  

   したい理由、したくない理由があれば教えてください（自由記述） 

Q5 お風呂に入る時、服は上から脱ぐ？下から脱ぐ？ 

   上下べつべつに脱皮するダンゴムシは、下半身を先に脱ぎます。 

 

A1 ある（79 人） ない（0 人） 

脱皮について知っていること（自由記述）：昆虫が皮をぬぐ・脱皮して大きくなる？・古い体が新

しくなる・成長するときにする・幼虫が成虫になる・ヘビやザリガニの皮がめくれる・チョウに

なる・セミになる・など	

A2 ある（61 人） ない（17 人） 

脱皮を見たことのある生きもの（自由記述）：セミ（29）・チョウ（22）・ヘビ（9）・ザリガニ（7）・

カブトムシ（4）・バッタ・トンボ・カマキリ・スズムシ・ダンゴムシ・カニ・ヤモリ・カナヘビ・

など	

A3 ある（61 人） ない（17 人） 

変態について知っていること（自由記述）：完全変態と不完全変態・成長の時期によって虫の形が

かわる・昆虫が幼虫から成虫になること・ヤゴがトンボになること・オタマジャクシがカエルに

なる・変な人（複数）・など	

A4 したい（31 人） したくない（47 人） 

したい理由（自由記述）：新しい自分に変わりたい（複数）・肌がきれいになりそう、若返りそう

（複数）・はやく大きくなりたい・ひと皮むけたい・など	 したくない理由（自由記述）：失敗し

たら死んでしまう・気持ちわるい・いたそう・めんどくさそうで時間がとられる・へんなかっこ

うになりたくない・今のままで満足など	

A5 上から（52 人） 下から（8 人） ないしょ（16 人） 

	

伊丹市昆虫館基本情報	

所在地：〒664-0015	 兵庫県伊丹市昆陽池 3-1	 昆陽池公園内	 	

休館日：毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌水曜日）	

入館料：大人 400 円、中高生 200 円、3 才〜小学生 100 円	

TEL：072-785-3582		FAX：072-785-2306	 E-mail：ge7n-skmt@asahi-net.or.jp	

HP：http//www.itakon.com/	
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の の活動  

伊丹市 の （ ）

【 】 

伊丹市 の 自然

の 自然 の 展 （ の

） （ ） た で

わ （ の ） ので の 合わ い 	

の で の の

い の のス ート の の （ ）

き の で（ の わ で ） の い

の い た の の 大

た 	

プ の で で ん のレ ルで

んで ット ー で の いの 自 で 	

	

【 の活動 】 

．自然観察ハイキング ハイキング 	

出 自然観察 い の 図 た 	 	

ハイキング 	

森 ハイキング 	

きずきの森でライトトラップ 	

伊丹市内縦断ハイキング 	

の 	

． 	

のこ 調 たい のた の た 	

の の展 	

	

の 	

き わ 自然 	

． 	

の の の の 内 た 	

の ース の 	

の ース の 	

内の 	

４．調査 観察 	
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ス ッフ き の調査 の た 	

池 ト の 	

の 池いき の 	

いたこん合宿（ びわ湖バレイ） 	

観察 	

池ビオトープ水 き調査 	

５． の出展 の 	

	 の の ール の の 図 た 	 	

の の 	

ーン の 	

展 の 出展（オ ルキー ル ー ） 	

大阪バードフェスティバル（ 大阪市 自然 ） 出展 	

（ 観察 ） ス ッフ 	

ス の プ ェ ト の 	

いたこん の 	

	

【特徴のある活動】 

．	いたこん の 	

の で た

で の ンバー 大 こ いこ

た の の ンバー 自然 出 きた た 	

の 	

の の 大き たこ このたび ンバーの自 自

の の の の い

ート い 	

ンバー の グループ 池 の の調査 い 	

の ース いたこん の ー ー 内

い 	

の で いたこん の ンバー の の た

の自然 の わ のイ ハ でき い の

の ンバー 	

	

．	 の の ス ッフ の 	

の の で ー イド ッ （ ）

た 	

池 の 観察 イド （ ル 自然 ）	

池 の自然観察 イド （ ンイレ ン ）	
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の の の の た の の

で調査 こ た 	

の の （ イド ッ ） 市

た のこ の の び の の 	

内 （ 池 の自然観察 イド ）	

い の ず た ンバ

ー （ ） の 図 た 	

内 調査 の い の

のた の た 	

での た 	

市の で た （ いた ）

の で 市 の の 図 	

で （ の ）	

伊丹市内の の （ た ）

で いた 	

	 	 ↓	
市 の （ 池 での観察 ）で

（観察 の 内 ） い でき こ た 	

	

	

図 ．

図	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 ． 自然観察ハイキンング

図 ． の
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図４．きずきの森でライトトラップ

	

図５．いたこん合宿（びわ湖バレイ）

図６．伊丹市内縦断自然観察ハイキング

図７．ビオトープ池の水抜き調査

	

図８．	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図８．大阪バードフェスティバル出展
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「アサザ発見！」ってホンマか？ 有性生殖の新事実 

	

子 子	 	

高等 	 自 生 	

	

はじめに 

	 2014 年相生市のため池で生 はアサザを発見した。アサザは

ッ ータ ンクに されている 植 であ

る。 では の 池など か しか自生地は られてい

ない。近年に発見されたアサザ生育地の くは、栽培で増えた株が

移入されたものである。そこで、相生市のアサザが自 分 か移入

かを調べることにした。もし人 的に移入されたのであれば、自家

性のため有性生殖はできない。個 は くてもクローンと

考えられる。	

では発見されたアサザの花型や結実率に して、 と

実験に取り だ。その結果、アサザの有性生殖の に いてこ

れまでと なる 実を発見した。						 	

 	

 ①	 ため池でアサザが結実しているか調べる。結実していれば、花型が２型以上あり、クローンでは

ない。自 分 と考えられる。	

	 ②	 結実しているのであれば、ため池に短花柱花、長花柱花が存在しているのか、確認する。	

	 ③	 短花柱花だ でも、結実するのか人工交配によって確認する。	

	 ④	 ため池で種子によってアサザは 殖しているのか調べる。	

	 	 相生市のアサザは受粉しやすい特 な系統かもしれない。インターネットで の花型で結実

する がないか調べる。	

 	 農家の人にアサザの生育を確認した年 などの聞き取り調査をする。	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果と考察 

 ため池を 10 とに 、 、の

4 １ は陸地 にわ 、ボートを使用し、

に生育するアサザの花型と ２ めの花

２花 の結実率を調べた。	

	

	

写真  アサザ	

写真  	 写真  	

 アサザの の 	
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結果は、すべての花が短花柱花であった。アサザは花型

が２型存在しないと正常に結実しないといわれているが、

確認した開花後の子房 440 個のうち、94 個で結実が確認さ

れた。結実率は 21.4％であった。ボートの調査で長花柱花

を見落とした可能性もありうるので、これらのアサザを栽

培条件下で人工授粉することで結実するか確認した。27 回

の交配実験をおこなったが、結実したのは１回のみであっ

た。結実率は3.7％であった。人工交配で結実率が低かった

原因として以下のような理由が考えられた。	 	

①	 人工交配したアサザがクローンまたは近縁だった。	

②	 開花末期の昼では柱頭の状態が悪く受精できない。	

③	 容器のポリバケツが小さく水の量が少ないため、水の温度が高くなりすぎた。	

④	 移植後、発根や新しい葉の形成など、成長に養分が優先的に使われ、受粉後の胚の成長のため

の養分が十分でなかった。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

アサザは、短花柱花どうしで種子ができることは確認できた。そこで、ため池で種子が発芽成長し

ているのか実生苗を探したところ、砂州の水と陸地の移行帯で実生苗が確認できた。	

相生市の短花柱花のアサザは等花柱花のように、自家受粉でも結実率の高い特殊な系統かもしれな

い。可能であれば、他の生育地もボートで調査するべきだが、時間や費用がかかる。そこでインター

ネットでアサザの果実や種子を検索した。結果、栽培しているアサザが結実することはすくなくない

ことがわかった。	

以上の結果から、アサザは短花柱花間で種子を形成し有性生殖をおこなうことがわかった。	

なお、この生育地が自生地ではないことが聞き取り調査の結果判明した。ため池を利用している農

家の男性が2006年頃に他の生育地から移入した株が増殖したということであった。	

写真４ アサザの果実	

写真５ 交配実験用アサザ	 写真６ アサザの実生苗	
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の 作 に  

 
展 大 域 ン ー 鳥取 博物館  

 
に 

山陰海岸の海には 種 な生きものがくらしています。これらの生きもの

は、 みの自 や海岸 の 物、海 での などによって、 く

の の興味の対 になってきました。生きものに対する を深める手 の

つに、図鑑 で種 や生 などを る方 があります。しかし、図鑑や専

門 を使って ることは、ふだん生きものに みのない にとって しく、

からないまま、関心が てしまうといった 点があります。また，

鳥取 博物館 山陰海岸 館 では、野外観察 の参加者や地域の ども

たち、 から、身近な生きものを紹介するガイドブックを作って しいと

いう がありました。そこで、 らが地 に してきた を

もとに、 種や を身近なものに ったガイドブックを作 しました。 
本ガイドブックは，山陰海岸 館の ー ー より PDF を で ン ードでき， くの

方々に いただけるようになっています http://site5.tori-info.co.jp/~museum/gakusyukan/ 。 
 

の  

． のを に  

	 山陰海岸の な生きものを取りまく 岸 は，「 場」，「 場」，「 」に大 されます。それ

れが大 な を たし， 岸生 を しています。ガイドブックでは， で く見かけ

る生きものを ートに分けて紹介しています。 
 
． で に わ  

	 本 では，海中での を想 するのが しい場合があります。また， の生きものたちは，

の にいたり， から を したり， れでいたりします。そこでガイドブックでは生 ，

すな ち「生きた 」にこだ ることで，生きものたちの魅力を ることに めました。 の

くは，地 の イ ーの方々に いただきました。 
 
 
 
 
 
3． の の  

	 一 的なガイドブックでは，生きものの と を紹介するだけのも

のもあります。しかし，生きものたちには知られていない ードや観

察ポイントがたくさんあります。そこで，本ガイドブックでは，海で観察

するのが楽しくなるような を め，「観察してみよう 」や「コ 」

のコー ーで紹介しています。 
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に  

山陰海岸 館では，「 の観察 」，「 の ちゃん 」，「 の で ガ の観察」，「海 観察

に かけよう 」，「 ち で さがし」 で，山陰海岸の身近な海の生きものを ー に，その

魅力を てきました。また，野外だけでなく 内で楽しく 自然講座 も行っており，ただ

を くだけではなく， に生きものに触れ，観察する機 も設けています。講座によっては，

の作 を作ることもあります。今回は，発表者らの行ってきたコアな自然講座を紹介します。 
 
．「 わ を ろう！」 

この講座では，海 の知られざる を 感していただくことをモットーに開催しました。海 は，

身近な として親しまれていますが， の海でくらす や形はあまり知られていません。本講座

では，海 の色のひみつや海での をお し，参加者の方々にはたくさんの海 に触れていただ

きました。 る には 色の は 色の海 のなかま。 っ な は海の をつくる 色

の海 のなかま。 は い海 のなかま。いろいろな種類があるア のなかまなどなど。海

の知られていない ードを専門家ならではの視点からお しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．「 お 」 

この講座では，海 の しい とアートとしての魅力を 感していただくことをモットーに開催し

ました。「海 おしば」は，「 本」と「アート」に大 できます。参加者の方々には，ひとつの海

をきれいに広 ，じっくり観察していただきながら， も

， 本作りを していただきました。そして，いろい

ろな海 を使ってのアート作 にも挑戦していただきました。

ただ作 を作るだけでなく，「見てさ って海 を知ろう 」

の講座 ，海 博 だからこそ ることのできる，海

の魅力についても く りました。そして， らしい作

がたくさんでき，参加者の方々の高い ン に くのことを

ました。 
 

 
 

 
 

参加者の作 の一  
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3．「鳥の羽で図鑑を作ろう！」 

	 この講座ではさまざまな鳥の羽を使って、いつもとは違った視

点から野鳥に親しんでもらうことをモットーに開催しました。野

鳥は街中や野外で見られる身近な生きものですが、ふだんは近寄

って見たり、触ったりすることはできません。本講座では、鳥の

一番の特徴である羽を手に取って観察していただいたあと、その

機能について説明しました。さらに、もし野外で羽を拾った場合

に興味が広がるよう、羽から鳥の種類を特定するためのポイント

(大きさ、色、形など)を説明し、最後に本物の羽を使って図鑑を作
りました。講座後のアンケートでは「もっと鳥のことを知りたく

なった」「他の羽も図鑑にしたら楽しいだろうな」などの感想があ

り、参加者の野鳥に対する関心を高めることができたようです。 
 
 
おわりに 

	 身近な生きものについて，興味を持っている方はたくさんいらっしゃると思います。山陰海岸のそ

ばにくらす方々はもちろんのこと，他の地域にお住いの方々にもこのガイドブックをきっかけに，生

きものに関して興味関心を深めていただければと思っています。 
また，今回紹介させていただいた自然講座は，その分野の深い知識を持った専門家が行っているコ

アな講座として、より深みのある内容を目指しました。発表者らは今後もさらに発展的な講座に挑戦

していこうと思っています。生きものに興味のある方はもちろん、生きものに興味のない方も，博物

館施設が行う普及講座にぜひ参加してみてください。そして，少しでも生きものの魅力を感じていた

だければと思っています。 
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石炭火力発電所建設は是か非か？～神鋼発電新設1号機・2号機建設に関する考察～ 

 

中山彩乃	 沼田悠果	

（兵庫県立御影高等学校総合人文コース2年	 グローバルスタディ地域環境セミナー）	

 
はじめに 

総合人文コース2年生におけるGS課題研究の選択講座「地域環境セミナー」では、地域の環境や自

然に関わる研究・調査を行っている。私たちの班は学校の近くに新たに建設が予定されている、神戸

製鋼の石炭火力発電所に興味を持った。神戸製鋼ではすでに140万ＫＷ級の超臨界圧型石炭火力発電2

機が稼働している。今後さらに130万ＫＷ級の超超臨界圧型石炭火力発電2機が、平成33年の稼働を

目指して建設準備中である。そこで私たちは以下の疑問点から調査した。	

①なぜ環境への影響が大きい石炭火力発電所を新たに作る必要があるのか。	

②地域環境への影響はないのか。	

③地域の住民はどのように思っているのか。	

調査方法 

○神戸製鉄所火力発電所への取材と現地視察	

○有識者（兵庫県立人と自然の博物館）からの聞き取り	

○周辺住民への街頭アンケート調査	

○在校生徒への意識アンケート調査	

検証結果 

①震災以降の復興に伴う赤字、外国鋼材との競争などによる経営悪化により、神戸での製鉄事業を

撤退し、発電による関西電力への売電によって経営再建をはかることが大きな理由であった。ま

た製鉄事業では石炭を原料としていたため、既設設備の発電所への転用が可能で、コストダウン

が期待できた。さらに都市型発電により、送電ロスを無くした高効率の電力を安定供給できるこ

と、などが建設の理由であった。	

②	

	 ③近隣住民への街頭アンケートでは、気になる人の割合が半数以下であったが、本校生へのアンケ

ートでは、過半数を超えた。	

考察 

資源の枯渇問題、原子力発電所の事故の教訓などから、将来的には私たちは再生可能エネルギーに

よる電力自給を目指さなくてはいけない。しかし資源の少ない日本では、その実現にはまだ時間がか

かる。石炭は安くて供給環境も安定しているので、環境対策を万全にすれば、利用価値は高いかもし

れない。今回の調査で、石炭火力発電の技術は予想以上に進んでいることが分かった。しかしＣＯ２対

策はこのままでは不十分だ。ＣＯＰ２１の目標値を達成するためにも、国の指示を待つのではなく、

企業自ら率先して取り組むべきだと感じた。またそのような取り組みを、地域や国にしっかりと発信

し、石炭火発も含めた日本のエネルギー問題全体を、国民でしっかりと考えていくべきだと思った。	
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プラナリアは永遠に生きるのか？～分裂条件からみた寿命～ 

 

岩田萌花	 竹内友佳子	

（兵庫県立御影高等学校総合人文コース2年	 グローバルスタディ地域環境セミナー）	

 
はじめに 

本校総合人文コースにおける総合学習の講座、グローバルスタディ・地域環境セミナーでは平成24

年度から石屋川のプラナリアの調査を行っている。石屋川は都市部の住宅街を流れる河川にもかかわ

らず、清流で見られるプラナリアが生息している。プラナリアの生態調査を通じて、地域の環境を見

守っていくことが目的である。	

	 今回は、毎回観察されるプラナリアが、同じ個体なのか

どうかに興味を持ち、プラナリアの寿命について、以下の

観点から調査した。	

①観察個体の寿命	 	

②分裂した個体のグループとしての寿命	 	

調査方法 

 採集した8個体のプラナリアを実験室内で、水替えの時	

		期、給餌（アカムシ）の時期等の飼育条件を一定にして経時観察を行った。	

結果 

①観察個体の生存グラフの作成	

	 各個体の生存期間を調査した。また分裂した

個体は区別し、次の分裂までの日数を記録し

た。その結果、ほとんどの個体で複数回の分

裂が確認できた。	

②新規で再生した個体の寿命	

	 分裂した個体が生存する日数を記録した。そ

の結果、採集した日から130 日までで、分裂

した個体も含めた約 7割が生存し続け、その

平均寿命は68日であった（1月18日の時点）。	

③分裂間隔と水温の関係（図１）	

	 初めて分裂して再生した個体の、次の分裂までの日数

と水温の関係を調べると、21～22℃で最も分裂し、16℃

以下、25℃以上では分裂が見られなかった。また分裂

周期は3～4週間の長期型と1週間前後の短期型に別れ

た。短期型は長期型に比べ小さな個体が多かった。さらに同じ系統のプラナリアでも短期型と長

期型が見られた。	

考察 

採集してから120日以上たっても約7割の個体が生存し続けた。また生存しながら分裂も繰り返し

ており、同じ遺伝子の個体が短期間で増えると考えられる。一方分裂間隔を調べると、1週間前後の短

期型（図１グループⅠ）と3～4週間の長期型（図１グループⅡ）に別れた。またグループⅠは全般に

小さな個体が多く、分裂間隔の決定要因は、親の大きさに依存している可能性がある。分裂間隔の違

いにより、短期型は個体数を短期間で増やし、生息領域を拡散させる。一方長期型は、1個体が同じ場

所に留まって、移動よりも成長を優先させていると考えられる。このように同じ遺伝子系統にもかか

わらず分裂の時期をずらすことは、環境変化に対応できる多様性につながると思われる。	

図１ 分裂間隔と水温の関係 

＊赤線は最低観察水温と最高観察水温を示す 

＊Ｃ→Ｃ６はＣ個体からＣ６個体が再生したことを示す   

＊外は外来種個体を示す 
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ＬＥＤライトはプラナリアにどう影響するのか？～忌避行動と体色変化から探る～ 

 

村田薫音・常本京香 

（兵庫県立御影高等学校総合人文コース 2年 グローバルスタディ地域環境セミナー） 

 
はじめに 

本校総合人文コースにおける総合学習の講座、グローバルスタディ・地域環境セミナーでは平成 24

年度から石屋川のプラナリアの調査を行っている。石屋川は都市部の住宅街を流れる河川にもかかわ

らず、清流で見られるプラナリアが生息している。プラナリアの生態調査を通じて、地域の環境を見

守っていくことが目的である。 

 先行研究で、プラナリアはＬＥＤの光を当てると体色が

淡化することが判明している。そこで本年度は何色のＬＥ

Ｄが淡化現象に影響しているのかを調査した。 

調査方法 

 ①ＬＥＤの色と忌避行動の関係 

  5匹のプラナリアに白、赤、青、緑のＬＥＤを 5分間照 

  射（3回）して、忌避行動をとるプラナリアの割合を調 

 べた。 

②ＬＥＤの色と体色変化の関係 

 採取したプラナリアを色指標のスケールを用いて、濃いグループ（色指標８～９）と薄いグルー 

プ（色指標４～６）に分けた。次に赤、青、緑のＬＥＤをそれぞれのグループに、太陽の出てい

る時間に合わせて照射し、65日後の体色を観察した。なお各グループ、ＬＥＤ1色につき 3匹の

個体を用意し、その平均を記録した。また暗黒条件で飼育したものを比較個体として準備した。

なお、餌は牛ミンチを週 1回あたえ、その後水を交換して飼育条件を一定にした。 

結果 

①ＬＥＤの色と忌避行動の関係 

 白、赤、緑のＬＥＤでは 70～80％の

個体が忌避行動を示したが、青ＬＥ

Ｄでは忌避率は 50％を下回った。 

②ＬＥＤの色と体色変化の関係 

  体色の濃いグループ、薄いグループ

ともに青ＬＥＤの照射で最も淡化

が進んだ（図１）。なお暗黒で飼育

したものは全て色が濃くなった。 

考察 

赤色光は青色光に比べ水深の浅

いところにしか届かず、プラナリア

は水面に近いと判断して忌避効果が高まったのかもしれない。また緑色ＬＥＤより赤色ＬＥＤの

方が忌避率の高いところから、赤外線に近い色を嫌っている可能性もある。このような忌避行動

から赤色ＬＥＤが保護色として体色淡化を促すと予想したが、結果は青色ＬＥＤによる淡化が著

しかった。このことから光の波長で、保護色として淡化するのではなく、青色ＬＥＤのもつエネ

ルギーそのものが影響していると考えた。実際に美容分野では、青色ＬＥＤによるメラニン合成

阻害で、美白効果が期待されるという報告がある。青色ＬＥＤの影響が体色淡化だけにとどまる

のかどうか、今後さらに調査する必要がある。 

図１ ＬＥＤの色と体色変化の関係 
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菌根菌と腐生菌で発生環境に違いがあるのか？ 

～選好指数からみたキノコの多様性～ 

中村雄太郎	 阿波田みのり	 新保悠里乃	 高岡まりあ	 林真里菜	 廣岡季陽里	 飯田龍暉	
成将希	 西端実弥美	 中原雨音	 砂川真智子（兵庫県立御影高等学校	 環境科学部生物班） 

はじめに 

本校では平成20年度から兵庫県立人と自然の博物

館・兵庫きのこ研究会と協力しながら六甲山のキノコ

の調査を行っている。六甲山の再度公園（ふたたびこ

うえん）のキノコの多様性を標本作成や生態分析から

明らかにし、生物多様性を多くの人に伝えることが活

動の目的である。今回は菌根菌や腐生菌、毒キノコや

可食キノコの出現に、気温や降水量がどのように関係

しているのかを、選好指数を用いて明らかにした。	

調査方法 

①2001～2014 までのキノコの観察記録から、出現頻度の高いキノコ111種をエクセルのピボットテー

ブル機能を用いて選出した。

②キノコごとに気温と降水量の選好性をJacobsの式で算出した。

③キノコごとに選好指数が0～1の好みの環境を、菌根菌・腐生菌、可食キノコ・毒キノコで分析した。

結果と考察 

菌根菌は腐生菌に比べ、高温多雨環境を好むことが判明した（図１）。これは共生相手の植物の光合

成に有利な環境に依存しているためと考えられる。一方腐生菌では温度、降水量の好みに多様性が見

られた。特に木材腐朽菌は、気温、降水量の感受性に幅があった。これは木から生えるキノコが、外

気温の変化や乾燥の影響を直接受けないためと考えられる。そのため、季節を通して多種のキノコが

木の分解に関わることが出来ると思われる。また可食、毒キノコについても整理すると、可食、毒キ

ノコともに、全体の傾向と同様、菌根菌が高温多雨環境を好んだ。実際に盛夏の観察会では、多くの

菌根菌の可食、毒キノコが観察される。	

以上の結果から、キノコは好みの気象条件に多様性を持たせながら森林環境の形成に深くかかわっ

ていることが分かった。	

菌根菌 腐生菌

図１	 菌根菌と腐生菌における好みの気温・降水量の関係＊バブルの大きさは種数の多さを表す
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“ハヤブサの落とし物” の羽や の標本 

