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小さな好きから　大きな夢中へ　ミュージアムパーク

自然博物館
ニュース

あっ！かわいい‼あなたはハンター？
　当館近くの河

 か せんじき

川敷でニホンイタチを見つけました。かわいい顔を

していますが，ネズミやカエルなどを巧
たく

みに捕
とら

えて食べるハンター

です。直接目にすることは少ないのですが，県内では水田や河川敷

など身近な環境に広く生
せいそく

息し，当館の野外施
 し せつ

設にも生息していま

す。土手に目を向けると，小型の猛
もうきんるい

禽類であるチョウゲンボウが見

つかりました。愛らしさと鋭
するど

さを合わせた表
ひょうじょう

情をもつハヤブサの仲

間で，こちらも軽
かろ

やかな飛
ひ

翔
しょう

で獲
え

物
もの

を捕える身近なハンターです。

　７月から開
かいさい

催する第75回企
 き かくてん

画展「狩
かり

−ハンターたちの研ぎ澄
す

まさ

れた技
わざ

と姿
すがた

−」では，チーターやオオカミ，ホッキョクグマといっ

た世界の肉食動物をはじめ，私
わたし

たちの身近に生息するさまざまな狩

りをする生きものにも注目して紹
しょうかい

介します。 （資料課　後藤優介）

　ニホンイタチ

チョウゲンボウ
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　自
 し ぜんけいちょうさ

然系調査研究機関連
れんらく

絡会議（N
ノ ル ナ ッ ク

ORNAC）は，日本

各地の自然を守るためにさまざまな調査研究や取組み

を行っている国や地方自治体の機関で構
こうせい

成されている

組
そ

織
しき

で，現
げんざい

在，54機関が加
 か めい

盟しています。それぞれの

機関の活動の成果を発表したり，自然環
かんきょうほぜん

境保全などに

関する情
じょうほうこうかん

報交換・情報共有をしたりする目的で，毎

年，「調査研究・活動事例発表会」と「連絡会議」が

開
かい

催
さい

されています。昨年11月，環境省自然環境局生物

多
た

様
よう

性
せい

センター，当館，茨城県霞
かすみがうら

ケ浦環境科学セン

ター，茨城県生物多様性センターの共催で，第21回自

然系調査研究機関連絡会議（NORNAC21）が茨城県

で開催されました。

調査研究・活動事例発表会

　「人と自然の共生を目指して」というテーマで，11

月29日（木）に当館で「調査研究・活動事例発表会」

が開催されました。国立環境研究所の角
かど や 

谷拓
たく

氏による

基
きちょう

調講
こうえん

演「湖
こしょう

沼・流域の生
せいたいけい

態系の評価とその保全−

霞ヶ浦を中心として−」では，霞ヶ浦の生態系の変化

や広域的な保全計画について，最前線の研究成果に基
もと

づき解
かいせつ

説していただきました。その後，生物多様性の

保全や外来種問題に関する最新の研究や取組みについ

て，25機関から７件
けん

の口頭発表と20件のポスター発表

が行われました。当館からも茨城県や栃木県の外来種

や希少種などに関する５件のポスター発表を行いまし

た。当日は全国各地から80名の専門家や関係者らが集

まり，会場では多くの質
しつもん

問が飛び交うなど，活気溢
あふ

れ

たものとなりました。

連絡会議

　翌日の30日（金）には，茨城県霞ケ浦環境科学セン

ターで，NORNAC加盟機関29機関43名が集まり，連絡

会議が開催されました。会議では，ホスト機関が茨城

県における外来種問題や希少種保
ほ ご

護に対する取組みの

ほか，昨年10月に開催された第17回世界湖沼会議の成

果などについて話題を提
ていきょう

供しました。また，連絡会議

終
しゅうりょうご

了後のエクスカーションでは，参加者がセンター内

の展
てん じ しつ

示室や研究室を見学しました。連絡会議は，茨城

県の環境問題や生物多様性保全の取組みをアピールす

るよい機会となりました。 （資料課　池澤広美）

特集 �
当館でNORNAC21「調査研究・活動
事例発表会」が開催されました！

発表会で茨城県の外来カマキリについてポスター発表する中川主任学芸主事

連絡会議で茨城県の外来哺乳類について話題提供する後藤学芸員

連絡会議終了後のエクスカーション

角谷拓氏による基調講演

当館職員の発表一覧

タイトル 発表者

霞ヶ浦における特定外来生物オオバナミ
ズキンバイ（アカバナ科）の生育状況

伊藤彩乃・小幡和男・宮本卓也・
豊島文夫・吉川宜治

茨城県妙岐ノ鼻におけるコケ植物相 鵜沢美穂子・杉村康司

茨城県における外来種ムネアカハラビロ
カマキリの記録

中川裕喜・櫻井　浩・井上尚武・
井上大成・西元重雄

栃木県における外来種マダラコウラナメ
クジの初めての記録

池澤広美・宇高寛子

茨城県つくば市におけるニホンジカの捕
獲および交通事故死の記録

後藤優介

※太字は当館職員
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　シリーズ「企
 き かくてん

画展ができるまで」の最後は，「展
てん じ 

示

製
せいさく

作から終
しゅうりょう

了まで」について紹
しょうかい

介します。

　企画展の実
じっしつてき

質的な展示製作は，企画展開始の約２週

間前から行います。設
せっけい

計した図面に基づき，展示施
せ

工
こう

業者による展示室内の壁
かべ

やケースなどの配置，大型ジ

オラマや模
 も けい

型の設置，展示室入り口の装
そうしょく

飾などの工事

からはじまります。その間に，企画展の担
たんとう

当メンバー

は，他館への資
し

料
りょう

借用や展示解
かいせつ

説パネルを製作しま