2015.11.20	 立 甲山高 学校 
甲高自然 ー ー 講座

の  

ての活  

（人と自然の 物館 ）

に 

ハヤブサは鳥 を な としている 行性 である。 然が重なり 2002年 10月から自 の

を りの場として 用しているハヤブサの や、 となった鳥 の羽などの回収をすることに

なった。 は 2009年の 7月まで続き、気の向いたときに 続的にとった ートは 25 に、回

収した羽などもかなりの になった。

これらを 生の ろば において 1回から 4回まで“ハヤブサの落とし物”として発表して
きた。Part1として ートに き めた捕食鳥 の のス ッ を、Part2として“体羽”を、Part3
として“ 羽”を、Part4として“ のはく製”

を製作し してきた。

これらの 物は、自然の らしさや、 な

環境に関 を持っていただく教材として に 立

った。“ とはく ”として 10年、どのよ
うな形で に できるのか 行 してきた中

で、 も活用してきた“ハヤブサの落とし物”を中

に今までの活動をまとめてみた。

活動  

これまで、幼児から社会人まで く活動の としてきた。 も多くの 合をしめたのは小学生

で、 いで高校生であった。これは 続的に活動できたことが大きい。

神戸市立有野児童館では、2007年から 2012年までの 5年間、“人と自然の 物館”の先生方にも

していただきながら 25回もの体験 の環境学習“おもしろ 科教室”をおこなった。この中で“ハ

ヤブサの落とし物”は し つ形を変え 3回 場させた。これらの活動から生き物に関 を持った子

どもたちと一緒に、 物館の“いきものかわらば ”に 2年連続出 でき、 もいただいた。 
谷 先生に っていただいた

立 甲山高 学校の“甲高自然

ー ー 講座”には、2010年から
年 回講 として参加し 6年になる。自
然に恵まれた高校の立 を活かした、

、幼 園教 、小学校教 を す

生徒たち 手の講座である。ここでも

“ハヤブサの落とし物”は 年 重な

教材となっている。
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2009.6.23	 甲子園学院小学校	 “夕焼けセミナー”  

 

2010.3.31 神戸大学サイエンスショップ 
	 “市民の科学ミニミニ発表会”  

小学校での講座としては甲子園学院小学校の“夕焼けセミナー”に 2008年、2009年と行かせてい
ただいた。この時初めて教材の羽と下敷きを使ったゲーム形式の羽当てクイズを製作した。子どもた

ちは積極的に参加してくれ、実物の標本に興味津々だった。 
 

 
 
 
2010年には神戸大学サイエンスショップの“市

民の科学ミニミニ発表会”で、大学生や社会人向

けに“ハヤブサの落とし物”の話をする機会を得

た。子どもたちとはまた違った雰囲気の中、大学

の先生方を交え、いろいろな話ができた。 
2012年には文一総合出版からハヤブサの原稿

依頼があり、BIRDERの 9月号に“食痕からハヤ
ブサの食性を探る”というタイトルで掲載してい

ただけた。 
2013年の有野台児童館での“夜間開館”や、

2014年のユースステーション北神（NPO法人
S-pace）での “夏休みおたのしみ教室”では、 
幼児を含む親子の参加が多く、歌やゲームを交 
えての環境学習の場となった。 
“ハヤブサの落とし物”以外では、大谷先生と一緒に、佐用町昆虫館のスタッフや神戸市立道場小

学校の自然学校へ標本づくりのお手伝いなど、さまざまな昆虫関連の講座や活動に参加する機会をい

ただいた。これらの経験は私の大きな財産となり、本当に幸せな時間であった。 
 

今後の活動に向けて 

“ハヤブサの落とし物”の講座も興味を持って参加してもらえるようクイズ形式にしたり、実際に

触ってみたり、自分たちで同定したり、実際に体感できることを大切にしてきた。それを野外の活動

につなげることができればと思う。先日、甲山高校での講座の後、野外で捕食された鳥の羽を実際に

回収する機会に恵まれ、今まで何気なく見ていたものが生徒たちの中で変わる瞬間を見て感激した。

小さな積み重ねではあるが、今までも多くの方々との出会いの中で活動を続けることができた。今後

もまた新たな出会いの中で、小さな種をまけたらと思う。 
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但馬沿岸部の流れ藻に付随する魚類の季節的変化を調べる 

	

	 	 	 か 
	 流れ藻  

 
はじめに 

沿岸部は 岸ジ

にも れており、水 では、多数

の ダ 藻類が し、 な

モ場を している。沿岸部では の藻類

が れて を 流れ藻が多数 け

られる。	

調査では小型 しり から、

流れ藻を採取し、 れらに付随 る魚類の、水 や季節に る変 を に ることを とした。	

	

方法 

で から流れ藻を し、流れ藻を見 けた後、 の モ を用い

て採取 る。 に採取 の 、水 、水 を に る。藻を 、 の生物を 。

の後魚種 とに 数 る。	

で では、 や ャ に採取した魚種を れ、 数、 数、 型の

を用いて 図 で る。 の後調査 とに を とめる。	

	

調査 	

調査 は から 部 の水 １ の で の流れ藻を採取し、藻の採

取 の 水 水 を し、藻に を った。 

	

結果と 	

	 月から１１月の 月 の調査で １ 、１ 種の魚類が採取 れた。 した魚類と

の を に した。 月には、メ 類が流れ藻に付随しているが 月には採取 れなかった。

モジャコは 月後 の の採取となった。 月、 月はメジ が多く見られたが、 月には見られな

くなった。 た、 月から１１月の にわたり メ が多く採取 れた。 月から１１月に

かけて ジ が見られた。 月、１ 月には 数ながら れ れ コ と ジ が見ら

れた。イ ダイは 月、 月に見られたが、 れ の月には見られなかった。 月は も多くの魚

種が見られ、 いで 月、 月とい 結果になった。 月、１１月が も採取 れた魚種が なかっ

た。 
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流れ藻には、小型甲殻類や魚類を初めとした多数の生物が付随しており、生育場所や摂餌場所

として使用していた。季節が変わると共に、魚類層も変化し様々な魚類の仔稚魚が流れ藻に付随

していた。流れ藻は、多くの生物資源を育む重要な場所になっていた。今回の調査で得た結果を

基にモジャコやメダイといった水産主要種も但馬沿岸部に見られることが分かり、今後は調査を

続けると共に利用法なども探っていきたい。

図１月別魚種採取数
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市立 中学 	 佐 展（同 ）	

 

 

	 フィールド イ ン で 、「自分の生ま 育 た 市 の生態 を科学的 態 で見

る市民を育 すること」を 的として、フィールドワー と にとも う 現 動を してきた

の 環境 、 多く、 市的 環境で る を ー とした体 をどの うに

保していくかということ 、学 の く、自然体 しい 市 でこ 考えていく

る ゆえに、一 的に 自然環境で い （自然保 モニタリング イ

どで いという意味）で る 、生 にと ての地 という で できるのかということを

行 し ら み ていくこと 、同 の課題を えた学 に多 りとも できる可能性

る 	

今 、教 の で、 動 どの うに展 てきたのか、また、学 教育から見た 生の

という 、どの う 意 を つのか、 人的見 で る 、こ を 会に して

きたい ・ ど をうけてい い の学 どこでも できる安 動

モデルを していくこと 、 ル リーの い手を育 することに し にたつのか

もし い 	
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	 自然体 に いて 、 教育 で ることを考 すると、できる り地 の自然と関わること

を大 にしたいし、また うしてきた も 、地 とい ても、近 の市 ども行動 内で

るので、出向く も る 加えて、フィールドに いて も こと 、 い の

い で るかということで る（和井田 ） 教 、 ら たい るい 、 できる

を でしまうと、教 の い 学びの ター と て をしていくことに る こ 、

体的に探求していく生 を育 という 点から 、 どと い の生 を育 してしまうこ

とに る う 	

も 、すでに 味関心 り、教 の い と生 の い 一 しているので

、 の い で るかということ 考 する 性 いと考える フィールドに て行く に、

どこに て行くかということ 、教 の意 るとこ で る 、 的 探求と学びを

保するために 、生 自 に生 た い ということ で る 	

また、フィールドに いて 、 遊ぶ という 点を している（佐伯	 ） 遊ぶ中で発見

したこと 、生 同士で をしている様子 えるし、中に 教 に話にくること 多い また、

の と して の いを生 同士で している様子 かも える つまり、

してい 、多くの発見と探求を ているので る に いて、この う を ること

で、生 りの い 生ま てくるものと考える て、教 、考えをつ こと 、 する

こと、発見を することに する 、つまりフ シリ ーター的 、フィールドワー の

に で る 	

に、 している の で る 、 も してい いときの「考えること」のモ

ーシ ンと、 をへたときの 現の「考えること」のモ ーシ ン 的に ていた

プ  らい 備考 用 ール 教 の  

  

フィールド 

ワー  

 

 

 

関心の  

生 の関心の ン  

フィールドで遊ぶ 

（ ・ 体 の ） 
の と現 の体 をつ  

地 の生態 への の  

関心を するため

に、教 生態 を

ぶという意 、

の に ら い  

GPS きカ

・携帯 

フ シリー ーター・

インタープリター 

  まとめる 

ターの り方を学ぶ 

体 を り る（リフ シ

ン） 

学 とつ る 

データを して協同

的に 論する  

PPT・QGIS・ 

携帯フ シ

・

ル・ワード 

ィー ング 

  
学内・地域で 

現 

自 の学び に立つ  

（自 情） 

づき（ 分 ・ 

新た イデ ・）の  

モ ーシ ンの  

 

ま づくりのWS・市

民環境フ ィ

ル・文化発 会・自然

情報 会・自然

会・自然 物館 

ど 

 
ー ング 

ィー ング 

  

の行動の 

を立てる 

 

関心を につ る 

協 性の育  
 

思考 ール 

（ え 、tocfe kj

法 ど） 
フ シリ ーター 
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り、物 を考えていくときの 体 、自然を考えることを し うえでとても大 こ

とで るという る のことも まえて、 に関心を ン すること と考

えている 	

 
 

を ーカイ する 動 ので、 的にす り るということ 多 る

こで、 情報 を たす 生物 分 する 情報を取 し、地 に ーカイ し

て くことで、 を再び思い出し すく る こ グーグル プでも いし（三橋 ）、携帯

フ シ （大澤 ）でも い 本 、携帯フ シ を 用 てもら ている

とにかく携帯 カ の を て 情報をと て くと、 どを て地 で遊べる（

参 ）ので いし、	

の備 （ ）として、	

の き として、 るい のままプ ンの として、学 の としても に立つ ま

た、こ らの生物分 情報 にオープンデータとして ている 	

 

 

現する 、できる け地域に出向く 生物分 情報を すること 、地域の にたつ

をできる り 保する え 、ま づくりのワー シ プ 、市民 する環境フ ィ

ル 、 民館で か る の情報 会 ど る 加えて、自然 物館 市民に く ど

る また、学内で 文化発 会 ど る 文化発 会 、 関心 への としての

できる  
 

 

自然体 、協同的にまとめる 、データを整理する 、 現する を して、うまくい

たこと うまくいか か たこと、こうす か たこと ど 認 として る この う

ことを り り、 り い取 にしていくために、4 から 5 に行動 を する（ ）

この行動 を するときに、 ン シ ター リーという思考 ール り（岸良 2014）、
かつ 体的に行動 を立てること できる ールとして で る も 、多様 方法論

るので、 りす たもの で い  
 

 

生の 、自然を探求し けている の る市民 と出会う と考えている

にフィールドを ら、発見 づきをプ ンする 、生 にと てみ 、自分の地 の

自然を え直す と る う  
また、 生の の 多様 立 一同に会することで る して、生 も 現として

参加することで る 現を して、 ）自分の学び に立つこと、 ）自分の理 の か に

づくこと、３）地 けで えること でき か た自然の多様性に づくこと、 ） の

を ること できる、 ど多くの内 的モ ーシ ンにつ るものと考えら る  
生の の参加 、教 という立 けで く、 も のフィールド ー 研究会

（http://ameblo.jp/mizubefmk/）という団体で発 として した る この に多くの人

と出会い、自分の考え 、 の考えを わすことを して、大好き 自然を考えつづけ、 める

会を ること できた この に出会 た 間 自 にと て、大き を てく るもの

で た 今教 として に えている 現の 方 、ここでの に るとこ 大きい  
科学 の のこの 、本 に生 現する いと ていた プした

る日本学生科学 も、地方大会で 、 を展 する け 生 た 、 の いし、
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く い う と ていた の に、出会 たの 、人と自然の 物館で している 生

の 物館で遊び ら、自分も 現 として関わり、生 も 現 として関わる こに

研究 の 、行 の人もい 、生き物を 育している 発 していたり、 生・

大学生もいて、小中学生もいた ル リーということを ー に、立 に関

く、プ ンをする 生の方 、プ ン うまか たりして、 い ら学 のを えてい

る こ からも して しい で る  
 

 

  フィールド （大 学生科学 ） 

2010  ン  学 のプール 
秀  

（大 科学技術 ンター ） 

2012     

2013  ヤ  大 三 	 瀬  秀 （ 新聞社 ） 

2014  シシ カ  市の用   

2015  
イシ ・ シシ カ

・カワ ・

シ 

市の大  
市の用  

 

秀  
（大 教育 ） 

2016  
オオ ン イ ・イシ

・ シ 
市の大  

秀  
（ 新聞社 ） 
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市 みどり 	 ・ 本 次・  

 
め  
ブイブイの森 は 市の 、 ー ンに する約 15ha の里山林で る。

や など で く われ、生物多様性を保全する な として ド

ー ブ では B ン に指 れている。地域に いを え、自然と 生するまちづくりを

める で か ないまちなかの里山林で る。一方、 の わりは薄く、 入れが行 かな

くな た事により や 、 などの が 。里山林としての は なわれつつ

た。 
里山林としての を 来 為には従来からの行 の 理、活 ではなく、

を する市民をはじめ行 、 が に を えながら次 かな自然環境と生物多

様性を していく が る。 の みんなでつくる とは した多様な の によ

る里山林づくりを指し、本 ー は の過 について集約したもので る。 
 

 

	 ブイブイの森の植生は や

などの夏緑 が多 を め、 の

は全 の 55 に る。 の他、

林 が侵入する が約

14 を めている。

で構 れる の は 4%
とな ている。 の他約 10 は 的に

植 れた 林や ヒ 林。

の 線 いはニ なら

びに などの 林が め

る。林 に するため池 辺では全

に する は いが、 ン 、

などが を し、 地に

生息する植物や などい ものの な生息 とな ている。 
 

 

林 で多 を める には 理の により や 性植物など

が している。また や など も い で侵入している。 的に林

の を 、種多様性の 、里山景観の

化などの を している。侵 的外来種で

るニ 、 については

での は られないが 来的に侵入 となる

性が る。 
 
 
 

  

ま  
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市 には の森 、 観

かん く の森 、 など多

くの れた里山林が する。 れらは

ン や 、 などが

的に わりを持つ事で 的に保全が ら

れている。ブイブイの森については市 の

市 地に し、 辺からの ー も

で り、まちなかの 地を活かした里山づ

くりを する事とした。 
l ブイブイの森の を 持、 する

為、 るく、種多様性の い里山林

で る夏緑 林方 での 理を

行う。 
l 夏緑 林方 方 とは

などの夏緑 を保全し、 、ヒ

などの 、 や 性

植物などを市民 画により

する。 
l 市民 画 の里山 理を行い、 理活

動を じた 、地域 ニ ー

の としての活 と に、訪れた市民

が林 で自然環境を学び、楽しむ と

する。 
l 取組に た ては市民、 、行

が 一 とな て し、 れ

れに な 的・ 的・ 的な

の い となり、 での実 を

する。 
l 市民 については行 の ー

ー と の ー により 習会を実 し、里山林に する 理、環境学習の

を 画する。 
 
 

 

 方針に基づ 行 市 と

と自然の 物 により里山林 理の市

民 に けた グ を 。

は①里山の基 、②植生 、

③ 全 、④ 実習、⑤ を一年 か

けて する。新 の い を する

が る事から の は 年開 とした。

は まちなか里山 ー とし、本

ーの 生を 象に実際にブイブイの森で

活動する の 入を びかける事とした。	
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	 まちなか里山 ーが 目を えた 年 、実際に森で活動する ブイブイ

の森活動 が の会員と に発 した。 のと り ーでの を して た事か

ら多くの が た。会員の 構 としては が多いものの、 なから 性や

からの が た。 の理 としては、他で里山活動を経 みでブイブイの森 の が

い というものや、経 は全く無いが かを始めたか た というものが 的多く、 の他、

特 的な声としては で 取がで るような るく楽しい森にしたい 、 どもの に

ん 里山の 景を思い しながら取り組みたい など 的なイ ー をも て するもの

まで様 で た。活動に際しては実際に な が うと に、活動 の動 づけの

いも め、 自で を う で ン ・市民活動 の 入を

けた。	

	

	

 

森での活動開始後、会員 の と活動の 発

を る事を目的に、 後に会 を発行して

た。 年 の第１ を りに １ の

で 年１ まで を発行した。 は

のと 行 市 が ている。 は

景、会員からの声、 後の に活か る 、

森の変化の様 など多種多様に り んでいる。 後

は他の里山 理 等との としての活 も考

えられている。	

	

	

 

活動組織の発 から約 年後の 年 、 地で

の活動を まえ、ブイブイの森の となるゾーニ

ング について会員 で 論を わした。 論の

とな た については、 種 や活動 を考 し

を行 市 で 。 を

と自然の 物 で行な た。	

会員からは 里山としての活 のみ

なら 、 として を び む

が との から もが訪れる

事がで る ー の など

が として れた。また活動する

での 保 や イ の

は み 、 野鳥の生息地を残

す などより 的な も た。

実 の 性は として 林

が する事から 林を 活

や 地の植生 外の新たな植 な

ども として れた。 論を経て

くは つのゾーンに けた。	
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①エドヒガン保全ゾーン…森に残るエドヒガンの保全。	

②野生動物生息環境保全・学習ゾーン…野鳥や小動物の営巣などの為、自然遷移に委ねる。	

③植物の多様性優先保全・学

習ゾーン…多様な夏緑性の植

物を優先して保全する。	

④水辺環境・景観保全ゾーン

…水際の植物を保全し、ため

池の景観を楽しむ。	

⑤外来種駆除ゾーン…外来植

物の侵入を防ぎ、駆除する。	

	

	

	

	

まとめ 

構想から活動開始１年後までの経過を集約した。ブイブイの森では既に林床から新たな植生が

芽生え始め、活動による変化の息吹が感じられている。会員はもとより森を訪れる市民が変化を

実感する事により、薄暗い森の印象も次第に変化して行くものと思われる。また、他の里山林に

は無いまちなか
．．．．

という特性から、ややもすると組織の論理に陥りがちな活動とは一線を画し、地

域からの声を取り入れながら活動に活かして行けるものと考えられる。基本方針ならびにゾーニ

ング等、基本的な指標は持ちながらも、従来からの考え方や行動に縛られる事なく新たな発想や

着目で、みんなでつくる
．．．．．．．

森づくりを目指したい。	
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の に の  

	

直 	大 月	 大 い 中 人	

兵庫県 高等学校 校	 生物部 	

 

1. に 

学校近くの武庫川上 部は、 川 の工事があまり行われていないために、自然環境が 全され、

メダカやタナゴなどの魚類が多く生息している。しかし、 れが いため大 が ると 水になるこ

とがあった。そこで、 10年 から自然環境に した工事が行われている。	

年に き き、 た は、工事から 年経った 川と工事直後と工事 の 川の魚類の調査を行

い、工事が える 響を調査した。	

 

.  

(1)調査 	

成 年 月 (水) (月)、	

	 	 	 	 	 月 (水) ( )	

成 年 月 ( ) (月) 9 (水)、	

	 	 	 	 	 月 ( ) 19 (水)	

( )調査場所	

	 武庫川上 	

Ａ地点 橋上 100 (図 1)	

Ｂ地点 橋の 図 	

Ｃ地点 橋 100 図 	

	 	 Ａ地点は、まだ工事はされていない。水 は

10 1 0 。川底は と で い所には、オオカ

ナダ が している。	

	 	 Ｂ地点は、 成 年1 月に工事された(図 )。水 は10

100 。川底は と と 。	

	 	 Ｃ地点は、 成 年1 月に工事され、1年が経過してい

る。水 は10 0 。川底は と 。	

( )調査 	

	 で (図 )およ タ で 0分 、魚類を採集し、採

集した魚類の種類と個体数を した。この調査を 地点で

回 行い、その合 を とした。	

 

.  

	 調査した を表1に示す。	

Ａ地点は1 種、Ｂ地点は11種、Ｃ地点は19種が採集できた。	

Ａ地点では、今年 たにカワ イ(図 )、カネ ラ、ギギ

魚 が採集でき、 年と合わ た種数は 19 種だった。一 、工

事直後のＢ地点ではオイカワ( 魚)、カワムツ、メダカ(図 )が

に多数採集することができた。工事後 年が経過したＣ地点で

は水 が く、オイカワ(図 )やカマツカ、ヤリタナゴ、メダカなど19種が採集

できた。 年の 場所では1 種だったが、1年で種類が多くなった。	

図   

図  カワ イ 

図1 橋  図  橋の  

図4  図  橋  
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表１　　調査結果（採集できた種と個体数）

地　点

種　名 科　名 平成２６年 平成２７年 平成２６年 平成２７年 平成２６年 平成２７年

オイカワ コイ科 11 6 26 49 24

オイカワ(幼魚） コイ科 3 3 136 41 36

カワムツ コイ科 4 6 66 1 7

カワムツ(幼魚） コイ科 0 0 0 1 4

3 ヌマムツ コイ科 3 1 2 2 1

カマツカ コイ科 12 7 11 4 70

カマツカ(幼魚） コイ科 7 0 0 17 1

5 モツゴ(幼魚） コイ科 1 0 0 0 2

ムギツク コイ科 2 1 4 1 10

ムギツク（幼魚） コイ科 1 3 0 1 1

7 カワヒガイ コイ科 0 5 3 0 6

タモロコ コイ科 2 0 0 0 1

タモロコ(幼魚) コイ科 0 1 0 0 0

イトモロコ コイ科 1 1 3 0 2

イトモロコ(幼魚） コイ科 3 0 0 5 0

ヤリタナゴ コイ科 6 0 6 6 47

ヤリタナゴ(幼魚) コイ科 0 1 4 0 2

アブラボテ コイ科 3 3 0 1 1

アブラボテ(幼魚） コイ科 3 4 0 0 0

タイリクバラタナゴ コイ科 0 0 0 2 0

タイリクバラタナゴ(幼魚) コイ科 0 0 1 0 0

13 カネヒラ コイ科 0 1 0 0 1

14 ギンブナ コイ科 0 0 0 0 2

ドジョウ ドジョウ科 4 7 0 0 12

ドジョウ(幼魚） ドジョウ科 2 0 0 0 0

16 シマドジョウ ドジョウ科 1 0 0 0 0

17 ナマズ ナマズ科 3 0 0 0 0

18 ギギ(幼魚) ギギ科 0 3 0 0 1

19 メダカ メダカ科 3 26 33 5 53

20 オオクチバス バス科 0 0 0 0 2

ヨシノボリ ハゼ科 0 0 1 1 2

ヨシノボリ(幼魚） ハゼ科 4 0 0 1 0

ドンコ ドンコ科 5 0 0 0 2

ドンコ(幼魚） ドンコ科 1 2 0 0 1

85 81 296 138 291

60 64 155 72 243

25 17 141 66 48

16 15 11 12 19

未工事 未工事 未調査 工事直後 工事直後 工事１年目

1

2

4

Ａ Ｂ Ｃ

6

8

9

10

11

15

12

備　考

21

22

個体数（合計）

個体数（成魚）

個体数（幼魚）

種　数
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このことより工事の行われていないＡ地点と、工事の行われたＢ地点とＣ地点の種数を比較す

ると工事直後は減るものの1年で戻ることがわかった。これは近くに工事していない場所がある

から魚類が移動することができるためと考えた。	

しかし、個体数で比較すると、工事直後には、オイカワ、カワムツ、メダカなどが増え、1 年

が経過すると、オイカワが減り、カマツカ、ムギツク、ヤリタナゴ、ドジョウなどが増え、全体

の個体数も増えた。これは大型の魚種が生息していないため、大型の魚種を天敵とする小型の魚

種にとっては工事直後の場所はとても良い環境だと考えられる。	

調査地点の景観は、未工事の場所と工事後の場所は全く違っているが、工事後1年が経過する

と魚類相は戻ることがわかった。これは、魚種が移動する範囲に未工事部分があるため、復元で

きたものだと考えられる。	

	

4.おわりに 

調査場所の堤防や川底は、工事後でもコンク

リートになっていないため、多くの生き物が生

息している。しかし、外来種も見られたので、

これらは減っていくことを望んでいる。	

今回採集できた魚類の一部は、人と自然の博

物館の三橋弘宗先生の指導のもと、プラスチッ

ク封入標本とプラスティネーション標本にす

ることにした(図 9)。プラスチック封入標本

は、多くの人がすでに作っているため、よく見

かけることがあるが、プラスティネーション標

本はまだ作る人が少なく珍しい標本である。こ

の標本はサンプルの中の水分を抜いて、その代

りにシリコンに置き換えたもので、乾くと半永

久的に固定され、素手でもさわることができ

る。作成した標本を昨年の 11 月に行われた兵

庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会

で展示したところ多くの反響があり、好評であ

った(図 10)。武庫川の生物を標本として実物

を残すことは、意義のあることで今後の貴重な

資料となることが期待できる。最後になりまし

たが、研究の助言と標本作成の指導をしていた

だいた三橋弘宗先生にお礼を申し上げます。	

	

図9 三橋先生の指導 

図8 オイカワ 図7 メダカ 

図10 総合文化祭での発表 
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生き物 る 篠山 の取り組み  

	 	

（篠山市 ）	

	

１． に 

メ カ、 、サンシ 、カ 、 タ 、ササ リ・・・篠山の生き物の ん

どは、農地や 山に生息し、 の らしのなかで生活を んでいます。	

篠山の生物多様性は、 が山や ん に り、手を るこ で守られてきました。しかし、

整備により農作業の がよ なり、化 を 用するこ で生活は豊かになった で、

水路はコンクリート化され、山の手 れはされな なり、篠山でも生き物の生息 は な な

っています。そのため、生き物に を ける 会は り、大 も どもも生きものへの関 が

なっています。	

篠山市 で、 類学の で る の 「 年 物 」を にした

「 の学 」では、 の篠山の豊かな自然が かれています。	

その の自然豊かな環境を取り すため、平成２５年、市の生物多様性の保全に関する 針を

した「 の学 復活大作 生物多様性ささやま 」を し、市の 施 して取り

組んでいます。	

平成２６年度より、農 業に関する事 を する農 に「農 環境 」を しまし

た。これにより関 の連携を 化し、農 業に携わる市民への 及啓発、水路改修を希望

する地域団体に環境配慮型工法を提案するなど、 体 に生物多様性の保全に取り組んでいます。	

	

２．生物多様性の保全に る取り組み 

（１） の 生物多様性  

生き物の生息環境を守るため、 トープや （掘り

）に年 を通して水を め、 等の を行う市民、ま

た、生き物に関する 及啓発や環境整備を行う市民や団体に対し

て補助金を し、生物多様性の保全に関する取り組みを めて

います。	

（２） の 物  

ん の や 山に生息する身近な 物（カ ラ シコ、

カン など）に を けてもらおう 、 ・ 地 で

の 物調査や市外での希 な 物生息地 の などを通して、

篠山市の 物の生息 を学 しました。	

（３） から 生きもの る 

	 篠山市でも、ミシシッ アカミミガメ、 ー 、 ン

ケイ ク等の外来種が、 来種の生息環境を かしています。	

	 平成２６年度より、篠山城跡において、 ンイシガメの生息

環境を保全するため、アカミミガメの防除に取り組んでいます。	

	 平成２７年度からは「農 ささやま外来生物対 協議会」を

、行 ・市民・事業者・大学が連携し、アカミミガメの捕

獲・処分体 を しました。また、 ども 保 者を 対象

した外来 捕獲体 イ ントや外来種に関する 意 ラ

シを配 するなど、意識啓発にも取り組んでいます。	

	 環境 の補助金により した「農 ささやま外来生物対
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協議会」は、市・市民・神戸大学・㈱自然回復から構成され、各専門分野（アカミミガメの防除

及び処分・外来種に対する意識啓発）で連携しながら取り組みを進めています。	

	

【篠山城跡堀におけるアカミミガメの防除調査結果】	

	
平成２７年度	

（全ての堀で実施）	

平成２６年度	

（南堀のみ実施）	
捕獲後の取扱い	

アカミミガメ	 ４９６匹	 ３２６匹	 冷凍・焼却処分	

クサガメ	 ５２０匹	 ３７８匹	 再放流	

イシガメ	 ２５匹	 ９匹	 再放流	

	

（４）農業分野における生物多様性保全対策 

	 農業従事者の高齢化や担い手不足により、生き物が豊かに生息

する素掘り水路からコンクリート水路への改修が、各地域で行わ

れています。そこで、生き物の生息環境を守るため、国の補助金

を活用して水路改修を希望する地域団体に対して、環境配慮型工

法の提案を行っています。また、生き物に関するアンケートや生

き物マップの作成を通して、農業に携わる市民に生物多様性の保

全に関する意識啓発を行っています。	

	 	 	

３．これからの取り組み 

（１）生物多様性に配慮した水路整備方針の作成 

	 「生物多様性に配慮した水路整備指針」を作成し、事業者を対

象に環境配慮型工法の現地説明会・生き物調査を実施するなど、

市内で実施する水路工事において、生物の生息環境を保全する取

り組みを進めます。	

	

（２）丹波篠山いきもの４８（ＴＳＩ４８） 

	 篠山の身近な生き物にスポットライトを当て、その大切さを知

ってもらう・・・それが「丹波篠山いきもの（ＴＳＩ48）」です。

身近な生き物のイラストを作成し、小学生へのアンケート等によ

り守りたい生き物４８種類を選出、ポスター・Ｔシャツ等の作成

や生物多様性フォーラムを開催し、意識啓発に取り組んでいきま

す。	
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	 	 まどか 	 中	 	 	

篠山 	 るさと 	

	

め  

私たちの は の中 、篠山市に 置している。篠山市は、 しい

が く 在する。しかし、 市内に放置さ た竹林が し、 化 の 山林の 、

の を している。	

	 こで、この しい 、篠山の と を るた に私たちは、竹林を地域とともに整備する

ー 、 しのの 竹林 ー を し、 した竹を有効利用する 法の研究も に ー

した。	

	

 

放置竹林の 	

	 	 篠山市内の放置竹林を するた 、 の と現地 を行い地 上に した。	

ー の資 として活用	

	 	 竹を り た イ を考 する。	

	

竹 に して活用	

	 で発 する、 の 	

	 	 篠山市の から発 する を させた 。 さ 、

となっている。 はしているものの、 な で利用が である。 こで、竹

を利用して がで ないか した。	

	 と竹 の の を えた を 、	

の発 が さ る に を に 整。 	

	 	 イ	 とに切り しを行い、 、 を 。	

	

	 竹 と を させる、 発 置の 発	

	 	 、 を する資源として に 目が まっている。 しい ーとしての

利用法も研究さ ている。 こで、 な 置を 作し、竹の 化を行った。	

	 	 	 有 に を えて を こす。 は の り。	

	

	 	 	 のた 、 で が こせる な を作った。 竹 	

	 	 	 は竹を利用。	

	 	 イ	 させる は を利用。竹を す は サイ の 。	

	 	 	 り を 	

	 	 	 し 。	

	 	 を し、 に の を した。	

	

	 など の 化	

	 	 内の は し、 と ど に っている。さらに の も し、

は な を ている。 こで、 な 資源として竹を 化する研究を 始し

た。この研究は農研 地研究 と して行っているものである。	
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法 	

	 	 後す に 化した竹に を え、 の にしたものに、 サイ

ー を え、 にし、 か 。	

	 	 イ	 に し、 、 を 。	

	 	 	 は竹 と、 の で行った 	

また、先行研究があるた 、 を 考に たな を行った。 中 上を 竹を

と に 、 、 、 、 を有効利用 、

に 実 を 始した。この研究に しては、現在実 中である。しかし、先行

研究で竹の栄養価などが明らかになっているので、さらに良質なサイレージを作りだし、実用化

したいと考える。	

	

と  

で発 する、 の 	

の で が上 し、 に発 が だ。 の も し、 に い

ても が した。 	

	

	

	

	

	

	

	

	

考 	

	 を に 整したことで、 の が活発になり、竹 を ー源として発 が

だと考えら る。 の 、 の の が した。 の 質は、 が く

としては しい が と り を いた。	

	

竹 と を させる、 発 置の 発	

した を に し、 を行っていただいた。内 は が 、 が

の か が となった。	

考 	

	 の発 で、 が してしまったが、 が発 したことも かった。 の

として、 置の イ など、 の る 竹 と の が であったことに る発

が考えら る。今後は を 実にし、 の を したい。	

	

など の 化 

	 か 、 の に竹 を したとこ 、	

竹 で 、 が 上した。 	

考 と今後の展 	

	 用の としては有効であると考えら るた 、 続 を続 、 の にも

したい。	

	 用のサイレージは、先行研究があるた 、 を 考に たな を行った。竹を と

に 、 、 、 、 を有効利用 、

に 実 を 始した。この研究に しては、現在実 中である。	

考

用の としては有効であると考えら るた 、 続 を続 、 の にも
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	 しかし、先行研究で竹の栄養価などが明らかになっているので、さらに良質なサイレージを作りだ

し、実用化したいと考える。	

	

まとめ 

 篠山市内の放置竹林を整備し、竹の有効利用法を模索することから私たちの研究は始まった。今後

は現在研究中のものを発展させ、実用化することを目標にしたい。農都宣言を行った篠山市を竹の力

で盛り上げたい。地域資源を有効活用！！ありっ竹使い切る。私たちの活動は続く！	
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超巨大イヌワシの巣 

 
 

 
い 橋  

三  
 

 
で る した。 た

に を で い を した。 で た

です。布野先生 指導 を製作し、 に する に た

です。 していただ を 指して 製作 です。 
 

めを め した。 い に深

でした。 で を し で め した。 めに

で に 、 に い した。

で に で を めて て て い した。 だ で

に る で、 後に を る にし した。

いし、 を する で した。

製作です。 した。 三橋先生に台座を作 ていた

だ 、 に を し す。 を 、

、 を で る で した。 後

に を して てい す。 で

に を し、 を ていただ た い す。 
 
生 いて した。 に に を て

しい い 、 で 生 に する に した。

で、 で すい を にする

した。 に を い、 にする、 で める に、

生 を で す める に め した。 で

で を作 る で した。 
生 で た に を ていた

だ に で し した。 た でした。 に いて

生 い を にして で

を してい を い した。 
 

に です。 い し てい 。 しい

に た で で してし い す。

をた る し 。 る める

を 生してい 。 める 生 い

です。 
にいる 、 に、布野先生 を し した い

した。 た に た でし 。 で

い です。 
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最後に指導をいただいた布野先生、台座を製作していただいた三橋先生に改めて深謝する次第です。 
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樹脂で作る花の装飾品・イワシ３種 

 

と の会	 封入標本サークル	

 
： 生 ク て封入標本 すること ら た です（2000

ら。流 ・生 ルー / 生指 ）。 、 、 物（

）、魚 まで ました。 に標本 することによ て、 の の し

・ に く カ になれ と ています。 
で る の  

	 手 	  
 きの シ カ ルで 封す

る（ 間 ） 

 
 
 
 

 シ カ ル に い す 
（ い など い） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 に る 

（ < >） 

 

 
 乾 て  

 
 

 
ー ワーとして のものがありますが、 なので としてもう 

とい た です。 の のままの し して 戦してみました。 
のしな の も でき うなので、 ーチ の もあり うです。 

ア・ ・ イ ン・ 、 の の してみました。 
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イワシ  
	 手 	 鮮 のよいもの いして して ルマ ン する（ ） 
	 	 	 	 	 	 ルマ ン （10 ）に す（3 ）（ ） 
	 	 	 	 	 	 いしてアル ール （70 ）に す（ ）	  
	 	 	 	 	 	 	 	 80 90 99 に す（2 3 ）（ ） 
	 	 	 	 	 	 れた 3 4 に て 入する（ 間） 
	 	 	 	 	 	 	 ： ン 	 	  

：「 カ」/「 ーメ ク N」	 	 100：1 
	 	 	 	 	 	 間後	 したもの ー ーで ていく 
	 	 	 	 	 	 	 	 100 400 1000 2000（ の 	 える） 

	 	 き 「 」 チン ー ーに ま て 	 と が 
	 	 	 出るまで いて がり	 	 て します 

 
 
 
 
 
	

	 	

	 の い魚は に いと れ に「イワシは の 」ともい れるほどで、EPA、DHA
が く まれ（ ）手軽に できるサ メン は があります。し し は

として で れることは なく大 魚と れながら にな ているようで

うす。 
	 マイワシ（ 鰯・ ）です。 
英名：Spotline	 sardineニシン亜目ニシン科マイワシ属。 ： 本 では ゴ、 で

は シ、 のカタクチイワシに ると ち です。 では が れて が れ

るので し すい。出 魚で イワシ（8 12cm）、 
チ ウ イワシ（12 18cm）、 イワシ（20cm ）と名前が します。阪神間では鮮魚

として、 物としては「目刺し」で れています。北 地方（ に ）では カ

にしたものが「こん い し」として がれています。 
はカタクチイワシ（ 鰯）です。 

英名：Halfmouth sardine ニシン亜目カタクチイワシ科カタクチイワシ属。高 では「ど

め」として があります。 あ が 大きく くのでこの名がある。カ の である。 
物として な みですが・・・。「煮干し」、 の「 まめ」「た く」、「しらす」 
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（軽く乾したもの）「ちりめん」（強く干したもの）、「アゴ刺し」等々。終戦前後阪神間で両天秤

で「打出の浜の手手カムイワシ」と威勢よく囃しながら行商で売られていたのはカタクチイワシ

でした。 
最後はウルメイワシ（潤目鰯）です。 

英名：Round herringニシン亜目ニシン科ウルメイワシ属。目が大きく潤んでいるように見える
のでこの名がある。鮮魚は地元のみでほとんどが高級干物として流通しています。「目指し」はマ

イワシより高級物で通ります。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
封入標本サークル会員：宇陀公正・岡田照代・北方唯男・神山久枝・松生昭子・木村公之 

マイワシ カタクチ（煮干し） 
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地域活動 

	

（ダリアを楽しむ会	 ）	

	

 

 市から 北 約１５ ロ、宝塚市北部の上佐曽利地区は８０年以上の歴史を持つ、全国 数の

ダリア球根生産地です（約 ００品 ・年間約８０ 球）。この地域は 高が約２００ あり、 部の

市 地に て夏は２ ４ が いので、 な を むダリアの栽培に しています。 
ダリアは、 の多年 で シコ、 アテマラなど中 の高地が 産地です。 
フランス、 ランダなどで品 が進み、 在では約 品 以上にも上るさまざまな と のダ

リアが創り されています。 本でも 年新しい品 が発 されています。 
 

し の活動 

	

本会は２００５年から、宝塚市の特産品であるダリアの花や球根について市民の関心を高め、生活

の中でさまざまに利用することを 的に以 のような活動を続けています。	

（１）ダリアの花を使った や 入 本づくりなどの普及啓発	

（２）ダリアの栽培及 り花利用の普及	

（ ）ダリアの食用に関する試作など新たな利用の 	

 
 宝塚市内のこども園や小学校で 学 や環 学 を支援しています。 

	 	 	 	 	  

 

	 	 	  
           

宝塚市西谷こども園で ダリアの花 ら 
め 学 を （2011/11/11）	

宝塚市西谷小学校で 学 としてダリアの 
球根植え付けを 	(200 /05/12)	 
 

西谷小学校でダリアの花の 入 本づくりを 	(200 /11/1 )	
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 宝塚市西谷の ・ダリアまつり・アート展などでダリアの魅力を広くア ール 

           

 
 ダリアの球根を使った料理の試作と試食会の開  

	 	  
 	  
 

 ダリアを とした 会等による「人の環づくり」 

   	   	  
 

	県立公園や民間企業での協働による楽しい啓発動。	

			宝塚市西谷 でダリアの花絨毯づくりとフラ ーアレンジ ント 	(201 /11/ )	

 

宝塚市 公民 サマース ールでダリアのフラ ーアレンジ ント 	(2015/ /2 )	

 

ダリアの球根や花 らを使った や づけなどの試食会	(2015/ / )	

ダリアを活用した こし 会(2015/0 /1 )	 会でフラ ーボトル 開 	(2015/0 /01)	
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⑤県立公園や民間企業での協働による楽しい啓発活動	

 

地域活動としての成果 

	 普及活動などを１０年以上続けてきたこともあって、宝塚北部・西谷地区ではダリア栽培を中心と

した「花の里」づくりの機運が盛り上がっています。	

特に２０１４年度（平成２６年）には、宝塚市が市制６０周年記念事業の一環として「ダリアで彩

る花のまちづくり事業」を実施しました。市内の主な公園・緑地や４９の小学校・幼稚園の校庭にダ

リアの球根約５０００球が植えられ夏から秋にかけて華麗な花が市内各所を彩ったことや、宝塚駅前

での大規模な「ダリアの花飾り」イベント等で市民の関心が広がったと評価しています。	

また近年、西谷地区に在住のアーティスト達がダリアをモチーフにして写真、スケッチ、版画、壁

画などの創作に取り組み、作品を上佐曽利地区の生協店舗の一角に展示しています。さらに、ダリア

を使った化粧水・乳液、石鹸などの開発販売などの動きもあります。	

これらダリアを利用したさまざまな事業や活動の応援やつなぎ役として、本会の存在が少しは役立

ってきたものと自負しています。	

 

今後の展望 

 

 宝塚市北部地域（旧西谷村）はここ数年で大きな転機を迎えます。大きな要因は２０１７年春に予
定されている新名神高速道路の宝塚北スマートインターチェンジ（仮称）の開設です。今まで静かだ

った村にも、他府県から多くの車や人が入ってくるでしょう。住民にとっては不安要素もありますが、

地元の資源や人材を活かすチャンスにもなります。８０年以上の歴史を持ち全国的にも優れた栽培技

術と販路を持つダリアとその活用は最大の地域資源と言えます。 
これを活かすには、さらに知名度を上げること、そして他の農産物やサービスと組み合わせた新た

な付加価値を見つけだす必要があります。例えばダリアを使った料理の試作は飲食関係のプロも関心

を示し、本格的な検討が始まろうとしています。	 	 	 	

本会が進めてきたダリアに関する多面的な評価や他分野とのコラボレーションが地域資源としての

魅力アップと新たな展開につながることを期待しながら、今後も地道な活動を続けていきたいと考え

ています。	

	

県立明石公園のまちづくりガーデンショーで	

ダリアなどの花の衣装をまとう(2014/10/04) 
宝塚ガーデンフィールズと協働で干支にちな	

むダリアの花絨毯などを制作	(2011/11/5) 
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西宮のきのこ封入標本と夙川松の健全化プロジェクト 

	

漆崎文子・河上浩・北川万里・松原久・三上博栄	 （西宮市きのこクラブＯＢ会）	

 

はじめに 

	 西宮市きのこクラブＯＢ会は、西宮市が主催する市民講座「きの

こクラブ」の受講修了者で構成され、西宮市の甲山におけるきのこ

の定点観察を月1～2回、周辺地域での観察を月1回行っています。	

	 採集したきのこは、乾燥標本または凍結乾燥（フリ－ズドライ）

後に樹脂封入標本にし、西宮市北山緑化植物園に常設展示していま

す。また、一部のきのこについては継代培養を行っています。 
	 夙川松の健全化プロジェクトは、夙川河川敷の松（クロマツ）に

有効な菌根菌を共生させて樹勢を回復させることを目指し、西宮市

との協働事業として2010年に着手しました。	

	

方法 

	 クロマツの樹勢を回復するためには、菌根菌と共生した発根の促

進が必要であり、そのために効果のある土壌改良資材を選定する目

的で、西宮市と協働してつぎの活動を行っています。	

①	共生させる菌根菌の胞子液の作成	

菌根菌の子実体（きのこ）を夙川河川敷で採取する。	

松の根に共生させるための胞子液を作成し、資材化する。	

②	菌根菌胞子液の散布	

松が着床している土壌を数十cm掘り、土壌改良資材を入れる。	

菌根菌の胞子液をジョウロで散布し、埋め戻す。	

③	確認と評価	

翌年または 4 年後などの時点で掘り返し、松の根と菌根菌の共

生状況を確認し、土壌改良資材の評価を行う。	

 

結果と考察 

	 以上の活動により、松に共生させる土壌改良資材と施用手法が確立できれば、各地の松並木や松林

にも適用でき、全国の松樹の健全育成が期待できます。	

	 西宮市では、これまでに効果を検証できた菌根菌と確認できた手法による本格施用を、一昨年度よ

り実施し、さらに施用範囲を広げる事業に取り組んでいます。	

	 当会は、これらの活動に対して、これからも協働による支援を行う予定です。	

	

松根に活着した菌根 

 菌根菌胞子液の散布 

ポスター発表 
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ホトケドジョウ類の腹部白色線形状による個体識別調査の紹介 

 
青山	 茂（ひとはく地域研究員） 

 
はじめに 

兵庫県にはナガレホトケドジョウとホトケドジョウが分布する。前者は山間の浅くて流れの穏やか

な細流に生息し、後者は湧水を水源とする細流、湿原や水田周りの小溝に生息するが、両種ともに生

息環境の悪化によって急速に減少している。そのため、環境省レッドデータブックでは両種共に絶滅

危惧ⅠB類に、兵庫県レッドデータブックでは前者がBランクに後者がAランクに選定されている。両

種の腹部には白色線が左右 2 本あり、その形状変異による個体識別が可能である。今回、この個体識

別法による調査について紹介する。	

 

調査方法 

ナガレホトケドジョウについては 1995 年から、ホトケドジョウについては 1999 年から、加古川水

系のそれぞれの生息地で随時採集し、体長測定と個体識別のための腹部の写真撮影を行っている。そ

れぞれの写真から目視によって腹部白色線の形状を確認し、個体識別した。	

	

結果 

ナガレホトケドジョウについては、個体の成長を追うことで、雌が雄より大きくなる体サイズの性

的二型が認められ、それは雄の成長率が雌のそれより先に下がることに起因すること、寿命は10年以

上であることなどがわかった。ホトケドジョウについても、成長の一部と、寿命が 6 年以上であるこ

と、ナガレホトケドジョウより早く成長することがわかった。	

 

まとめ 

この個体識別法の課題としては次のようなものがある。①毎月の調査で撮影した写真から腹部白色

線形状の照合を目視で行っているが、個体数が増えてくると非常に煩雑である。②毎月の調査でけっ

こうデータが取れるので、それを整理し、報告としてまとめるのに時間がかかる。③これまでに成長

の一部しか報告しておらず、今後、寿命や移動、個体群動態についても報告する必要がある。	

 

ナガレホトケドジョウの腹部白色線 

ナガレホトケドジョウ ホトケドジョウ 
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石ころクラブの活動報告 

	

石ころクラブ勉強会	

	

山陰海岸ジオパークの地形・地質模型（石ころクラブ グループＡ） 

	

２００９年度より作成を始めた『山陰ジオパーク地形・地質模型』作りも、いよいよ本年２０

１５年度に完成しました。	

この立体の地形・地質模型は等高線で山陸の高さはもちろん、地形・地質・地層・断層や岩石

の種類などが色分けされていて特徴がよく分かります。	

７年かけて完成した作品を是非ご覧ください。	

	

	

	

見て、ふれよう、みんなで集めた石や砂（石ころクラブ グループＢ） 

	

石ころクラブではみんなで野外観察会（現地へ出掛けて地質などの見学および可能であれば石

や砂などを採集します）へ行きます、また、個人やグループで日本全国の石や砂を集めました。	

本日は、石ころクラブのみんなで集めた『山陰ジオパーク』と野外観察会（京都府笠置町、木津川の河

原）と日本全国の石や砂を、見て、ふれてみてください。	
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TCSIAA 2015 Sydney

The know-hows I gained from the four times of experience working with high school 
students who have given their presentations abroad at The Crustacean Society, and a report of
The Crustacean Society International Association of Astacology in Sydney held on July 19-23, 
2015.   

	信 	 （神戸 甲アイラン 高） 
Nobuaki Niwa  (Kobe Municipal Rokko Island Senior High School) 

 
	 	 世に Innovation とGlobal が 高に れている。またActive learningが加 った。要するに理

・ を 世界 に できる の育 である。本校が 学 の （スーパーサイエ

ンス イスクール）の を けて今年で最 年の 年 になる。本校の SSHの に 国内外の発表

を して かな レ ン ー ン を 、国際 な と を育 会の 理 英語の

カリキ ラ 開発 など、様 な を して 国際 に する 学技術 を育 すること があ

る。報告者はこれまで のコ 10（ ）を りに、 イ、 リ ャ、コスタリカ、 の

4 回に たって国際甲殻類学会に高校生を して、参加させ英語で発表させてきた。い れも大きな

ミスやトラ ルもなく に できた。この 4回の実 から得られた 重なノー を検 し

て を行い、今後に てたい。	

2003年 6月 路の 生川でエビに付 する な生物を発見 しい の結果、 国 東 にし

かいないヒルミミズであることが 。日本 報告となるとともに、兵庫県 路の 生川 甲ア

イラン 高校が世界 に知れ る。 	 国大外 リスク 会 （2004年ヒルミミズ発見を世

界に発表。）国際甲殻類学会 	 東京海洋大学大会 200 	 国 大会(2010) イ大会(2011)	
	 リ ャア 大会(2012) 	 コスタリカ大会(2013) 	 	 イ フランクフルト大

会(2014) 日本 大会(2014)	 	 ーストラリア ニー大会(2015) 	 は高校生の り 	

	

	

	

	

	

	

	

	

今回は、SSH 5年 で 小に い、高校生の はなかった。4回の実

を て学ん 高校生の国際発表の 果と 世界に して、外国を見て

を る。 ャレン 神 へ るキ カケになる。それには、周りの理

・ が 要。 年度は 4.9のト クラスの生 で 本校生は英

語 ら ら の を えた。TOEIC、TOEFL の は で、生 の ら

ない を が補 。英語が てエビ・カニに があり、現 に くて、	
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飼育技術に長けている、そんな理想の高校生は望めない。そこでこの欠けるところをHamad Al-Yahya
博士など周りの者が補って助ける。結論として、とにかく柔軟に考え、海外へ連れて行き、海外の見

学でなく研究内容を高校生が世界に発信することが何より肝要である。35年に亘るNeocaridinaの研究
と本校の SSH取得が丁度重なって、4回もの国際学会への高校生の英語発表が実現した。併せて、7
月 19日-23日にAustralia NSW州 SydneyのAustralia Museumで開催された、国際甲殻類学会（TCSIAA	
2015	 Sydney）に参加・発表した様子を報告した。発表内容は、現在、Branchiobdellidanのヒルミミズ
Holtodrilus truncatus (Liang, 1963) (Annelida: Clitellata)発見の2003年から2014年までの観察ノートから、
採集したホストのエビ（Neocaridina spp.）とヒルミミズとスクタリエラ Temnocephalidan, scutariellid 
Scutariella japonica (Matjašič, 1990)	の共生関係を探っているが、今回はスクタリエラの卵サイズについ
て、コスタリカ大会でも発表したが、その後、卵サイズに関して、大卵と小卵に分けられ、親にも大

型個体と小型個体が認められ、その関連に関して再検討した結果をお知らせした。また、最新のエビ・

カニ情報、Fish Marketや帰りの空路ケアンズ付近のグレートバリアーリーフの様子などを併せて報告
した。	 	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						 	

	

  

	

	

本発表・報告は、東京海洋大学品川キャンパスにおいて 2015年 10月 10日（土）
に開催された日本甲殻類学会第 53回大会において発表した。また、神戸大学に
おいて 11月 15日（日）に開催された兵庫県生物学会第 19回研究発表会におい
て発表した。	

  
 

 
Welcome Function Icebreaker 

TCS2015 Group photo.    

   

 

 	

 
  

 



幼児期の遊びや学びを豊かにする環境学習支援ツールの制作 

内田友梨恵・浜田将宏・池本悠華・池田拓朗・高橋啓太・陳豫皖・嶽山洋志 

（兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科） 

はじめに 

幼児にとって自然や動植物とのかかわりは、その対象を命あるものとしてとらえ、心を動かし、多

くのことに気づく経験に繋がる。幼稚園・保育所ではこのような幼児が自ら「気づく」活動を大切に

考える必要があり、そのような学びの支援ツールの開発は重要であるといえる。そんな中、公園に立

地するネイチャーセンターや自然史系の博物館などではオリジナルの環境学習支援ツールを制作する

動きがみられ、例えば伊丹市昆虫館ではチョウの変態を学習できるぬいぐるみや、チョウの生態が理

解できる紙芝居などが制作されている。キット化されていることから、幼稚園や保育所などに貸し出

すことも可能だろう。本研究科でもこのような環境学習支援ツールの制作および貸し出し事業に取り

組んでいることから、ここではそれらの一部を紹介したい。 

取り組み内容 

・里山のくらし体験キット（写真 1）：本キットは、里山、集落、里海の 3つのゾーンで構成される布

製の模型キットであり、幼児がままごとをしながら里山・集落・里海のつながりを感覚的に知ること

ができる仕掛けを施している。例えば「里山で伐採した材は薪となり、また落ち葉掻きをして集めた

葉や浜でとれた海藻は燃料や肥料にして使うことができる」「集落の背後にある竹林から竹を切り出

し、それで竹竿を作り、魚を釣ったり火吹き竹にして火をおこしたりすることができる」「里山でと

れたキノコや海の魚、集落で育てたサツマイモなどを調理して食べる遊びができる」などである。折

り畳み可能なので移動も容易である。また大人の介入は重要であり、それぞれの行為が持つ意味を大

人が伝えることで子ども達は各ゾーンが関わり合っていることに気付くようになる。

・食物連鎖を学ぶパズル（写真 2）：本パズルは、タカのお腹にヘビのピースが、ヘビのお腹にカマキ

リのピースが、カマキリのお腹にバッタのピースが、バッタのお腹に葉っぱのピースが入るといった

“食う－食われる”の関係をパズルで表現した教材である。実践では餌となるピースを園内に隠し上

位の動物としてそれらを探しにいく遊びを行った。もちろん自由遊びの時間にパズルとして普通に遊

ぶこともでき、幼児は生き物の繋がりを遊びの中で学ぶことができる。

・口にこだわった昆虫のお面（写真 3）：昆虫の口はかむ（バッタ、トンボ）、吸う（蚊、蝶、セミ）

、舐める（カブトムシ、ハエ）など、いろいろあることを学ぶ教材である。それぞれのお面をつけて

餌を食べる様子を子どもたちに表現してもらう。例えばチョウは花壇に飛んでいき蜜を吸う、セミは

樹木に飛んでいき樹液を吸う、ハエは飛んでいき動物の糞をなめる、バッタは草むらに飛んでいき草

をかむ、などである。

・イシマキガイの暮らし絵本（写真 4）：河口付近の淡水と海水が混じる所から川の中流ほどの範囲に

生息するイシマキガイの一生を絵本で表現した。生息環境や餌などの情報に加え、子どもたちが飽き

ずに楽しめるよう間違い探しなどの遊びを入れ込み作成した。

おわりに 

このようなシミュレーション体験ができる教材を使用することで、複雑化した自然環境や暮らしの

仕組みやつながりについてポイントを押さえて、短時間で伝えることができると考えるといったメリ

ットがあると言えるだろう。また里山だけでなく自然や環境にさほど興味のない子ども達に、ゲーム

や遊び（おままごと）というところから興味を引き出す効果もあると考えられる。なおこれらのツー

ルは実体験と連動させながら用いることで、より効果のある学びになると考えられる。 
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 写真 1 里山のくらし体験キット 

写真 3 口にこだわった昆虫のお面 

写真 4 イシマキガイの暮らし絵本 

写真 2 食物連鎖を学ぶパズル 
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考察 



151 共生のひろば　2016 年３月　

 
 
 
 

1  
 



共生のひろば　2016 年３月　 152

2015年に南西諸島で確認された淡水ガメの分布 

	

嶋津信彦(しまづ外来魚研究所・兵庫県立長田高等学校生物部OB)	

	

はじめに 

南西諸島は、九州南端から台湾北東にかけて位置す

る島嶼群である。南西諸島に分布する陸生･陸水生カメ

類は、イシガメ科のクサガメ、ニホンイシガメ、ミナ

ミイシガメ、セマルハコガメ、リュウキュウヤマガメ、

ヌマガメ科のアカミミガメ、スッポン科のニホンスッ

ポンの計3科7種が文献等で35島から報告されている。

またイシガメ科では、交雑したと推定される個体も見

つかっている。分布情報は、外来カメ類の定着、影響

などを評価するために不可欠であるが、在来カメ類の

分布域や鹿児島県の島嶼および大東諸島では近年の詳

細な記録が不足している。本研究では、現地調査によ

り南西諸島における陸生･陸水生カメ類の分布を明ら

かにした。	

 

材料と方法 

2015 年 5–10 月に南西諸島 43 島で陸生･陸水生カメ

類の分布を調査した（図1）。カニ網による採集を主と

し、カニ網設置地点と他の河川流程の各一部における

手網または素手による採集、および調査･移動中、一部

夜間早朝の山地などにおける踏査で目視により分布を

確認した。カニ網では、誘引餌のサンマと溺死防止用

のペットボトルをそれぞれ入れ、計 2,070 地点で原則

各 1 回、1 個を午後に設置して翌日午前に回収した。

確認された分布をそれぞれ基準地域メッシュ（日本測

地系2000）に同定し、図化した。	

	

結果と考察 

陸生･陸水生カメ類は、31 島 369 メッシュから延べ

2,031 個体が確認された。外来カメ類は、セマルハコ

ガメとリュウキュウヤマガメを除く各種で、初記録も

含め複数の成体や幼体が認められた島嶼があり、それ

ぞれ定着や分布拡大が示唆される。クサガメとミナミ

イシガメが沖縄島北部、クサガメが石垣島から採集さ

れており、これらの駆除とともに交雑・競争によるリ

ュウキュウヤマガメとミナミイシガメの各在来個体群

への影響について、詳細な調査が必要と考えられる（図

2）。	 	 	

図1．2015 年に現地調査された南西諸島43島 

図 2．2015 年に現地調査で確認された南西諸島

におけるミナミイシガメの分布．自然分布域

では■，域外では■で示す．本種は，22島135

メッシュから延べ1,219 個体が確認された． 

 

本研究は、一般財団法人沖縄美ら島財団

の助成を受け行われました。	
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の 赤西 る 

活動のとりくみと川の生物  

	 ， 	 （NPO 人	 うご森の 楽 ）， 
	 （ 会社	 日本触媒）， 	 ， 	 （兵庫県 	 人 ） 

の と  

	 日本触媒 の森は， 川の 域に す の 林です。 ，

然林にも え ， や などの 広 が が しい森があり， れを う

ように 川が れています。 や をは ， などの生 の なども

られ ，生物多様 を な森といえます。

	 の森は， ら多くの人たちに され とともに， に られてきました。 ら木

地 タタ などの 団は， の の後は森を回 す た に の に など

して， あ が れてきました。また 林として に 管された後も，

の 林，木 生 を う ，広 の森は に されてきました。 に，地

では 会の人たちと して広 を え， 広 林を く 力を ています。 の

にも，人工林の ， の整備，森の観察会， 生生物調査が れています。

赤西川と生物 

	 川は， や などの

をこえ と森によって，

な を に っています（写真

）。	

の は，森の な 生によって

されてい た ，多 の でも

す ことがありま 。また，川

の や は し， した

を物 っています。林 いの し

し には が まり， さな たまりを作ってや

と， の が られます。森 らし した

の したたり には の が観察でき

ます（写真 ）。このように， 川では， 生生物の多

様な生 が たれています。	

	 たとえ ，子どもたちの観察会では，

， などの の ，

， などの ，多様

な ， ン ， タ ， タ （

ン タ に，森林 の タ ），

ン や の 生 や，

， の など，様 な生物を観察して

います（写真 ）。	

写真  赤西川と  

写真  の  



共生のひろば　2016 年３月　 154

 

私達のとりくみ，これまでとこれから 

	 日本触媒では年３回の森林整備や自然観

察会をおこなっています。子どもが自然と

ふれあう機会として，木工細工の製作や川

の生き物調査もおこなっています。夏の活

動は，子どもたちも多く参加して，楽しい

ものになっています（写真 4）。これらの活
動は，兵庫森林管理署，人と自然の博物館，

兵庫県森林林業技術センターの皆様にもご

指導ご協力をいただいています。今後も，

地域社会や各団体の皆様とより深い関係を

築き，活動の輪をさらに広げていきたいと

考えています。 
 

写真 3 赤西川でみられる生物 

写真 4 夏の活動の様子 
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と 

	

姫路科学館自然 ア学芸員 姫路 学 	

	

め  

が調査をしている姫路 近には、山、 、 などの自然が近くに多くありその つ

に 良 の 神社、大 神社があります。その神社は、姫路 神が られ姫路

が神社 を したと えられています。その 神社、大 神社 の

いに 生したきのこを採集しました。また、 菌と 菌で種 を しました。	

	

 

にかけて 回 どの回 で 神社と大 神社 の いに 生

したきのこを採集し同定できるものに しては同定した。また の 菌、 菌 を採集

し として した。	

	

 

で 回調査を った。予想していたよりも多くの種が された。また とに

ると 菌の 生は 定しているが 菌の 生は している グ 、そして を

しても 菌より 菌の うが多い グ 。	

	

	



共生のひろば　2016 年３月　 156

	

	

 

グ 、 を て かることは、 菌より 菌の うが ないことが分ります。これは

が下がるにつれ 菌類 の を するもの は活 が 下し 菌類 なも

のや の を するもの が えてきたことによると思 れる。	
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まとめ 

今回の調査では、あまり目をつけない冬場のきのこを調べるにあたって予想よりも多くの種に出

会えて良かった。また、今回の調査では不明種が多く、それらも引き続き調査していきたいと思

います。神社など身近な環境に様々な種が生息していることがあらためて分りました。これは人々

の生活環境のそばで多種多様な菌類が生きているその自然環境を大事にする必要性を示している

と思う。	

最後に、今回のレポートを書くにあたって採集した種の同定に協力してくれましたきのこグルー

プの平山吉澄先生や会員の皆様、また色々なアドバイスをして下さった姫路科学館学芸員相楽充

紀様に、この場をお借りして感謝を申し上げます。	
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のかん  

	

（ ） 
	  
	 くの で をしていたら の から べったい生き が てきました。この生き はプラ

ナリアといいます。プラナリアは、体がちぎれても なないし、ちぎれた体のかけらからでも再生で

きるというすごい生き だと でやっていました。 くは、プラナリアが にちぎれた体から

再生できるのかを かめてみたいと思いました。	

	

． の ら  

プラナリアが んなふうにくらしているのかを えました。	

けた と  

	 ２ １ ３月２ 日	 （ ）	

	 ２ １ 月 日	 	 じ 	 	 	

② ん とこ ん いたか 

の いとこ の大きめの の にいました。 は っくり

れていました。 はごつごつしてなくて、すべすべしていました。	

③ のか 

に って って べてみたら、プラナリアはお とかを食べ

ると いてありました。とり のかけらをあ たら食べました。

口はおなかにありました。	

考えたこと 

・ くて れが るい は んだ とかの がたまるのか	

	 もしれないと思いました。	

・ の にいたのは のが だから隠れていたんだと思いました。	

・すべすべの にいた は かりま ん。	

たこと 

プラナリアにはい んな があります。 月につかまえたプラナ

リアは の がとがっていたので、アメリ です。アメ

リ から たプラナリアです。３月のプラナリアの は かりま

んでした。	

	

． ってみ  

	 月につかまえたプラナリアを切ってみました。 に再生できる

のかを べました。	

 

い で いました。 の にプラナリアを 1 ぴきか 2

ひき入れて べました。 は の日だけあ ました。8月9日か

ら べはじめて8月２１日に べるのをやめました。	
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②再生実けんのけっか 

	 はじめの日（8月9日）	 →	 さいごの日（8月21日）	 メモ	

Ａ	 １ぴきをたてに２つに切

った	

→	 １ぴきになった	 もう１つは食べ

られたのかもし

れない	

Ｂ	 １ぴきをよこに３つに切

った	

→	 ２ひきになった	 もう１つは食べ

られたのかもし

れない	

Ｃ	 １ぴきをよこに３つに切

った	

→	 ２ひきになった	 もう１つは食べ

られたのかもし

れない	

Ｄ	 １ぴきをよこに４つに切

った	

→	 １ぴきになった	 のこりは食べら

れたのかもしれ

ない	

Ｅ	 １ぴきに１つのきずをつ

けて入れた	

→	 きずがなおっていた	 	

Ｆ	 １ぴきに３つのきずをつ

けて入れた	

→	 きずがなおっていた	 	

Ｇ	 １ぴき入れただけ	 →	 １ぴきのままだった	 	

Ｈ	 ２ひきいれただけ	 →	 ２ひきのままだった	 	

	

③けっかのまとめと考えたこと 

	 ・プラナリアは体にきずができてもなおりました（ＥとＦ）。	

	 ・ちぎれたかけらからでも再生できました（Ａ〜Ｄ）。	

	 ・プラナリアは体がちぎれることでかずがふえました（ＢとＣ）。	

	 ・切ったかずよりすくなくなるのは、食べられたかけらがあるからだと思いました（Ａ〜Ｄ）。 

	 	 口のないほうのかけらが食べられやすいんだと思いました。 

	 ・３月のプラナリアは体を切らなくてもかずがふえていました。たまごはなかったので、じぶんで 

	 	 体をちぎってふえたんだと思いました。体が大きくなりすぎたら隠れられないからだと思いまし 

	 	 た。 

	

３．これからやってみたいこと 

	 プラナリアはたまごでもふえると聞きました。たまごがみたいです。	
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市民 学 市民学会  

	

武庫川市民学会	

 

 

市の を とし 庫 を流れ大 に流 する武庫川は， 川流 66km，流域

5 0km2（下流 域 0km2を ）を有する 河川で， 域を 流域 には

市， 市， 市（ ）， 市， 市， 市， 市の 市 よ 大 の が

まれ， 140 が しています。下流 域の 110 ， 会 1 円は 河

川を の河川の第10 です。	

この武庫川の 流 武庫川 に，1 年 より の として 営 ム（ 初 は 目

的 ム）の 設が されました。し し，市民による 運動が ったため， 河川 （1 ）

に基 き市民の を さ る武庫川流域 員会（2004）が によって設 され，行政， ，

市民の で6年 に たり 論が行 れました。		

	 その で，流域 員会は ムに らない の を「 」（2006）にまとめました。

もこれを する と を しましたが，「 」の には，市民の を り れるだ

ではなく流域市民 が参 し することなくして の川 くり・ま くりはできない，との観

が り まれました。「 」は，その後の を て， がまとめた「武庫川 河川 基

」（200 ）の となり，「基 」を基とし も した「武庫川 河川 」（2011）

に いて，「参 と 」による武庫川 くりが されました。		

この「参 と 」の に り「流域 」を するために，流域 員会の 員 ー

を に 成された「武庫川 くりと流域 を める会（武庫流会）」（200 ） が となり，流域

の になる の組 として，「武庫川流域 ット ー 」（2011）とともに「武庫川市民学会」

が2012年 5 に設立されました。	 		

	

 

	 武庫川市民学会は，「科学の に り，武庫川流域 の市民 よ 会の に する が，武

庫川流域 よ 関 する ら る 現象や 会現象について ら し，その ・成果を く

会に くの市民がそれを 有することにより， と が 生したより な武庫川を創る

とする（ 第2 ）」ことを目的としています。	

すな ，武庫川流域 の 現象， 会現象について，市民 らが学 ・調査・研究した 果を

的な らも 察し，その科学的な を他の市民に ，より くの市民が武庫川を科学的

に することによって，武庫川の川 くり・ま くりを する になることを目 しています。	

市民学会では， 的な活動として研究発 会や ーを開 し市民学会誌「武庫川の科学」を

発行しています。また，武庫流会と で武庫川下流 調査などの 調査を 施していま

す。研究発 会は，年1 の 会に 2012年よりこれまで4 開 しました。流域で行 れてい

る市民，学生， の調査 果や 観察 果が発 されています。	

ーでは流域の 要な問題を ー にした 会を開 しています。第1 「武庫川流域に

る調査・研究活動を る」（201 ），第2 「 に伴 問題と の武庫川流域の 	 そ

の1」（201 ），第 「 を 武庫川 流 の河川 」（2014），第4 「武庫川の 観

と 」（2015），第5 「武庫川流域 に る と 生生物との関 を る」（2015）を開 し

ました。4 には第6 「武庫川の 武庫川 を く」の開 を しています。また，第

4 には武庫川の を ー にした 展を 設しましたが，第6 にも武庫川 の を ー

にした ・ス ッ 展の 設を しています。	



共生のひろば　2016 年３月　 164

市民学会誌については，創刊第1号の64ページを別にすれば40ページ前後のボリュームでこれま

で5号を発行しています。「寄稿」，「研究・活動紹介」，「コラム・雑感」，「流域施策紹介」などの肩の

凝らない読み物とともに，「論文」，「研究・観察レポート」，「論説」など調査・研究活動の成果が掲載

されています。特に，第4号では武庫川の発泡現象に関する特集を組み，他の河川でも問題となって

いる泡の発生状況や要因について科学的に掘り下げました。	

	

	 武庫川市民学会は，市民が気軽に参加できることをモットーに，設立当初より会費無料の登録制で

運営されてきましたが，活動のさらなる展開のため，財政基盤を強化する目的で2014年度より会費制

（年会費1,000円：学生会員無料）に移行しました。それに伴いホームページ，「市民学会情報」など

で情報発信を拡大するとともに，有料会員には市民学会誌を無料配布し，会員サービスを強化してい

ます。	

詳しくはホームページ（http://muko-citsoc.jimdo.com/）をご覧ください。	

市民学会誌第5号（左図）・第4回研究発表会講演集（中図）・第5回セミナー資料集（右図） 
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に オオキンケイギクの駆除活動 

	

・ 	 ・白神理平（武庫川流域圏ネットワーク）	

	

に 
武庫川の 川で る仁川の河川敷や 岸には、特定外来生物に 定されているオオキンケイギ

クが大 している。このまま しておくと生 に を す が く、 切な

をとる 要が る。	

外来種は、その種の 来の分 域を えて、それまでに生 していなかった地域に ってきた

生物種を す。外来種によって生 る 題は 々で るが、 人の に対する 、 生物多

の 、 ・ 業に す 、に分 される。特定外来生物とは、外来生物 （特

定外来生物による生 に係る の防除に関する ）によって、 により 定された

特に 力の い生物のことで り、その多くは外 からの 種で る。 定された生物は、

、 、 、 、 、 、 、 外に ことが 止され、 時には が

せられることになっている。	

オオキンケイギクは、 のキク の多年 で る。5～7 月に ス スに た

が 5～7 の黄色い花を の先 に かせる。 は 長い をしており、 の両 には い

が生えている。 さは 30～70 になる。 でよく生 することから、か ては道 事の

の や に されたり、 として が されたりしていた。しかし、いった

定 すると 来の の生 を い、周辺の を大きく えてしまうために、2006	年に

特定外来生物に 定された。その 方では、河川敷きなどで黄色い花を に かせることから、

地域の住民に しまれている 合も る。	

		 	 	 	 	 	

のオオキンケイギクの 	

仁川は、 の の宝 を 流とし、 の から 河 、阪急電 仁川

駅 を て、武庫川に合流する 長 9 3 の 河川で る。2014 年 5 月 から 7月 にか

て、武庫川との合流 から 流の地す り までの約 4 を し、その を 録

した。	

の 、 敷き、 敷き、 岸でオオキンケイギクの が多数 された。 密

のとこ では 1 に 10 どオオキンケイギクが しているとこ も められた。また、

み 岸の に を っているオオキンケイギクも数多く された。 に 流の 河 で

は、オオキンケイギクを できなかったので、 時 では仁川の 流域までは分 を てい

ないと われる。オオキンケイギクは地中 くに な を り、 や大 でも と ど流

していない。また、 によって種子が に がり、 がより される を

いたと考えられる。武庫川の 川では流域が いので、 な 分も多いが、宝塚大 より下流

では 々で められる で る。オオキンケイギクが特定外来生物に 定される 前には、

武庫川河川敷の花 にオオキンケイギクが植えられていた。その種子や が り、今の に

び いているのかもしれない。	

仁川の河川敷の

オオキンケイギク	
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武庫川流域圏ネットワークでは、2014 年 6 月 催の 第 回武庫川河川敷お掃除会 において、

仁川の合流 くでオオキンケイギクの 会を行い、参加者 130 名に特定外来生物 題を

した。市民がオオキンケイギクの防除を行おうとする 合に、その や において外来生物

に することが されてきたが、2015 年 1 月 9 日 で から 特定外来植物を

分する目 で焼却 まで 中の 下や種子の 散防止の 特定外来生物の防除

で ることの の 3 を たす時には外来生物 の を ない との がでた。

この からの によって、市民はオオキンケイギクの防除 に 取 みやすくなった。	

オオキンケイギクの駆除活動 

武庫川流域圏ネットワークでは、 切な時 ・ ・方 で、市民が行政と協 してオオキン

ケイギクの駆除に取り 計 をたて、兵庫県 の自 課と武庫川 合治 を して、

からの の主 、駆除 業での 意 などの を た。また、阪神 県民 ンタ－、

西宮市、宝塚市の関係 を て、駆除したオオキンケイギクの や焼却 での 分を

依頼した。	

2015 年には計 4回の駆除 を行ったので、その概要を 下に す。	

1）2015 年 3 月 日 	

武庫川流域圏ネットワーク主催の 第 10 回武庫川河川敷お掃除会 において、下流 の仁川

岸の し 流 の河川敷 200 で 業を行った。事前に 日 と神 から、オオキ

ンケイギク駆除の取 みを いただき、中学生、大学生、学校 、兵庫県や流域市の 、

企業の方、ご家族連れなど 130 名が参加された。河川敷と道 の からス ッ を いて

から き いたオオキンケイギクの子 は、3000 にも し、参加者 から大 が がった。

回収したオオキンケイギクは、 に密 後、西宮市 に ・焼却 分をお いした。	

2）2015 年 6 月 14 日 （その概要は ー を参 ）	

	 阪急電車仁川駅の河川敷で 。対象地域はオオキンケイギクの黄色い花で れていた。

の過 や当日、 きれいな黄色い花を何故摘み取るのですか？特定外来生物とは？ というテー

マで地 の方々と対話の 会が何回も った。参加者は事前登録が 60 名、当日参加が 40 名で、

地域の方々から多くのご協力を た。今回は蕾、花、種子を回収する方 を いたので、河川敷

の眺めは黄色から 色に した。しかしながら、2 ど 過すると び花が き、黄色と

なった。このことから 業は大 で るが、オオキンケイギクの駆除は から き く方 が

していることがわかる。	

3）2015 年 9 月 27 日 	

	 仁川駅 くの河川敷両岸各 500 で 50 名が参加して行った。花の は わり、 に行われ

た行政の り後、 さ 10～30 に びた を から り こして、 59 、 427kg、

を回収した。今回より、 岸では ンテ 協力の マ に回収したオオキンケイギ

クを西宮市の焼却 まで いただいた。 岸では宝塚市 に依頼した。	

4）2015 年 11 月 15 日 	

	 雨 で 1 して 催となったため、学校行事と なり 武中学と宝塚中学から参加 定

の約 0名は 参加となった。また、 催日も 雨 りの で参加者は 30 名と 人数で っ

た。この日は、仁川と武庫川の合流 で空き 、 ット ト 、 などを回収後に、仁川

岸に して河川敷のオオキンケイギクの駆除 業を行った。3月にオオキンケイギクの駆

除 業を行った では、オオキンケイギクに わり、要注意外来生物に 定されている オ

オ が 種になり る が された。	

今後に向けて 

	 オオキンンケイギクは、日 各地で分 を ており、 な駆除は難しいと われる。しか

しながら、その 生 を 、市民と行政が協力して り く駆除 に取り とともに、特

定外来生物 題に いての が 要と考えている。	
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第 11 回武庫川河川敷お掃除会の概要	

武庫川流域圏ネットワーク	 事務局長	 白神理平	

仁川河川敷のオオキンケイギク駆除－阪急電車仁川駅周辺－	

2015 年 6 月 14 日（日）9時 30 分～12 時	
	

梅雨にかかわらず曇り空に恵まれ、参加者は事前登録が 60 名、当日参加が 40 名余
りで合計 100 名。参加者は中学生、大学生、企業の方、兵庫県や流域市の行政関係者、
学校の先生、家族連れの方など、多彩。今回は当日参加の地域の皆さまも多数おられ
たことを、主催者として喜び、周辺自治会のご協力に感謝しています。	

	 特定外来植物オオキンケイギク駆除の第 2 回
目で、種子の拡散防止のために花や蕾を切り取
り、両岸（宝塚市・西宮市各約 500m）で、合計
197kg を集めました。密封し、宝塚市・西宮市に、
回収・焼却を依頼しました。対象地域の黄色い
眺めは、みどりになりました。花は盛りを過ぎ、
種子の回収は注意したものの、花よりはるかに
難しく、今後の課題です。	

 	
	
	
『きれいな花を、何故摘み取るのですか？』というテーマで、
事前に地域住民の方々と何回か会話させていただきました。
また当日、道行く人々が足を止めてスタッフと会話して下さ
いました。200kg の蕾・花・種子にもまして、そのような会
話と、家族連れや中学生が多数参加くださったことが、今回
の宝ものだと考えています。	

	

集合：阪急仁川駅の南⻄ 100 名 

2015 年 3 ⽉ 第 10 回 河川敷や⽯垣で根からオオキンケイギクを駆除、3,100 株 仁川⼝橋の少し上流 

2015 年 6 ⽉ 14 ⽇ 第 11 回お掃除会の会場にて 
	

9 ⽉ 27 ⽇（⽇） 
■ 仁川のオオキンケイギク駆除 ■ 仁川駅周辺 

2015 年 3 ⽉の根、6 ⽉の花に続き、9 ⽉は根から駆除 

11 ⽉ 8 ⽇（⽇） 
■ 第 12 回武庫川河川敷お掃除会 ■ 
恒例のお掃除会でオオキンケイギクにも取り組む予定 
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の  

 

・ ・ 田周 （ 立 等学 	 生物部）	

・ （ 立 	 生物部 ）	

 
. め  

全 96km、流域面積 1,730km²の河川である加古川。集水域が く多くの 流を しており、

に河 を つ河川水 の中では、全 ・流域面積ともに 大で、一 河川に されている。

には河川敷で 大 、 には加古川 ラ ンなどの地域イ ントが され、 は地域の人

が河川敷で ン や ッカーなどを行っている。その にも、 りや川 など な 水 間

としての もあり、地域住民の いの場として数多く利用されており、 な 環境としての

もある。そのような加古川には 種をはじめコイやオイカワなど多くの生き物が生息してい

る。 
 
.  

生物部では、2008年より 年 4 29日に加古川 流域にある 砂 水場の取水路で魚類を中

とした生物の調査を行っている。調査場所の取水路は 2m 度の水 だが、この日は のため

15 度まで水が かれるので、 くなった水

路に んでいる生き物の捕獲を行い、生物種の

変化を調 ている。加古川の調査で捕獲できる

表 な生き物は、 ナ 、カワアナゴ、カワ

ヒガイなどの希少種をはじめ、オイカワ、 、

コイなどのよく見られる魚や、オオク 、

ー 、カ ー、ミシシッピアカミミ

ガメなどの外来種も見られる。捕獲できる種類

に大きな変化はあまりないが、外来種も め捕

獲できる生物の量は年 減少している。 年は

例年まで捕獲していた ー が捕獲できな

くなるなどの変化が見られた。一 な かど

うかを調 るために な調査が必要だ。 
 
 
.  

	 のため水が かれ 2m 度の水 が、

15 度まで くなる。 くなった水路に ん

でいる生き物の捕獲を行い、生物種の変化を調

る。捕獲はタ （ 2）、 、 を用

いて行う。捕獲 間は年によって の はあ

るが、 6 から 9 までの 3
間で、部 数は 5 16 と年により変 があ

る。 
 
 
 

1	 調査場所の取水路 

2	 捕獲に 用したタ  
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. の  

	 確認できた生物の種数をまとめると

2008 年から に、19 21 27 25
24 24 26 29 と変化してい

た。（ 3）調査を めた 2008年の 19種
から年 えていき、 年度は 29 種もの
生物を確認することができた。 
種類が えている ははっきりわか

らない。 た の捕獲 や 力が

したことも として考えられるが、

に加古川の生物多 が くなってい

ることも考えられるため、 も調査を

けていく必要がある。 
	  
 
.  

2010 年は 確認の種類が多く、カ

ヒラ、ア 、 ナ 、オオク の 4
種類が新たに確認された。（ 4）カ ヒ

ラは 捕獲した があり、この年

来捕獲できていない。 
この年に確認されたア （ 5）は、
体 が 11cmと大きかったため、 流

されたア である が考えられる。

は もののア は、 に川で 化

し、 で し、 はその で らして

いた幼魚が ってくるため、個体の イ

は さいからだ。2015年は 4 6 く

らいの ア （ 6）が多く見られたこ
とから、 のア が川を している

と思われる。 
 

  
 
 

 
4	 確認した 種 

5	 イ の大きいア  6	 イ の さい ア  

3	 確認した生物種数 

0

5

10

15

20

25

30

種数

30
（種） 
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ナ は 8 の調査で5 確認されており、

捕獲できるものは 20 度の幼魚でコンクリ

ートが して水たまり 態になっているとこ

に んでいた。 
外来種のオオク を めて確認した 年の

2011年に、オオク が 来種を捕 している

かを調 るために した。（ 7） には もな

く、 わりに卵 から大量の卵が 見された。こ

の卵が し、多くの 魚やエ などが捕 され

ることになったかもしれない。 
 
 

. と の  

ここ数年で、二枚貝に産卵するタナゴ類やヒガイがあまり捕獲できなくなった。タナゴ類は、2010
年から捕獲できておらず（表 1）、 に捕獲できた 2010年では リタナゴとカ ヒラのみだった。

ヒガイは、 8 の調査で捕獲できなかったのは 1 のみだったが、捕獲できる数が少なく生息数

はあまり多くないと思われる。（表 2） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
調査を めた年には外来種が 1 しか捕獲できなかったが、 年の 2009年では ー が捕獲

でき、その 年 調査を行う とにオオク や、ミシシッピアカミミガメなどの外来生物が数多

く捕獲された。それにつれ、タナゴ類が捕獲されなくなり、 ラ で すと外来種とタナゴ類の捕獲

種数が 例するように変化していた。（ 8） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1	 タナゴの捕獲  
2008年  
2009年  
2010年  
2011年  
2012年  
2013年  
2014年  
2015年  

表 2	 ヒガイの捕獲  
2008年  
2009年  
2010年  
2011年  
2012年  
2013年  
2014年  
2015年  

7	 したオオク  
 

8	 確認した生物種数 

0

1

2

3

4

5

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

タナゴ類

外来種

6
（種） 
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タナゴや、ヒガイは独特な繁殖を行っており、イシガイなどの二枚貝のエラの部分に産卵する。貝

に卵を守ってもらい、孵化するまで貝に育ててもらう。かつてはイシガイ類とタナゴ類との間に共生

関係があると考えられてきた。しかし、両者の間には共生関係はなくタナゴ類がイシガイ類を産卵場

所として利用しているだけである。イシガイ類の幼生はどんな魚類に寄生しても、変態を完了させる

わけではなく、種によって宿主となる魚種は決まっており、例として挙げるとヨシノボリやオイカワ

などがそれにあたる。 
二枚貝は通常ため池や用水路の砂泥中で生活しており、表面には殻の一部（水管のある部分）しか

露出させていない。このため、タニシやカワニナのように人目につくことは少ない。 
用水路は田用水路と生活用水路の二つに分類され、田用水路は幅が狭く流れが緩やかで水草も生え、

多くの二枚貝が生息する場所となっている。生活用水路は日常生活に利用するため、水量が多く水の

流れも速く、泥が底に溜ることがないため堆積する部分は限られる。調査場所の取水路は生活用水路

に分類されており、コンクリート張りの水路である。 
タナゴやヒガイの数が少なくなった原因として二枚貝の減少も考えた。2014年度の調査では二枚貝
を数多く捕獲でき、手で探ればすぐに見つかるほどあったが、2015年度の調査ではほとんど確認でき
ず、貝殻すらあまり見つからなかった。原因として、大きな水質変化が起こり、それに対応できなく

なったためだと考えている。二枚貝の減少はタナゴ類やヒガイの減少にもつながってしまう。 
 
7.まとめと今後の課題 

これまでの調査で、加古川にはまだ希少種が生息していることがわかった。また、二枚貝の減少は

水質汚濁が原因だと考えているため、pHや導電率、重金属類などを測り水質の変化を調査していく必
要がある。ミシシッピアカミミガメをはじめとした外来種も確認できるので、これからも注視してい

こうと思う。一つ一つの取り組みが川の保全に繋がると考えており、そのためには周りの水生植物の

保全も関わってくると思われる。これからは魚類や貝類などの保護だけではなく、その周辺の河川敷

等の環境の保全も考えたい。生き物を守り、共存していくことは個人で取り組むだけではなく、地域

一体で取り組んでいくことが大切だと思うので、地域住民と協力して取り組んでいきたい。 
 
8.参考文献 

1)江崎保男・田中哲夫	 水辺環境の保全	–生物群集の視点から-	 p87-89	 朝倉書店	

	

2)沖野外輝夫	 新・生態学への招待	河川の生態学	 共立出版	
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的 変化  

 

下大 県 高 	 生物 	

本 県 高 	 生物 問 	

 

.  

1 湿地とは	

た の 地 には数多くの 水湿地が 在する。 にた の谷 水した に

れ、 な湿地ではあるが多 な生 を いている。	

生物 では、 年 内にある湿地を調査している。この湿地は、山の にある な場

に れており、多 な生 を いている。この湿地は、 湿地の な である タ

、 ン が できている な場 で ある。湿地は 湿地、 湿地、下湿地か

ら れており、 湿地内にある からの水が 湿地、下湿地に れ んで、湿地が れてい

る。 湿地では水生植物が見られるが、下湿地は乾燥化が進んでおり 期から後期の植生である。 、

湿地 は があり、 湿地はた 、 湿地 下湿地は水田があったが、 が無くなり耕 放

棄地となって 数年の を て現在に る。	

2 遷移に いて	

遷移とは湿地の環境 植生が変化することである。湿地が れた 期は の が少なく、

このような環境を セン カ などの 植物が する。 1 時 が

するごとに植物の が し、 に が えられると植物は大 化し、1 を す マガヤ

ガヤ、 ン などが出現すると水を多く吸 するた 湿地は乾燥化して する。 3 	

	 	 	

1	 期	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 期	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	 後期	

 
.  

この湿地はすでに ン などが して日 しを っていたた 、 のままでは な湿生植物

が してしまう にあった。 こで 2009 年から 2011 年にかけて地 の 行 の とと に、

湿地に した ン などの 本植物を伐採し、湿地の植物を保護するとと に植生の変化に い

て調査を行った。 4 5 2012年 は大 な伐採 は行われず、 によって植生調査だけ

を けてきた。	

今回は、2009年 2015年にかけて活動してきた内 に いて、伐採を行った場合と、伐採を行わな

かった場合の植生の変化に いて して する。	

植生調査は ー を いて調査を行う。湿地の で が出ている を び、 こに

の を し、 の内 の植生に いて調査を行った。( 6)	
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4	 伐採 	 	 	 	 	 	 	 	 5	 伐採後	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	 ー 	

	

.  

1年 2008 湿地の伐採	

2年 2009 湿地の伐採	

植生調査 	

3年 2010 下湿地の伐採	 	

植生調査 	

4年 2011 下湿地の伐採	 	

植生調査 	

5年 2012 植生調査 	 	

6年 2013 植生調査 	 	

7年 2014 植生調査 	

8年 2015 植生調査 	

	

. 変化 

2008年 湿地の日 しを る ン などの 本植物を伐採した。	

2009 年 湿地の伐採をした。 の後植生調査を し、 湿地に 1 3 区画、 湿地に 4 10 区

画の合 10カ に を した。植生調査の 、出現種数の は8 0種となった。	

2010 年 下湿地の 本植物の伐採を行った。下湿地に 10 15 区画を した。出現種数の合 は

137種、 は9 1種と2009年と べて増 していた。	

2011年 2010年に き き下湿地の伐採を 7 に行った。植生調査の 、出現種数の合 は

150種、 は 10.0種と らに増 していた。しかし、9 の 12号の大 により湿地に

いよく水が れたた 、植物がな れたり、 の が られたりした。 
2012年 2011年の の による れがあり伐採を行うことができなかった。2011年 、

大 数による伐採 は行えていない。植生調査だけを行ったが、大 の の いで出

現種数の合 は148種、 は9 9種と、植物種が 年より減少していた。	

2013 年 植生調査の 、出現種数の合 は 158 種、 10 5 種と、植物の出現種数 出現

種数 これまでで一 高かった。 の で減少した植物が、 活してきたた と え

られる。大 による水の れが に を たらし、植物が増える となったと

する。	

2014年 植生調査の 、出現種数の合 は135種、 は9 0種となった。 による お

き、伐採 行ってないので大 に減少した。	

2015年 植生調査の 、出現種数の合 は125種、 は8 3種となった。 はり 年同 に植

生状況は減少した。これらの から、伐採した時としなくなった後とでは大きく植生が

変化したことが判 した。	

図1	 湿地の見 り図	
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図 2	 出現種数の合 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 図 3	 出現種数	

 

. 変化 

	 2011年に の で植生が変化した。 こで が る に れた植物種を区画ごとに に

まと 、 れらを した 、湿地はいく かの から れていることがわかった。 湿

地から下湿地 行く どに な環境を 植物が出現していて、同じ湿地内で する植物が

違うことから、水の れ 水 、 の 合などの環境 が できる。 らに、 の に

より区画 7 に生 していた が 、 と に減少していることがわかった。(図 4)大

の水が れて水 ができてしまい、乾燥化が進んだた にこのような になったと えている。

2015年の湿地の 、 とと に が1ととて 少なく、 しないかとて だ。	

	 	

7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	 後	

	

	 	

9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 4	 の変化	
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6.生態的な変化 

一年草における多年草との割合を調べてみると、伐採を行った後は徐々に一年草の割合が大きくな

り、2012年にピークを迎えた。伐採が行われなくなった後は一年草の割合が徐々に減少している。(図

5)	このような現象は湿地に限らず見られるようで、例えば休耕田を草刈した後に一年草が増えたとい

う報告がある。今回の場合は伐採したことによって、一年草の埋蔵種子が一斉に発芽したと思われる。

一年草の植物ごとの出現区画数を見てみると、植物の種類によって出現傾向が若干違うが、一年草と

多年草の割合と同じく増えた後に横ばいになり 2014 年から減少している。カリマタガヤが 2013 年に

減少しているが、これは、調査時期にカリマタガヤが出穂しておらず判別ができなかった可能性があ

る。(図6)	

	 	

図 5	 一年草と多年草の割合	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 6	 一年草の出現区画数	

	

7.考察 

問題点としては、下湿地の乾燥化が進んでいることだ。現在の状況では、植物の種類は増えている

が、自生している植物はよく水を吸う高茎種が増えている。このままでは湿地の環境が無くなってし

まうので、2009年の時と同じように高茎種を伐採するなどの工夫をするか、このまま遷移を見守って

いくかを検討したい。	
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生 境 高 	 生 	

本 高 	 生 	

 

． め  

	 生 は である の での分 調査と 全 を2007 から行っている。

2008 の の調査 に外 が していることが し、 しを行って外 を

し、2009 から の生息数がどのように変化していくのかを調べるた に標識再捕法

を用いて調査している。(図1)さらに、 で生 の に まれる環境DNAを検出することで

生 の生息 や まかな生息数がわかる環境 DNA 手法を り、標識再捕法と 合わせることで

さらに精度の高い調査を行うことができるのではないかと考え、 と を行った。	

  
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	図 1	 推定生息数の変化	

	

．  

	 標識再捕法とは の生 がどれ ど生息しているのかを調べる調査方法である。ま 、調査

の に数か 、 という捕獲 を て を捕獲する。その後、捕獲した

に をか て、性 と体 、体 などを 定し、 れの を り って標識として

する。 標識は生 の に を えない 度 後に再度 から捕獲を行い、 回

目の捕獲数と再捕獲数、その の標識のある 体数を調べて、算出 N 		N 全体の生息数	

捕獲数	 再捕獲数	 標識 体数 に ては て 全体の推定生息数を る。	

 

．  

標識再捕法での推定生息数は 2009 から 2012 にか て 1 とに を り しながら 体数

を していることが分かった。(図1)しかし2013 の調査で、 体数が すると していたの

に して実際は 少してしまった。その後は以 のように を り しているが、このような結果

となった として、再度外 の が考えられたが、環境 DNA 手法で したとこ 外 の

はなかった。 た はこれまで行ってきた標識再捕法の精度の信 性を った。環境 DNA 手法を

用した生息数調査実験では標識再捕法での推定生息数を基 として精度の を行ってきたが、標

識再捕法 体がどれ どの精度で調査できるのかを調べるた 、 を用いて標識再捕法の実験を行

った。	
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．  

	 標識再捕法の精度を する実験を行った。実験方法はま 、基本数を2,000とし、 の 1,000

と の を2,000 用 する。 の は標識の いている 、 の

は標識の いていない とした。( 2)は に を1,900 、 100 を に

れ、ま べ なく る。そこから に300 を り出してその にある の の数を数え

る。 回 とにどのくらい い が まれているのかを数え、それを 標識数 再捕獲数 標識

の いた の数 に し、推定数を る。 え 、300 のう の が 15

っていたとすると、 は 300 100 15 2,000 となり、推定数が 2,000 で、実際の数との誤差が

0となる。この実験を合 10 行い、10 回の を たあと、 と の を 100

れ え、 ように10回の を行い、 に が1,000 、 が1,000 、 100回の実

験を行い、以 のような結果を た。	

	

  
2	 が標識 体、 が標識なし 体	 	 	 3	 	数の 	

	

実験の結果 表1 から標識数が多くなる ど誤差が さくなることが分かった。しかし、標識数が

300を えたあたりからは と ど変化がなかった。た での標識再捕法では標識数が200～300

なので、 2,307、 少1,428、 約1,800、全体の数との誤差は約200となった。生息数を2,000

とすると約 200 の誤差が まれるとわかった。結 としては、標識数が多いと誤差が少なくな

ったので、生息数が少ない では高い精度で調査できると考えられるが、 に生息数が多い では精

度が る可能性があると考えられる。	

	

標識数	 結果	 誤差	 	 少	

100	 2,240	 240	 3,750	 1,428	

200	 1,832	 167	 2,307	 1,428	

300	 1,813	 186	 2,195	 1,428	

400	 1,936	 63	 2,142	 1,690	

500	 1,944	 55	 2,343	 1,744	

600	 2,076	 76	 2,278	 1,894	

700	 1,939	 60	 2,142	 1,810	

800	 1,900	 99	 2,181	 1,739	

900	 1,993	 6	 2,177	 1,812	

1000	 1,903	 96	 1,986	 1,796	

表 	 標識再捕法による検 実験結果 数 以 り て 	

	 	

4	 標識 体( )	
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3 回目と 6 回目以外は基本約 1,700～1,900 となりあまり誤差が出てないことがわかった。(図 2)そ

して 6 回目以外は推定数が全体の数より少ない値で算出されている。このことから標識再捕法は実際

の生息数より少ない値で算出されやすい手法ではないかと思った。そうなると、これまで行ってきた

生息数調査の結果(図1)は、実際の生息数より少ない値で算出されている可能性があると考えられる。	

	

 

図2	 標識数300の場合での誤差	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 2	 誤差数	

 

5．まとめ 

標識再捕法は信頼できる調査方法であり、結果は実際の生息数より少ない値を示している可能性が

高いということが分かった。今後は、実験方法をさらに検討していこうと思う。今回は基本数を2,000

として実験を行ったが、さらに4,000、6,000と多くして、実際の生息調査に近い条件で実験を行う必

要がある。さらに再捕獲数が 300 だったので、数を変更することで結果がどのように変化していくの

かも調べたい。これからも環境 DNA 手法と合わせて用いることでさらに精度の高い調査方法にしてい

こうと思う。	

	

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

推定生息数

誤差

1回目	 1,730	

2回目	 1,730	

3回目	 1,428	

4回目	 1,800	

5回目	 1,956	

6回目	 2,195	

7回目	 1,956	

8回目	 1,730	

9回目	 1,730	

10回目	 1,875	
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用   

 

山 ・ ・本 	 (兵庫県立農業高等学校	 生物部)	

本 ・ 	 兵庫県立農業高校	 生物部 	

 

. め  

た は 2007 年からカワバタモロコについて 法を用いた分布調査と保全活動を行ってい

る。( 1)また、環境DNAを用いる手法を り、 法と み合わ ることでより正確な調査が行

えると考え、大学と 同研究を行った。 として、カワバタモロコの環境 DNA を検出でき、新たな

生息 を発 することができた。さらに、環境 DNA から生息数を する手 を確立するための実験

を行い、 法と比較した。	

 
.  

(1) での実験	

環境DNAを用いてカワバタモロコの生息数を求めるために、 数によってDNA量に のような違

いがあるのかを調べる実験を で行った。( 2)	

	 実験 にカワバタモロコの 量を測定し、 数を1 、10 、50 とし、水 水を78

れた で1 間 した。また、ネガ コントロールとして、0 の も用意した。1

間後採水を行い、 を した。この 業を3 間にわたって3 した。採水後は学校で

を行い、3 分の した ルターを、神戸大学に でDNAの検出 業に さ ていた

だいた。( 3)分 にはリ ルタイム 法を用いて測定した。	

	

	

	

1	 カワバタモロコ(上:	 、下: ) 1	 推定生息数の変化 

2	  3	 実験の  
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この実験を行った 、生 はカワバ

タモロコの全 量を水量で った数 と

し、生 と DNA 量の 関より回 、

0.003 ( 2 0.7607)を ることができた。

( 2)この から、 数と DNA 量に

関が られたため、DNA 量から生息数を推

測できると考える。しかし、2 目の実

験では同じ 数でもDNA量に大きな差が

あった。原因として、ス ース 数の 題

で同 に実験を行え 、水 な の 辺環

境の変化によって、DNA量に変化があったと考えられる。			

	

(2) トープでの実験	

	 での実験を まえて、より自然環境に近い条件で実験を行った場合、正確な を られ

ると考え、校内の水量 2,000 の トープで実験を行った。( 4)	

	 実験方法は、 めにネガ コントロールとしてカワバタモロコを 流する に採水を行った。

の後、 量を測定したカワバタモロコを1 流し、1 間後に となる2か所で採水を行っ

た。 の後は、 量を測定したカワバタモロコ9 を して10 、40 を して50 と

し、 れ れ1 間後に採水を行った。	

れ れの水を し、 した ルターを 島大学に して DNA 分 を行った。 実

験と同 に回 を求めたとこ 0.0006 ( 2 0.7557)を た。( 3)	

れ 大きくない トープだが、採水 イントの違いで DNA 量に大きな違いが生じることもわ

かった。	

	

(3)噴水池での実験	

	 より水量の い場所で実験を行え 実 の池の条件に近くなると考え、校内の 10 、水 40 	

(31,400 )の噴水池で実験を行った。( 5)また、同 に環境DNAの検出限界水量を算出できると考

えた。	

	 ま 、噴水池の にカワバタモロコを 動 限する でか を した。 に、 量を測定した

カワバタモロコ1 をか の に れ、1 間後に噴水池の から1 、3 、5 の3 、3方 の

9か所から採水を行い、サンプルをガ ス ルターで して 保 した。 の後は、10 、

50 と 数を し、同 の 業を行った。 した ルターは 島大学に してDNA分 を

行った。	

採水する は、 い の に採水 トルをつけた で、水をかきま ないように 意しながら行

った。( 5)	

4	 用した トープ	 3 トープ実験の 関  

2	 実験の 関  
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この噴水池での実験の 、生 は全 量を水量で った数 とし、生 と DNA 量の 関より

回 0.0003 ( 2 0.7409)を ることができた。( 4)この実験の では、噴水池の からの

、1 、3 、5 とに にDNA量が 少すると考えていたが、DNA量の差はあまり られなかっ

た。このことから、10 度の噴水池では環境DNAがま べ なく されたと考えられる。	

に、カワバタモロコの環境 DNA の検出限界水量を求めた。1 のカワバタモロコから検出された

DNA量は 1,534コ ーとなった。採水した1 に する100 のサンプルのう 2 を 用し

たので、2 から1コ ーを検出したとして、1 あたり50コ ーが検出限界として 算した。	

31,400 1,534 50 963,352 となり、25 プールに 算すると2.6 もの水量から検出が可能

だとわかった。	

	

.  

	 これまでの実験で、回 の が大きく なっ

たことから、生息環境の違いで DNA の 出量 分

解 度が違うと考えたため、ため池の水と水 水

を用いて DNA の分解 度の違いを検 する実験を

行った。( 6)	

	 ま 、ため池の水と水 水を用意し、

にため池の水を2つ、水 水を2つ れ れ用意

した。 に、 量を合わ たカワバタモロコ 5

を れ れの に れ、1 間 した。1 間

後にカワバタモロコを り出し、 の後は、6 日

間にわたって 日採水と を り した。	

	 は、 り DNA の分解 度に違いがみられ、水 水より池の水の方が く分解されることが

明された。( 5)このことから、自然環境に近い トープの分解 度が く、 と噴水池で

は分解 度が かったことが 明された。(表1)DNAの分解は 生物 生 外 な が要因の1つと

考えられる。	

	 また、検出できるDNA量は、ため池の水の方が水 水より3.86 少ないことがわかった。( 6)た

め池からの DNA 量が少ないと、実 の生息数より少ない が算出されるため、環境 DNA 手法による推

定生息数が 法と比べて少なくなったと考えられる。	

	

表1	 水の とDNA量の推測	

	

実施日 水温 使用した水 分解速度 DNA放出量

丸型容器 5月 高 水道水 遅 多

ビオトープ 7月 高 池の水 速 多

噴水池 12月 低 井戸水 遅 少

5	 採水の 	 4	 噴水池実験の 関 	

6	 ため池の水と水 水を用意	
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.  

これらの から DNA 分解は 生物 生 外 な の生物 用によって変化することがわかっ

たので、ため池の環境に近い トープの回 が一 用できる ータであると考えた。	

A池(水量1,753,200 )では 年 法を行っており、2014年から環境DNA手法を用いた生息数

調査を行っている。2015年は、B池(水量22,500 )という、A池よりはるかに さいため池で同 の調

査を行い、 トープの回 ( 0.0006 )を DNA検出量にあてはめて生息数を算出して、池の大きさ

による推定生息数の違いについて比較した。	

(1)A池 水量1,750,000 での推定生息数	

	 ま 採水 所数を検 した。噴水池での実験より、1

あたりの検出限界水量(963,352 )を求めることがで

きたが、 の分解実験でため池の水の方は DNA 検出

量が少なくなることがわかった。水 水の方が3.86

も く検出できると 定すると、実 の検出限界水量

は(249,573 )の可能 もある。 うすると A 池 水量

1,750,000 では 大 7 所、 少 2 所の採水とな

ることから、今回は 間の である 4 所で採水を実

することにした。	

A池4 所で採水した水から検出したDNA量を、 トープで た回 0.0006 にあてはめた。

は 4 所の推定生息数の は 855 となった。 法による推定生息数が 2,852 だった

ので、1,997 の 差となった。(表2)採水 イント でのDNA量が いのは、 の 近に くのカワ

バタモロコが集まっていたためだと考えられる。	

カワバタモロコは れで回 する習 をもつので、 れから れた場所で採水した場合は DNA 量が

くなる可能 がある。このため、数か所の を する方がよいのか、一 大きな だけを 出す

るのかを検 する必要がある。	

(2)B池 水量22,500 での推定生息数	

	 B池での採水 所は水量 に1 所で 分なのだが、

今回は をとる目 で3 所の採水とした。	

採水した水から検出した DNA 量を、A 池で行った方

法と同じく、 トープの回 に てはめてみた。

は 3 所の推定生息数の が 824 となり、

法との 差は 434 となった。(表 2)これらの

ことから池の大きさな の違いから、大きい池より

さい池の うが、正確に生息数を求められることがわ

かった。	

今後は大きな池でも正確に生息数が求められるように調査方法を検 する必要がある。	

5	 DNA の分解 度の違い	 6	 DNA 量の違い 

7	 A 池 

8	 B 池 
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表2	 推定生息数の比較(2015) 

	

 

5.まとめ 

今回の実験で、水質の違いにより DNA の分解量が変化することが判明した。また、同じ池であって

も採水場所によって検出できる DNA 濃度に差があることが判明した。今後は池の大きさによって算出

する方法を変えることで、カワバタモロコの生息数調査に実用可能な技術に仕上げていきたいと考え

ている。環境 DNA による生息数調査は 2 年目なので、今後とも継続して調査を進めることで課題とな

っていることを解決できるようになると考える。今回調査したA池、B池以外のため池でも採水を行っ

てサンプルを集め、池の水量による算出方法を確立する必要がある。	

また、検出限界水量については噴水池を用いて算出したが、自然環境に近い条件の方が正確な DNA

量を求められるので、カワバタモロコがいない池を用いて実験を行うことで正確な検出限界水量が求

められると考える。	
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採水
場所

池の水1Lあたりの
DNA量

池の水1Lあたりの
推定生体重 (mg)

池全体の
推定生体重 (mg)

池全体の
推定生体重 (g)

池全体の
推定生息数(匹)

推定生息数
の平均

① 297 0.178 312,027 312 294

② 266 0.160 279,679 280 264

③ 2,499 1.500 2,629,190 2,629 2,480

④ 385 0.231 405,441 405 382

2,852

1,997

① 36,830 22 497,199 497 469

② 66,920 40 903,426 903 852

③ 90,330 54 1,219,458 1,219 1,150
1,258
434

標識再捕法による推定生息数
標識再捕法との誤差(2,852-824)

ため池Ａ

ため池Ｂ

855

標識再捕法による推定生息数

標識再捕法との誤差(2,852-855)

824
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（ 北 	 	 ）・ 義 （北摂里山 ）	

	

 

・ （ ）	

・ （ と の ）	

北摂里山 は、 の里山と 北摂 フィールド 里山 、 様 、 、

・ 市 です。 のプログ 、北摂里山の 活 の

た の活動 り の し、 開講し います。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

・北摂里山 しく 	

里山 だけで く、 様 、 、 ・ しく ます。 11回の開講

。	

・ した講 	

の 林 ィ 、 活動 講 とし ます。	

・ フィールド活動	

フィールドで ・ 、 木 の います。 の 察 グ 。	

・活動の ッ ワークづくり	

林 ィ 、 活動 との た で、活動の ッ ワーク ます。	

・ 	

の し すい 、 開講します。	

 

 

開 11回 ）	
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	講	 18 000 ）	

開 場 北摂の里山、里山 	

	 	 里山 、フィールドでの 18 の で、 林

ィ 活動 の ーとし 里山 活動 い 、 しくは、

、活動 し とす 	

	

 
	

第 回（公開講座 原 ）	

・ 原 ワークショップi 北摂	

	

第 回（フィールド活動）	

・里山の 、 	

・里山 （ 式）	

	

	

	

第 1回（講義形式）	

・北摂里山 とは	

・里山の 、 ・ 	

第 回（フィールド活動）	

・ 里山 川西市黒川）	

	

第 回（講義形式）	

・北摂里山は の 	

・里山 の 	

・里山 の た 活 	

第 回（フィールド活動・講義）	

・里山 活 したま づくり	

・ り 川西市黒川）	
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※講義の様子は、ブログでご覧いただけます。	

http://hitosato.blogspot.jp/	

	

	

第 7回（公開講座）	

・北摂SATOYAMA国際ワークショップ	

第8回（フィールド活動・講義）	

・昆陽池での里山林整備、野鳥観察	

・北摂の鳥類、台場クヌギと昆虫	

	

第9回（フィールド活動）	

・里山での植樹活動	

・原木しいたけのホダ木づくり（川西市黒川）	

	

第10・11回（講義形式）	

・グループワーク、発表	

・修了式	
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小林 ・ ・小林 子・東一 ・ ・ ・ 

・ 子・ ・ 	 (おおばこの会) 
 

◆ め  

たしたち「おおばこの会」は、「野に 、野に学 、野を し、野の 力を りあう」、こうし

た思いを活動の に えながら、地域の中で地域の 々とともに活動しています。また、地域の子

どもたちに、 を通して自然に親しむ中で動植物の生 の みの み を体験しながら知ってもら

うため、観察会やサポート活動に取り組んでいます。今年 の な活動は、小野アルプス周辺での自

然観察会、 ル観 会、小 の生き物 、 く 観察会、 で とつの し、野鳥観察

会、小学校の環境体験学習のサポートなどです。 たしたちの ール 小野市での活動 2015 を

します。 
◆  

．自然の生 に れる中で、 自の学習を める。 
①小野アルプス周辺での自然観察会 
日	 時：平成 27年 5月 9日（土）、 

平成 28年 2月 6日（土）  
場	 所：小野アルプス周辺 
内	 容： 観察 
ル観 会 

日	 時：平成 27 年 6月 13日（土）  
場	 所： 町	 の  
内	 容： ルやその の生き物、植物など自然を 

観察し親しむ 
③ く 観察会 
日	 時：平成 27年 9月 12日（土）  
場	 所：鴨池周辺 
内	 容：鴨池周辺で などの く を し、 

観察する 
 
．自然学習の場・機会の 、自然との 生に て の 

 
①小 の生き物  
日	 時：平成 27年 7月 25日（土）  
対	 象：32名 

（保護者 8名、小学生	 24名）  
場	 所：小野市 来住町	 前  
内	 容：前 にどんな生き物がいるのかを し観察する 
で とつの し 

日	 時：平成 27 年 11月 1日（土） 中  
場	 所：小野市 町	  
内	 容： の で小 を し、 の や の 

れ、地 の生い ち等を学ぶ 
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③野鳥観察「はじめの一歩	 野鳥観察の方法を学ぶ」 
日	 時：平成 27 年 12月 13日（土）  
対	 象：14名（保護者 4名、一般 2名、小学生 8名） 
場	 所：鴨池周辺（小野市来住町） 
内	 容：自分たちの住んでいる地域にどんな鳥がいるのか、 

鳥の名前や特徴を知り、観察を楽しむ。また観察 
機材についても学ぶ 

 
３．小学校の授業に協力し、自然学習・環境学習のサポート 

①小野東小学校環境体験学習 
日	 時：平成 27年 10月 26日（月）、12月 7日（月）、 

平成 28年	 2月 15日（月） 
対	 象：小野東小学校 3年生  
場	 所：小野東小学校校庭とその周辺の樹林 
内	 容：1年を通して学校周辺の自然を観察し、植物の 

葉っぱや枝、花、果実を使ってアート作品など 
を作りながら自然に親しむ 

 

◆結果 

子どもたちの反応は、活動内容や年齢によって様々です。例えば「野鳥観察」では、子どもたちか

ら「双眼鏡を使うと鳥の様子がよく分かりおもしろい」「鳥の名前や特徴を知り、もっと観察したくな

った」という意見がありました。保護者からは「自然の中で、子どもと楽しい体験ができた。またこ

のような機会を作ってみたいと思います」等という意見がありました。 
 

◆まとめ 

自分たちも楽しみながら、子どもたちへのサポート活動をこれからも継続していきたいと考えてい

ます。また今後の活動については、小野アルプスでの観察会を、子どもたちにも興味を持ってもらえ

るような取組みにしていきたいと考えています。 
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里山いきもの研究所 ～人と野生動物とのより豊かな関係性を目指して〜 

一般社団法人	 里山いきもの研究所	

	 私たちの活動は、調査研究部と普及共育（“人と野生動物とのより豊かな関係を目指す”思い

や行動力を皆さんと共に育んでいく）部、との二つの部門から成り立ちます。	

調査研究部の活動 

	 調査研究部では、シカ・イノシシ・サルなど里山の野生動物の生息状況を把握するために調査

をしています。近年、これらの動物たちによるさまざまな被害の問題が取り上げられています

が、江戸時代の歴史的資料にはすでに獣害問題をうかがわせる記録があり、これらは人と野生動

物との間に今後も続いていく問題といえます。解決方法を考えていく上で、実態の把握は重要な

カギとなります。	

	 シカやイノシシによる深刻な農業被害に対する防除の取り組みと共に、個体数が増加傾向にあ

るならばそれを適正に保つための駆除も行われます。アライグマなど外来種の殺処分は、在来生

物の生態系を維持するために必要な処置であるとされています。しかし、ぬくもりのある命を殺

してしまうことは当然「かわいそう」なことであり、駆除や殺処分に対する市民の理解を得るた

めの働きかけが必要となります。	

	 また、これまで細々と続けられてきた、生きるために食べる、食べるために他の生き物の命を

いただく「命のリレー」も野生動物と私たちの関係を考えるときに忘れてはなりません。	

	 さらに、人里にサルやクマが近づかないようにするための里山での取り組みは、その地域任せ

でうまく解決するでしょうか。	

普及共育部の活動 

	 普及共育部では、このような里山が抱える課題を、多くの人に自分とのかかわりの中で考えて

もらえるようなプログラムを実施していきます。	

	 しかしながら、これらの問題の解決に向けて、人々に深刻なテーマを直接投げかけても、問題

意識をもってもらうのは難しいことでしょう。普及共育部では、まずは野生の生き物たちへの愛

情を育み共に考えていく土台づくりをするために、里山の自然に親しんでもらうことを大切にし

ています。	

 ⼤⼈から⼦どもまで楽しめる
観察会、参加型調査会、⾃然を紹
介する展⽰物の制作、またサルや
ク マ が 出 没 す る よ う な 集 落 の
⽅々と交流する⾥⼭体感イベン
ト。⼩さなお⼦さんと親御さん向
けの⼈形劇や、パネルシアター…
等の活動を今後も予定していま
す。
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尼崎市緑地におけるバッタ類の環境選好性 
 

荒木竜平・本郷岳・山岡大悟・鳥生大祐・山内拳史郎（環境学園専門学校） 
 
【緒言】 
都市化の進行にともなって生息する生物種が減少すること、そして市街地内ではある特定の種に生

息数が偏ることが知られている。鳥類ではこうした研究例がいくつかあるが、昆虫を対象にしたもの

は少なく、バッタ類の生息を担保するための環境条件を的確に考察することが求められている（養父

ほか 2001）。 
本研究では、身近な昆虫のひとつであるバッタ類を対象に、尼崎市の緑地における生息状況とバッ

タ類の環境選好性に注目して調査をおこなった。今回、主なバッタ類の餌であるイネ科草本の被度お

よび草本の高さが、バッタ類の密度に影響しているとの仮説を立て、検証を試みたので報告する。 
【方法】 
調査は、2015年 9月から 11月のうち計 14日、尼崎市内の元浜緑地、尼崎の森中央緑地、大物公園、
猪名川公園、環境学園グランドの 5 か所で、計 31 の調査区を設定しておこなった。各調査区（面積
100～1800㎡）において 5分間、スィーピング（捕虫網を振って採集する方法）をおこない、バッタ
類を捕獲して種名と個体数を記録した。また調査区内のイネ科草本の被度（以下、イネ科被度）およ

び草本の平均の高さ（以下、草丈）を測定した。統計的な解析にはスピアマンの順位相関係数の有意

性検定を用いた。加えて、5 か所の調査地のバッタ類の種数を知るために調査区以外の場所でも任意
に捕獲した。 
【結果および考察】 
調査で確認したバッタ類は 19種・746個体であった。このうち個体数が最も多かったのがオンブバ
ッタの 417個体で、次いでショウリョウバッタ・ホシササキリの共に 56個体、マダラスズの 31個体
であり、この 4種で総個体数の 8割を占めた。 
各調査区のイネ科被度とバッタ類の個体密度には有意な正の相関がみられたことから（スピアマン

順位相関係数の有意性検定、n=25、p<0.01）、イネ科被度が高いところほどバッタ類の密度が高くな
ることが分かった。また、各調査区の草丈とバッタ類の個体密度には有意な正の相関がみられたこと

から（スピアマン順位相関係数の有意性検定、n=25、p<0.01）、草丈が高いところほどバッタ類の密
度も高くなることも分かった。 
イネ科の多いところにバッタ類が多かったのは、今回確認されたバッタ類の多くが草本類を採食す

るバッタ亜目の仲間であったことから、餌を確保できることが理由と考える。一方、バッタ類が草丈

の高いところを好むのは捕食者から身を守るためだと考えられる。バッタ類の捕食者として、視覚を

頼りに餌を探す鳥（例えばモズ・サギ類・チドリ類）の存在が大きいと予想されることから、草丈が

高ければバッタ類の隠ぺい効果が向上し、鳥から捕食される危険を少しでも回避できるのではないだ

ろうか。 
調査をおこなった 5つの緑地のうちバッタ類の種数が最多だったのは、尼崎の森中央緑地の 16種で
あった。ここでは園内にイネ科を含む草本群落が散在している。また定期的に園内の一部で草刈りが

なされているものの、必ず草丈が高い草と低い草がセットで存在している。こうした園内の緑地管理

がバッタ類の生息種数に影響している可能性があり、今後、人為的な影響についても検討する必要が

あるだろう。 
【調査で確認したバッタ類】 
ショウリョウバッタ、マダラバッタ、トノサマバッタ、クルマバッタ、クルマバッタモドキ、 
イボバッタ、ヒシバッタ、ハラヒシバッタ、オンブバッタ、クビキリギス、ホシササキリ、 
ツユムシ、セスジツユムシ、エンマコオロギ、ミツカドコオロギ、ツヅレサセコオロギ、 
マダラスズ、シバスズ、カネタタキ 
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尼崎の森中央緑地における鳥類の生息状況 
 

田中良典・谷山竜一・水野竜佑・江原共百生・加瀬雄大（環境学園専門学校） 
 
【緒言】 
兵庫県尼崎南部の埋立地に創出された「尼崎の森中央緑地」(以下、中央緑地)では、大阪臨海部の自
然環境の再生をはかり、背後に広がる六甲山・北摂山系などの内陸の生態系とつながる広域拠点とな

る森を目指している。ここでは「鳥類による種子散布型の森づくり」を進めているが、鳥の利用実態

の情報は決して多くない。本研究では、植生の異なるエリアごとに鳥類群集も異なると仮説を立て、

調査を行った。加えて日本全国のスズメが減少傾向にあると報告されている(三上 2009)ことから、中
央緑地での現状を把握するためにスズメ調査を行った。 
【方法】 
鳥類調査は、2015年 6月 30日から 11月 27日の間の 21日間、高木区・芝生区・低木区に設けた
調査ルート(130ｍ)を 10 分で歩き、確認された鳥の種名・確認位置を調査用紙と地図に記録した。種
名は目視と鳴き声により現場で同定した。スズメ調査は 10月 9日から 11月 30日の間に 6日、低木
区でのみ行った。その際、おおよその群れサイズ・位置・行動を観察するとともに、捕食者に対する

スズメの反応を記録した。 
【結果】 
調査で確認した3区合わせての合計個体数は3,160羽となった(個体数割合：スズメ72％、ドバト7％、
ヒヨドリ 6％)。各区の個体数は低木区が 2,428 羽と最も多く、次いで高木区が 698 羽、芝生区が 34
羽であった。種数は低木で 21種、高木で 20種、芝生で 8種となった。各区で個体数が多かった種は、
高木区でドバト(206羽)とヒヨドリ(184羽)、芝生区でハクセキレイ(13羽)、低木区でスズメ(2,214羽)
であった。特にスズメは低木区の中での個体数割合が 91％と大多数を占めていた。低木区でのスズメ
調査では、10月に約 500羽、11月に約 200羽確認された。低木区には、低木とイネ科草本の生えて
いる場所と生えていない場所があったが、スズメの群れが多くいたのは前者であった。また猛禽類が

中央緑地の上空に出現した際は、スズメが草本の中に隠れることが常であった。 
【考察】 
本研究により各区を利用する主な鳥は、低木区がスズメ、高木区がドバトとヒヨドリであり、芝生

区は種数・個体数ともに少なく、鳥にほとんど利用されていないことがわかった。3 区のうち個体数
が最も多かったのが低木区であり、その多くがスズメであった。このことから、中央緑地の植生タイ

プの違いが鳥類群集に影響していることが示唆された。中央緑地では「鳥類による種子散布型の森」

を目指しているが、樹木の種子散布に適している鳥はヒヨドリとの報告がある(唐沢 1978)。高木区で
はヒヨドリが優占しており、今後も鳥による樹木（エノキ・ムクノキなど）の種子散布が期待できる。

低木区ではスズメが優占しており、現状では鳥による樹木の種子散布は期待できない。それでもスズ

メがイネ科草本の生えた場所に多く分布していたことから、スズメが草本の種子散布に貢献している

可能性はある。中央緑地での森づくりが始まって高木区が 9年目、低木区が 4年目である。今後もこ
のまま順調に進めば、低木区の低木が高木に成育して、樹木の種子散布に適したヒヨドリなどが増え、

鳥類群集が変化すると予想される。一方、3 区合わせての合計個体数が最も多かったスズメは、主に
低木区に生息していた。今後も森づくりが進み、低木区が現在の高木区のような樹林に近づけば、草

本類がなくなり、やがてスズメが好まない生息場所になると予想される。仮に中央緑地からスズメが

いなくなれば、スズメの捕食者である猛禽類（チョウゲンボウ、オオタカなど）も利用しなくなる可

能性がある。生物多様性の観点からみれば、低木区も重要な環境のひとつであろう。以上のことから、

森づくりを進める中で、現在の高木区だけでなく低木区も残していくことが不可欠であり、その結果、

中央緑地の生物多様性を高めることができると考えられる。 



共生のひろば　2016 年３月　 192

	

	

草木染めを用いた環境教育プログラムの改善と評価 
 

秦絵梨花・福本菜美（環境学園専門学校） 
 
【はじめに】 
既存の研究によると、草木染めを用いた環境教育プログラムにおいて、参加者から「嫌なにおいが

した」「濃く色がつかなかったため楽しくなかった」などの意見が報告されている（木村・君塚	 2010）。
本研究では「濃く染まらず楽しくなかった」との課題を改善し、野外で開催されるイベントで参加者

が楽しめる草木染めの手法を考案した。また草木染めを通して植物に興味をもってもらえたかどうか、

環境教育としての効果をアンケートにより検証した。その中で、入手の容易なタマネギの皮、ドング

リ（アラカシ）、セイバンモロコシを染料として、糸を染め、ミサンガを編むという新たな企画を試

みたので報告をする。 
【方法】 
2015年 11月 15日、元浜緑地（尼崎市）で開催された「公園で遊ぼう in 元浜緑地」にて草木染め
体験ブースを出展した。参加された小学生 32人に布かミサンガどちらかを選んで染めてもらいアンケ
ートをとった。イベントでは次のような手順で行った。 

1．布かミサンガかを選ぶ 
2．染色液に 20分つけた後、媒染液につける 
3．布は完成、ミサンガは編んでいく（三つ編みか横巻き結び。糸の長さは約 40cm） 
・所要時間	 布：30分	 	 ミサンガ：45～60分 
・参加者：32人（男性 7人・女性 25人）、年齢：3～12歳 
【結果】 
アンケートの結果、すでに植物に興味をもっている人が多かったため、草木染めを通して植物に興

味をもってもらえたかどうかの環境教育としての効果を検証することはできなかったものの、染めた

ものに関係なく 32人全員に楽しんでもらうことができた。「草木染めをまたやりたいか」という質問
に対しても 29人が「またやりたい」と回答した。参加者の様子を観察すると、秋に多量に採取できる
ドングリは、色の変化が大きく好評であった。一方で、セイバンモロコシはきれいなレモン色に染ま

るものの、タマネギやドングリに比べると色が薄いため反応はよくなかった。また保護者も草木染め

に興味を示され「どうして染まるのか」と質問をしたり子どもと一緒に参加したりすることもあった。

ミサンガを体験した 13人のうち 10人は最後まで編むことができたが、残り 3人はできなかった。 
【考察】 
草木染めとして「ミサンガ染め」をするという試みは初めてだったが、体験した人全員に楽しんで

もらえたことから、今後も草木染め体験のイベントプログラムとして活用できると思われる。しかし

最後まで編むことができず断念した人もいた。改善点として、今回は糸の長さが均一だったので、参

加者の年齢に応じて糸の長さを調節し、編む時間を短縮したり糸同士の絡まりを抑えたりする工夫が

必要である。また編み方の種類も一番簡単な三つ編み、やや難しい斜線模様、中高生対象の時は難易

度の高い矢羽模様・モザイク模様等の編み方を採用すると、さらに楽しんでもらえるのではないだろ

うか。ドングリの染料は好評だったため、ドングリが入手しやすい秋季のイベントには適していると

考えられる。セイバンモロコシは色の変化が少ないため、小学生低学年以下の人を対象としたイベン

トには不向きであろう。しかし、外来種であり、農作物への被害も懸念されているため、染料として

の利用は有効と考えられる。イベントでは保護者と一緒に参加する子どもも少なくないので、草木染

めは保護者と一緒に楽しんでもらえるという点で活用できる。実際、草木染めの色の変化を、子ども

だけでなく保護者も楽しそうに見ていたので、草木染めは年齢を問わず、多くの人々に楽しんでもら

えるイベントプログラムだといえる。 
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鳥類の生息状況調査から考える森づくり 
 

水野竜佑（環境学園専門学校） 
 
【緒言】 
兵庫県南部に位置する「尼崎の森中央緑地」(約 29ha)は、「地域を育てる森づくり」を基本理念に
掲げ、失われた自然環境を回復・育成する活動に取り組んでいる。合わせて、大阪臨海部と内陸部の

自然環境を結びつける結節点として、大阪湾一帯での自然環境の広域拠点となることを目標にしてい

る。当地の「森づくりエリア」では県民の参画と協働による森づくりが進められており、「アマフォ

レストの会」をはじめとする、多くの県民、企業、団体が生物多様性に配慮した森づくりに参加して

いる。ここでは「鳥類による種子散布型の緑化」を目指していることから、当地における鳥類の生息

状況の把握を目的に調査を行ったので、そこで得られた知見を報告する。 
【方法】 
2015年 6月 30日から 11月 27日の間の 21日間、調査ルート(130ｍ)をゆっくり歩き、確認された
鳥の種名・確認位置を調査用紙と地図に記録した。種名は目視と鳴き声により現場で同定した。 
【結果と考察】 
尼崎の森中央緑地の鳥類は、留鳥・冬鳥が多いのに対して、夏鳥が少ないことが分かった。これは

鳥類の繁殖期である 4～7月に営巣場所として利用できる環境が少ないことを示している。反対に留鳥
や冬鳥が多いのは採食場所が多く、餌の調達や越冬をするには適した環境があることを示している。

よって、当地に現状より多くの鳥類を誘致するには、夏鳥が繁殖できる環境を提供する必要があると

思われる。例えば、コアジサシ(第 4次環境省レッドリスト／絶滅危惧Ⅱ類)は、「絶滅のおそれのある
野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）」において「国際希少野生動植物種」に指定され

ている希少な渡り鳥で、兵庫県には 4～5月頃に南方から繁殖のために渡来する。営巣場所は、砂浜海
岸・河川敷のほか人工的な埋立地・造成地などで、木草などが生えていない砂礫地を好むものの、現

状では埋め立てや海岸付近の緑化にともない、全国的に営巣場所を奪われつつある。阪神地区では、

大阪湾の人工海岸や神戸港周辺の海岸線などが本種の主要な営巣場所となっている。本調査中におい

て、恐らくその繁殖個体群の一部が、尼崎の森中央緑地の工事中の造成地上空で確認されたことから、

当地でも希少なコアジサシが営巣している可能性がある。 
今後も、現状の森づくりを進め、当地全域を緑地化してしまえば、コアジサシは姿を消すことが予

想される。コアジサシをはじめ、多くの夏鳥を誘致するためには、夏鳥の生息状況の把握ならびに営

巣場所の確保が重要であると考えられる。 
 
◆コアジサシについて 
体長約 28cmのチドリ目カモメ科の渡り鳥。
ニュージーランドなどの南半球で越冬し、

4~5 月に日本へ繁殖のために飛来する。河
原・砂浜などで集団繁殖するが、日本では東

京湾・九十九里海岸・大阪湾・九州北部など

の埋立地や人工海岸が大規模な繁殖地となっ

ている。環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類、

国際希少野生動植物種に指定されている。 
 
図1．飛翔するコアジサシが確認された場所 
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	 ・大 子・ 野 ・ ・丸山 子（しぜんクラブ）、	

子（フレミラ宝塚）	

 

め  

私たち“しぜんクラブ”は、フレミラ宝塚で している 者大学“いきいき学 ・フレミラ”「

・自然コース」の と の のグループです。フレミラ宝塚は、宝塚市立の 人

ンター と 大 児童 ンター の 施 です。 者と児童が、 れ い、未来を く と

して、 に を めることを に様々な が行われています。「 ・自然コース」では自然

体 育研究 	 立 をは めとし、兵庫県立人と自然の博物館の の を

します。 では、私たちの 近な動植物や の変化、 物多様 などについて学びます。そこで

学び体 したことを活かして、 の子どもたちに か したいという思いから“しぜんクラブ”

を立ち ました。	

“しぜんクラブ”の は、 の子どもたちと に自然を学び、楽し ことです。思いを え

たい私たちが楽しくなけれ 、子どもたちに楽しさは わらないと思います。ま は自然への を

もってもらう。そして楽しんでもらう。その が れ 成長してからもそのことを思い出してくれ

ると思います。	

	

  

	

＜春＞	

・「しぜんと そ う	 春の山野草さがしとヨモギだんごクッキング」	

（ 学 名とスタッフ1 名が参加）	

室で山野草の種類や形 ・ について学んでから、 に出て実 に春の山野草の観察をしまし

た。宝塚で採 したヨモギを使って団子を作り、 りや味を ながら することで、 草とよ

れる 近な植物にも られるものが ることを ってもらいました。	

	

＜夏＞	

・「しぜんと そ う	 虫と葉っぱの ク ク大 見！」	

（ 学 1 名とスタッフ 名が参加）	

フレミラ宝塚の 内 動 で行う のイベントです。「 ャンプする きものを作ろう」や、

「貝がらでキラキラの昆虫を作ろう」、「虫の り 室」、「蚊帳遊び」を実施しました。「虫の り

室」では、虫 り の使い から虫の り ・育て まで学びます。大きな蚊帳の に昆虫を入れ、

その に入って 虫に ってもらう「蚊帳遊び」は、とても人気が ります。	

	

・「夏 み 思 シリー 	 動物の ってどうなってるの 」	

（ 学 名とスタッフ 名が参加）	

バラバラになっている、 物のシカやイ シシの を使い、 をみんなで み立てました。

の形や大きさ・ の繋がり などを学びました。	

	

・「夏 み 思 シリー 	 草木染めに ！」	

（ 学 名とスタッフ1 名が参加）	
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近隣で採取した草木や自然の材料を使ってバンダナを染めました。アルミや鉄など媒染剤の種類に

よって変化する色の様子も観察しました。	

	

＜秋＞	

・「わっしょいフレミラ秋まつり」	

（来館者が自由参加、スタッフ19名が参加）	

フレミラ宝塚全体のおまつりに、しぜんクラブとして出展しました。アサリの貝がらに布を貼り付

けて作る「貝がらのストラップづくり」、紅葉した葉っぱを使って洋服をデザインする「着せ替えカー

ド作り」、木の枝や木の実を使って自由に作ってみるコーナーなど、子どもも大人も自然の素材を使っ

て工作を楽しめるようにしました。また、夏のイベントでも大人気だった「蚊帳遊び」を秋の昆虫で

実施しました。	

	

＜冬＞	

・「ひとはくKidsキャラバン」	

兵庫県立人と自然の博物館（略称：ひとはく）が行っている宝塚市内の児童館向けのプログラム「ひ

っつきムシ	研究室！－ひっつきムシについて、みんなで研究しよう！」にスタッフとして参加しまし

た。	

 

まとめ 

「蚊帳遊び」では、チョウチョやバッタを手のひらに乗せて最初はビクッとしていた子どもが、帰

るころにはカマキリを手に乗せてニッコリ。「春の山野草さがしとヨモギだんごクッキング」ではヨモ

ギ団子を初めて作る子どもも多く、丸める団子の大きさも形も様々でしたか、美味しいのでお父さん

やお母さんに持って帰りたいという子もいました。そんな子どもたちの成長や反応を見ると、私たち

も嬉しく楽しくなります。	

ペンネームに“虫”という字を入れるほどの昆虫好きだった手塚治虫が幼少時代を過ごした町、宝

塚から、「未来の昆虫・植物博士を育てよう～学ぶそして繋ぐ次世代の子どもたちへ～」をテーマに、

これからも楽しんで活動していきたいと思います。	
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	 	 自然 内人の 	

め  

セミは幼虫の 期に土中に３ 年間棲息しているので の変 にはたいへん であるといわ

れている。 のた が変わ てくるとセミの種 や が変 してくる。 にいるセミの変 は

たちが している が変 していることを えてくれるのである。	

セミは、 にでも れなりの が 息して り、種 も られている。 では 種 け

によるセミの種 の け は、ち とだけ を えれ 、 にでも にできる。セミの

け は ないし きているセミをとることはしない。セミの け を する き はいないと考

えられる。 から や に対する影響がきわ て ない調査が 能である。	

と  

調査地 ４ の３ 所	

地造成のときに に られた の に した さな 。

、 上 、 いの の 、 。

の が に が ているので自然 が く られる。

調査 	

0 年 0 年、 年 0 後から 0 後にかけて、調査場所で４ の け を行い、

調査場所 に種 、 を した。年 ごとの を 、調査 による の や

変 に しながら の変動について考察した。	

 

クマ アブラ ヒグラ その他 クマ アブラ ヒグラ その他 クマ アブラ ヒグラ その他 小計

2012年 191 40 0 9 0 132 0 75 0 18 138 41 644

2013年 376 25 0 3 0 164 0 60 0 12 102 28 770

2014年 240 27 0 5 0 102 0 23 0 10 84 14 505

2015年 278 70 0 17 0 168 2 67 1 24 189 27 843

小計 1085 162 0 34 0 566 2 225 1 64 513 110 2762

*クマはクマゼミ、アブラはアブラゼミ、ヒグラはヒグラシ

	その他は、ミンミンゼミ、ツクツクボウシ、ニイニイゼミの合計

３．寒天橋道２．渦森展望台公園１．渦森北公園

	その他は、ミンミンゼミ、ツクツクボウシ、ニイニイゼミの合計
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ミ

アブラ

ゼミ

の

１． 	

はす て 所から ち まれた で れらの についていた

クマゼミが し したものと われる。アブラ、 は

の 地から飛来する 度で なクマゼミ である。	

	

	

	

	

	

	

２． 	

の両 にはシ が く、 の葉 がヒグラシにと て

の 場所とな ている。 も いが がほとんどで

は湿 い。アブラゼミ、ミ ミ ゼミの け は つかるが

クマゼミは声だけ。クマゼミの け は 0 年にな てようやく

１ つけた。ヒグラシ といえる。	

	

	

	

	

３． 	

を にアブラゼミの 力が いのか、 の には人 が

ているのにクマゼミはいない。 の にたくさんいるヒグラシ

も が す る いか を かけない。アブラゼミ だがミ ミ

、 ク ク、 が の 所より いのも 。	

	

	

	

	

２０１４年、異変 	調査 にあるように け の が 0 と に ない。この年

は から 中 にかけて大 を た が しながら上 してきた。この大 で

は大 が 、われわれの調査も中 を なくされた。ほどなく の いで

れが し が 行 となり、 3 は を て へ行か ならなか た。調査地

は のた は ろしいほどの いで 、 を れ たらしい。セミの け も の

影響を けて の枝葉に まることができず されてしま たものが 出た。この自然災害を予

知したのかセミの が 間ほど を ているのである。 、 では 0 から

が になり、 の が 30 、 は れから 間ほど れる。ところがこの年は の

が 30に ま たのである。 の セミの け が されたのはや を ないことだ

が、 が 期に大 に してきたことは大いに に する出来 であ た。	

	

	

9%

75%

16%

アブラゼ

ミ

ヒグラシ

の

72%

28%
アブラ

ゼミ

の
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年 の の 年 調査 種 を れ グラ と で したもの 	

	

	

0

20

40

60

7/18 7/25 8/1 8/8 8/15 8/22 8/29 9/5

2012年

0

50

100

150

7/18 7/25 8/1 8/8 8/15 8/22

2013年

→調査日

2012年 7/18 7/27 8/7 8/21 9/6 ↓ 2013年 7/18 7/25 8/1 8/8 8/22

ｸﾏ♂ 6 44 40 10 10 抜 ｸﾏ♂ 40 100 21 7 9

ｸﾏ♀ 1 16 49 9 4 け ｸﾏ♀ 16 88 42 40 13

ｱﾌﾞﾗ♂ 6 49 34 11 7 殻 ｱﾌﾞﾗ♂ 18 38 23 13 10

ｱﾌﾞﾗ♀ 0 11 44 15 10 の ｱﾌﾞﾗ♀ 2 23 37 15 22

ﾋｸﾞﾗ♂ 20 17 14 5 4 個 ﾋｸﾞﾗ♂ 12 18 10 2 10

ﾋｸﾞﾗ♀ 11 26 26 14 1 数 ﾋｸﾞﾗ♀ 11 11 14 4 10

7月末に4丁目の町内清掃があり、北公園の

抜け殻は全部処分されたので8/1のｸﾏｾﾞﾐの

数値はかなり低くなっている。
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2015年
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50

100

7/23 7/30 8/6 8/13 8/20 8/27

2014年

2014年 7/23 7/30 8/13 8/27 2015年 7/21 7/26 7/30 8/3 8/7

ｸﾏ♂ 67 30 11 1 ｸﾏ♂ 24 55 37 29 11

ｸﾏ♀ 51 51 19 10 ｸﾏ♀ 4 15 24 47 13

ｱﾌﾞﾗ♂ 33 25 16 0 ｱﾌﾞﾗ♂ 13 41 28 23 11

ｱﾌﾞﾗ♀ 7 45 12 1 ｱﾌﾞﾗ♀ 8 42 27 29 21

ﾋｸﾞﾗ♂ 29 12 4 1 ﾋｸﾞﾗ♂ 14 15 18 15 9

ﾋｸﾞﾗ♀ 14 20 3 1 ﾋｸﾞﾗ♀ 10 25 24 29 11
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まとめと考察 

１．	セミは土の中で過ごす幼虫期間が長いので棲息には土質と湿度が大きく影響する。	

２．	クマゼミは裸地で硬いところでも棲息しているが、ヒグラシは地上が枯葉や枝で覆われ、かなり

湿気を含んだ場所が必要である。アブラゼミは両者の中間といえるが人工造成地への適応力はク

マゼミに劣るようだ。	

３．	調査場所は相互に300m以内にあるにもかかわらず、3種の産卵場所はほゞ固定されている。鳴き

声から相互の飛来はあるようなので出現の有無は今後の調査に待ちたい。	

４．	自然災害に対してセミはどのような行動をとるのか？	

	 	 ２０１４年の異変の経験を踏まえ、今後はセミの自然災害予知能力についても考察しながら	

	 	 調査を続けていきたい。	
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川久保渓谷の水生昆虫 

	

森本静子（ひとはく地域研究員・NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）	

	

川久保渓谷は京都市西京区と大阪府高槻市の境界にあるポンポン山と釈迦岳を水源とする西水

無瀬川の渓流である。一帯に広がる森林地帯は川久保水源の森と呼ばれ、林野庁が選定する「全

国	 水源の森百選」に選ばれている。川久保集落を抜け、渓流沿いにポンポン山へのハイキング

道を 20 分ほど行くと高槻市が川から取水している川久保浄水場がある。水生生物科ではこの浄

水場付近で有志による調査を 2010 年 5 月 4 日から 2014 年 11 月 28 日まで計 20 回行った。調査

は毎回 3～４人で、約 1時間 30 分行った。その結果、きれいな水、ややきれいな水に棲息する

多くの水生生物を採集した。魚類ではカワムツ、タカハヤ、アマゴ、カワヨシノボリの 4種、甲

殻類はサワガニ、ニッポンヨコエビ、両生類はカジカガエル、ヤマアカガエルを採集している。

水生昆虫は特に多く、幼虫と成虫を合わせて 8目 53 科 147 種を採集した。幼虫の採集は手網

（メッシュ 2㎜）で、成虫は成虫採集用の網で浄水場だけでなくハイキング道沿いの草むらや木

の枝をスィーピングし、集落内の壁やフェンスなどにとまっているものを手で採集した。なお、

筆者は大阪府に棲息するカワゲラを成虫で調査しており、川久保渓谷でも単独でカワゲラの成虫

を主に採集した。その調査結果も含めているのでカワゲラの成虫の採集数が多くなっている。	採集した。その調査結果も含め 成虫の採集 が多くなっている。

“科および属の一種”の一種を省く。種数は 1としてカウントする。	
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水辺の鳥（魚を食べる鳥たち） 

	

高橋剛（NPO 法人シニア自然大学校研究部水生生物科）	

	

水辺で魚を捕る野鳥を見ることがあっても写真に撮る機会は意外に少ない。じっと観察してい

るとダイサギは長い首を利用して水面を見まわし瞬時に水中に頭を突っ込み魚をくわえた。コサ

ギは浅瀬の水の淀みで足先を小刻みに震わせている。コサギの黄色い指先が泥に埋まって行く･･

驚いて飛び出した魚やドジョウをくわえて一気に飲み込む。じっと待って魚を捕る鳥たちは多い。	

ササゴイは堰や魚道、川の中ほどの石の上などでピクリともせずじっと待って遡上してくる魚を

捕る。ゴイサギは浅瀬に入り影を作るようにじっと立ち、魚が寄って来ると捕まえる。アオサギ

も小高い所にじっと立ち獲物を待つことが多い。魚だけではなくカエルやザリガニも食べるので

サギのなかまは田圃でもよく見かける。カワセミは川の流れに突き出した木の枝に止まり、水中

の魚影を見つけると飛び込んで一瞬にして魚をくわえ、水しぶきと共に飛び出してくる。野鳥カ

メラマンの中にはこの一瞬を撮る醍醐味に嵌まってしまっている者も数多く居る。カンムリカイ

ツブリは結構長い時間水中に潜り、思わぬ所に浮かんで必ず沖へと向かって泳いでいく。捕った

魚を邪魔されずに飲み込む為だろうか。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

カワセミ：川の流れに飛び込みオイ

カワを捕って元の枝に戻って来た。	

高槻市桧尾川 2008.03.09	

水辺近くの木の枝にとまって	

カンムリカイツブリ：暫く潜ってい

たが･･魚を咥えて浮かんできた。	

京丹後市久美浜湾 2009.11.26	

コサギ：潮が引い

た干潟でハゼの

なかまを捕る。大

阪市海老江干潟

2013.04.28	

ダイサギ：堰の落

ち込みでじっと

待ち伏せしてや

っと捕まえたオ

イカワ。高槻市芥

川 2011.09.08	

ゴイサギ：浅瀬で

じっと待ち伏せ

してカワムツを

捕る。高槻市桧尾

川 2011.07.12	

ササゴイ：じっと

待ち伏せしてオ

イカワを捕る。枚

方市天の川河口

付近 2013.07.20	

	

コサギ：浅瀬を歩

き回りオイカワ

を捕る。高槻市芥

川 2008.02.23	

	
アオサギ：大きな

タイのなかまを

捕まえたが大き

すぎて、結局飲み

込むことができ

なかった。大阪市

海老江干潟

2009.09.02	

ダイサギ：コサギ

の漁場を横取り

しようと威嚇し

追い払おうとし

ている。	

アオサギ：貯水池

でドジョウを捕

る。ドジョウは頭

をくねらせて抵

抗するも…。高槻

市安満北の町

2011.09.08	
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・ ・ ・ 	 ・ り・ ・ る 	

カ 95  
 

 

あ の で地層を し 漂着物を って きました。	

	

 

層 という の海にあった地層で と の り しでできています。すごくはく

がありました。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	 い い な貝 がいっ いありました。 貝 も 見しました。 の が 貝 な

で っくりしました。 は 外と かったです。	
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	 漂着物を で いました。すごく ご ていました。海 の りがしました。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	 貝類 な に分 ました。海外から来たものがあって っくりしました。 物の も

ありました。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	 貝の がか ていたり うすくなっていたので 見分 るのに しました。調べたあと に

ました。	
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⑥完成 

・漂着物は海外からも来ることが分かりました。	

・恐竜時代にできた地層を見てすごいなあと思いました。	

・イカのこうらがくさかったです。	

・貝の種類を調べるのが大変でした。	
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博物館の に 動物 つどうヒトたち 

	

福井市自然史博物館骨格標本作製ボランティア 鈴木 （福井市自然史博物館）	

	

．博物館の に 動物 

はじめに 

福井市自然史博物館は、福井市の 市 の にある 立 「足 」の上に 博物館

である。1952 年に開館してから現在までの 3 年間、足 を に福井県の自然に する資料

を収集し、 、 活動を行ってきた。	

2013 年から、足 の の実 を らかにするために 5カ年 で「足 」を

実施している。今回、3年間行った 類の の を紹介する。	

	

 

 類の を らかにするために、自動 カメラ よびトラッ を用いた を行っ

た。	 	 	

	 自動 カメラを った 	

：2013 年 9 月～2014 年 8 月	

	 	 	 	 足 の環境が なる 10 に 1～2 間自動 カメラを し、 、 を

し、本 でカメラを する を 。	

	 	 	 本 ：2014 年 8 月～2015 年 8 月	

	 	 	 	 と がともに 大であった に 1年間カメラを 。	

	 アカネズミの 	

	 	 	 間：2014 年 9 月～11 月	

	 	 	 	 足 の環境が なる にシ ーマントラッ を し、アカネズミの を行っ

た。	

	 類の 	

	 	 	 間：2015 年 月～201 年 1 月	

	 	 	 	 か わなで 類（イタチ類、タ 、アライグマなど）を 。	

④	 目 	

	 	 	 間：2013 年 4 月～201 年 1 月（ ）	

	 	 	 	 などに目 した個体や （ 、足 、 ）を記 。	

 

15 の 類が された。このうち、2008 年に出 された福井市自然史博物館展示ガ

イド（ 下、展示ガイド）に されていないものは、在 のイ シシ よびニホンザル

と外 のシ リアイタチ よびアライグマの 4 である。一 、今回の では展示ガ

イドに されているニホンリスの を できなかった。	

	

め  

	 足 には、 ネ、ニホンテンなどを き で られる 類がほとんど してい

ることが分かった。しかし、ニホンリスが した がある。また、外 （アライグ

マ、 ク シン、シ リアイタチ）が して り、これらが在 に す は現時

では である。今 、足 の としての を するためには、 な環境

（ 、 、 など）の のほか、外 が在 に す を ら

かにして を施す がある う。	
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２．博物館につどうヒトたち－福井市自然史博物館骨格標本作製ボランティア（骨部） 

 

はじめに 

	 福井市自然史博物館では、2005 年よりボランティアを募集し、活動を行っている。現在は、昆

虫、植物、クラフト、骨格標本作製の４分野で活動が行われている。	

	 骨格標本作製ボランティア（通称：骨部）では、これまでにニホンアナグマ、ニホンザル、オ

オミズナギドリ、ニホンジカなどの交連骨格標本を作り、一部は大阪市立自然史博物館で開催さ

れたホネホネサミットにも出展した。今回は、鈴木が担当した 2013 年 4 月から 3年間の活動を標

本展示も交えて紹介する。	

 

活動内容 

① オサガメの解体（2013 年 12 月 4 日） 

	 福井県高浜町で打ち上がったオサガメの死体を梨木学芸員（当時）

と骨部の部員が回収。福井市自然史博物館に運び、解体した。	

	

② ニホンジカの骨格標本作製（2014 年 3 月～7 月） 

鈴木が担当した第 78 回特別展「どうやって決まるの？動物の大きさ

－ミジンコからクジラまで－」（2014 年 7 月 19 日～9月 23 日）でニホ

ンジカの大きさが環境によって変わることを伝えるため、北海道、本

州、屋久島産のニホンジカの交連骨格標本を作製し、展示した。	

 

③ 第 3 回ホネホネサミット（2014 年 10 月 12 日） 

	 第 1 回、2 回に引き続き、骨部は 3 回目も出展した。今回は、特別

展で展示したニホンジカの骨格標本 3 体のほか、カメの骨格標本など

を展示した。また、動物の足型作り体験を実施した。	

	

④	 アオウミガメの標本作り（2014 年 10 月 25 日）	

	 福井市自然史博物館の動物資料保存用の冷凍庫には、2012 年に福井

の海で大量漂着したウミガメが保管されている。この日は、冷凍庫の

スペースを少しでも空けるためにアオウミガメ 2 体を解剖し、標本化

作業を行った。	

	

⑤ ニホンカモシカの解体（2015 年 1 月 24 日） 

	 福井市内で保護され、動物園での治療の甲斐なく亡くなってしまっ

た特別天然記念物のニホンカモシカが博物館に運ばれてきた。屋内に

運びこむのが困難なため、まず屋外で解体作業を行った。	

	

⑥ 哺乳類の皮標本作り（2015 年 8 月 12 日） 

	 イタチ類、ニホンテン、アライグマなどの皮標本を作製した。特に

冬に死亡した個体は、皮下脂肪をたくさん蓄えているため、脂取りが

大変であった。	
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西宮市の海岸動物 

 

渡部哲也（西宮市貝類館） 

 

はじめに 

西宮市沿岸は阪神間では貴重な自然豊かな海岸が残されています。西宮市貝類館では夙川河口（香

櫨園浜・御前浜）および甲子園浜で、大阪湾生き物一斉調査をはじめとして例年 4 回の観察会を行っ

ています。これらの観察会で記録された海岸動物に加え、研究員による調査の結果をふまえて西宮に

どのような海岸動物がいるのかを紹介します。 

 

西宮の浜辺 

 夙川河口：現在では夙川河口の右岸を香櫨園浜、左岸を御前浜と呼ぶのが一般的です。かつては海

水浴場として賑わいましたが、現在は遊泳できません。河口の前に西宮浜という人工島ができたため、

河口からの水が外に逃げにくく、塩分濃度の低い海岸です。干潮時にできる干潟には踊るカニとして

有名なハクセンシオマネキが生息しています。 

 甲子園浜：夙川の東にあり、かつて存在した阪神パークという遊園地跡の一部が水没してできた場

所を含み、コンクリートの残骸が風化し、時を経て転石海岸のようになっています。東側には砂質干

潟が広がっており「浜甲子園鳥獣保護区」として保護されています。夙川とともに干潟の代表的な巻

貝であるウミニナが生息しています。 

 

海岸動物の特徴 

 大阪湾奥部であることから塩分濃度が低く、タカノケフサイソガニやウネナシトマヤガイなどがみ

られる内湾型の動物相です。また、コウロエンカワヒバリガイのような外来種が多いのも都市部の浜

辺に共通する特徴です。一方で近年ハクセンシオマネキなどの希少種も見られるようになりました。 

 

西宮の浜と海岸動物
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図１ 水族園に寄せられたスナメリの目撃場所 

瀬戸内海で出会った小さなクジラの仲間-スマスイのスナメリ調査- 

 

中村清美（須磨海浜水族園） 
 
はじめに 

スナメリは、クジラ目ハクジラ亜目ネズミイルカ科に属

する鯨類です。ハンドウイルカのような吻や背ビレはあり

ません。丸い頭をしており、背中には一条の隆起がありま

す。隆起の上には小さく硬いボツボツがたくさんあります。

日本における主な分布域は、仙台湾～東京湾、伊勢湾・三

河湾、瀬戸内海～響灘、大村湾、有明海・橘湾の 5 つの海

域です。須磨海浜水族園では、瀬戸内海東部海域に生息す

るスナメリを中心に調査研究活動を行っています。 

 

 

活動内容 

 瀬戸内海東部海域は、過去の調査で生息数が減少したと言われ

ている海域ですが、十分な調査研究は行われておらず、不明なこ

とが多く残されています。そこで、スナメリの実態を明らかする

ことを目的に、目視調査や死亡個体の調査、聞き取り調査など様

々な手法を用いて調査を実施しています。 

 目視調査では、船や陸上からだけでなく、ヘリや小型飛行機を

利用してスナメリの探索を行います。死亡個体調査では、海岸に

漂着したものや混獲個体などを対象に剖検を実施します。また、

聞き取り調査では、漁業者などの海事従事者から散歩をしている

一般の方まで海で出会った様々な人たちから目撃情報をはじめス

ナメリに関する情報収集を行います。 

 

 

まとめ 

これまでの調査データの蓄積により、瀬戸

内海東部海域には広い範囲にスナメリが生息

していることが確認できました。特に大阪湾

では関西空港周辺で、播磨灘では北部で、備

讃海域では荘内半島周辺で多く発見されてお

り、これらの海域はスナメリにとって何かし

ら重要な海域となっている可能性が考えられ

ます。今後、さらなる調査研究を続け、瀬戸

内海東部海域に生息するスナメリの生態を明

らかにするとともに、地域での啓発活動を実

施していく予定です。 

 

 

 

船からの目線 

上空からの目線 
 上空からの目線  

当日の様子 
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図 1 ピンセットの紹介展示 

ピン れ ピンセット れ し  

 

大（ 市昆虫 ） 
 
は に 

	 自 本を うにあたり、その 、 、その など、調 研究のための にはピンセ

ットは必 の道具である。 に我々自 ス ッ にとって、ピンセットは手の一部とい

っても ではない。	

	 者は、これまで 味と を 、200本 上のピンセットの を行っている。「 の ば」

ではそのうち 0本を手にとって 用することのできる状 で し、 を行った 図1 。	

	

	

ピン れ ピンセット れ し の 	

に したピンセットは、 に昆虫の 本 や などを行うための、精 な を行う 的

のもので、 は 100 円ショップで 入できるような なものから メーカーの なもの（お

よそ20 000円 度）のものまで ま まである。 なピンセットはス ス の時 用のものを

研究用に 用したもので、 りの精 や などに れた をもつ。たと ばス スの

の 素 のピンセットは、 のものを ぐ 度でかつ、 性や 性の に す

る耐 性をそな た ともい る である。	

	

ピンセットの 方	

ピンセットは「 なものが良いもの」ということは である。しかし、 用 を に入

れると、すべての がどんな にも なピンセットを使 ば良いというわけではない。なるべく

く、それ れの 的にあったものを選んでもらいたい。ピンセットの選び方の な要 は1 	形状（

みによる）、2 	先端の精度	 	素 ： 、耐 性、 性の有 など、4 	 、である。	
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ピンセットの手入れの仕方	

我々にとってピンセットをふくめた日常的に手の一部として使う道具は、手入れの仕方を心得てお

く必要がある。どんなに良い道具を持っても、使っているうちに傷んでしまったものを放置して本来

の性能を発揮することができなくなっては意味がない。ピンセットにおいては先端の形状と精度が使

用者にとって非常に重要で、誤って落とすなどして先端が曲がってしまうと思い通りに使うことがで

きなくなる。そのような時は紙やすりや砥石を用いてピンセットの先端を研ぐことによって、再調整

をすることができる。	

ピンセットの先端の調整は、油砥石（アメリカ産のアーカンサスストーンと呼ばれるものが最適）

を用いるか、市販の耐水ペーパー（粗研ぎ：#400～#800、仕上研ぎ：#1200～#2000）に潤滑油をつけ

ながら研ぐことで行うことができる（図2-4）。	

先端のかみ合わせ精度の悪い 100 円ショップのピンセットであっても、丁寧に先端を調整すれば数

千円もするピンセットと遜色ない使い心地になることは、ここだけの話である。	

	

	

	

	

おわりに	

ピンセットをふくめた道具の選び方や使い方を知ることは研究活動を「愉しむ」ための一つの要素

である。ピンセットをお持ちでない方は、まずは自分専用のものを一本所有し、大切に使ってみて欲

しいと思い、本稿をしたためた次第である。	

尚、先端調整の技術などより詳しいことは、日本昆虫学会の和文誌などに掲載するべく原稿を準備

中であるため、今しばらく俟たれたい。 

図2 ピンセットの研磨による先端の調整例 

図3 研磨によって調整したピンセットの先端；左：未調整、右：

調整済み（写っている昆虫は体長3mmのハネカクシ科の一種） 

図4紙やすりによるピンセットの研磨 
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とりのたまごコレクション 

	

浜口美幸	

 
市販されている鶏のたまごを集めています。	

2013年 7月から集め始め、現在200種くらい集まりました。	

【集め方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これから】集められるだけ集めていこうと思っています。 

① 売り場の写真をとる。 ② パッケージの写真をとる。 

③ たまごの写真をとる。 ④たまごの中身の写真をとる。 

① たまご標本を作る。 
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図 1 iga an 

図 2 に る  
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図 3 リ の  

http://gigapan.com/gigapans/1 4997 
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図 4 ス の

http://gigapan.com/gigapans/49310 
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図 5 タスマニア島における海鳥繁殖状況のモニタリング 

http://www.gigapan.com/gigapans/157825 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2041-210X.12339/full



編集後記

今年度で「共生のひろば」も１１年目を無事に終えることができました。当館の中核事業なので心の底からほっと

しています。はじまりから１０年が経過したこともあって、年度当初から会合の在り方が検討されていました。１０月ま

で検討が続きましたが結論は従来どおりの形式は中止に。理由は、職員が忙しくなって研究や新しい業務開発が

できない、高度化しすぎ、マンネリ化しているなど色々。さらに、昨年度から館の運営方針が変わり、個人がやりたい

業務だけを担えばＯＫとする、プロジェクト方式と称される先進的な業務管理体制となったことで、担当不在が発生

するなど、不幸にも色んな要因が重なりました。共生のひろばの段取り準備から、広報、まとめなど、時間がとられる

仕事なので、近視眼的な発想に従えば、研究者なら誰しも自発的に引き受けることはまず無いでしょう。そして、意

思決定できない状況が長く続き、多くの方から「今年は開催するのか？」、「分析の方法を相談したい」、「今年は○

○について発表したい」といったたくさんの声が寄せられました。標本を寄贈してくれている方、やる気満々のキッズ、

１年前から準備されている親子、一緒に共同研究している方、有益な観察情報やアドバイスを頂ける方、セミナーを

陰で助けてくれている方など、多くの市民科学者の方々によって当館の運営と自然史研究が支えられていることを

再認識させられました。こうした過程のなかで、中止を再考する議論が再燃し、多くの研究員の参画のもとで新たに

「共生のひろばプロジェクト」として位置づけ、広く一般に公募し、ポスター発表中心で交流を重視するスタイルでの

再スタートとなりました。おかげで、過去最高の参加者、来館者数を記録するほどの盛況ぶりで、すでに来年度の発

表に向けて準備しているとの声が各所から聞こえています。これが何よりの励みです。昨年度の編集後記には、「次

年度以降は、より多くの方が参画できる共生のひろばになるよう、新たな展開を模索」と宣言されており、なんとかこ

の公約が実現できたことが今年最大の成果です。引き続き、ひとはくの「共生のひろば」への応援と参加、そして叱

咤激励をよろしくお願いします。 

（共生のひろばプロジェクト代表 三橋弘宗） 

第１１回 共生のひろば 受賞者一覧 

口頭発表部門： 

館長賞： 相生湾の干潟のカニ調査 ／ 相生子ども里海クラブ あいおいカニカニ調査隊 

名誉館長賞： ありまふじ公園の生き物を観察する子ども講座「生態学実習」 ／ 中峰空・廣田編子（三田市

有馬富士自然学習センター）・佐々木一将・辻新太（講座受講生代表） 

ポスター部門： 

館長賞： 超巨大イヌワシの巣 ／ NPO 法人人と自然の会 カワセミの会 

名誉館長賞： プラナリアのかんさつ ／ 山崎伊織（京都市立岩倉南小学校） 

展示部門： 

館長賞： カメラは見た！ニュータウンの森のなかまたち ／ 中田一真（ごもくやさん生き物撮影係） 

名誉館長賞： こども植物画教室のとりくみ ／ 岸本美季・中嶋惠子・中瀬美絵（レモンリーフ） 
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