す。開
かいさい

催の10日前ごろ，大
だい き ぼ 

規模な工事が終わり，展示

室の形ができてくると，メンバーは展示物の陳
ちんれつ

列や解

説パネルの配置などをしていきます。解説パネルは基
き

本
ほん

的
てき

に展示解説書をもとに原
げんこう

稿を作成し，展示物にあ

わせて壁
へきめん

面に配置しますが，ケース内などに補
ほ じ ょ

助的な

パネルを置くこともあります。また，体験型展示の使

い方のパネル製作，安全に展示をご覧
らん

いただくための

表示作成や展示物固定なども行います。開催の３日前

ごろ，メンバーが最も緊
きんちょう

張する瞬
しゅんかん

間が訪
おとず

れます。館長

など多数の職員による展示室全体の最終確
かくにん

認です。そ

こでは，来館者の目線に立ち，説明や表示のわかりや

すさや安全性，より楽しめる工夫などについての指摘

があります。その指摘を受け，開催前日までより良い

展示を目指し，ときには夜遅くまでかかります。

　企画展開催初日には，オープニングセレモニーと内

覧会が行われます。セレモニーには，企画展の展示協

力者，当館の運
うんえい

営協力者やボランティアなどを招
しょうたい

待し

ています。セレモニーではチーフが企画展製作の思い

や見所を紹介し，内覧会ではメンバーが担当したコー

ナーで解説を行います。

　企画展は開催して終わりではありません。期間中，

チーフを中心にさまざまなメディアの取材を受けた

り，イベントを実
じっ し 

施したりして企画展を盛り上げま

す。また，日々の展示室の確認やメンテナンスもメン

バーが交
こうたい

替で行います。同時に，借用資料の返
へんきゃく

却の日
にっ

程
てい

調整，新たに製作した展示物の活用や収納場所の調

整なども行います。企画展を機に収集した資料や製作

物は，他館への貸出や常
じょうせつてん

設展に活用されることもあり

ます。2012年開催の第54回企画展「植物たちのSOS」

展で製作されたビッグ・レッドデータブックは，現
げん

在
ざい

も第５展示室に展示されています。会期終了後，展示

室の撤
てっしゅう

収作業，他館から借用した資料の返却が済
す

んで

はじめて，企画展が終了したといえるのです。

　全４回の「企画展ができるまで」のシリーズをとお

し，これまでと違
ちが

った目線で企画展を楽しんでいただ

ければ幸いです。 （資料課　中川裕喜）

企画展の展示製作から終了まで� 企画展ができるまで　４

　最近，テレビや新聞だけでなくい

ろいろな場面でアルファベット略
りゃく

語
ご

が使われるようになりました。以前

は，WC，PC，CD程
てい ど 

度でしたが，国
こく

際
さい

機関や会議・委員会などもほとん

どが略語になっています。UNICEF， 

WHO，NPO，ACEANなどは以前から 

あ る 略 語 で す が， 最 近 で はTPP，

APECなどもあります。これらはど 

うにか理
 り かい

解できるようにも思えます。

　このような略語はコンピュータの

略語だけで数百あるといわれていま

す。最近では，ネット世界のSNSが

よく使われ，AIは人工知
 ち のう

能，IoTは「モ

ノのインターネット」と訳されます

が，会話の中で使われると訳がわか

らない状
じょうきょう

況です。このような略語

は，今後も増
ふ

えていくのでしょう。

　博物館関連ではICOM（国際博物

館会議）がありますが，それぞれの

博物館にも略語があります。茨城

県自然博物館の略語はINM（Ibaraki 

Nature Museum）で，当館に収
しゅうぞう

蔵さ

れているすべての資
しりょう

料は，この略語

と番号が付けられて保
 ほ かん

管されていま

す。

イラスト：小泉美絵（ミュージアムコンパニオン）

アルファベット略語について� 館長コラム　by director YOKOYAMA

展示室の壁面を立てる工事 第74回企画展　恐竜骨格の組み立てのようす
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　「西の吉
よし の 

野，東の桜
さくら

川
がわ

」という桜の名所を表す言葉

があります。これは，八代将
しょうぐん

軍・徳
とくがわよしむね

川吉宗が吉野と桜

川のサクラを玉
たまがわじょうすい

川上水に植えたことが由
 ゆ えん

縁といわれて

います。桜の名所として多くの人が知る奈良県吉野山

と肩
かた

を並
なら

べる名所が茨城県桜川市にあります。

　桜川の桜は，日本の植物学の基
き そ

礎を築
きず

いた三
 み よし

好学
まなぶ

が

調
ちょうさ

査し，櫻
さくらがわ

川磯
いそ べ 

部稲
いなむら

村神社の参道を中心とした区
く

域
いき

が

国の名勝「桜川（サクラ）」として指定され，さらに

国の天然記念物「桜川のサクラ」としても追加指定さ

れました。しかし，現
げんざい

在桜川のサクラは徐
じょじょ

々に衰
すいたい

退し

枯
こ

損
そん

もみられ，地域住民や桜川市は，名勝・天然記念

物を中心にサクラの保
 ほ ぜん

全活動に取組んでいます。

　保全活動を行うためには，正
せいかく

確な現
げんじょう

状を知る必要が

あります。しかし，桜川においてサクラの種類の調査

はこれまで行われていませんでした。そこで，指定域

を含
ふく

む一帯のサクラの種類について，森林総
そうごう

合研究所

の勝
かつ き 

木俊
とし お 

雄博士が中心となり，桜川市や当館が共同で

調
ちょうさ

査を実
じっ し 

施しました。

　調査は，名勝・天然記念物の指定域に加え，隣
りんせつ

接す

る櫻川磯部稲村神社および磯部桜川公園を含むサクラ

が植
しょくさい

栽されている一帯で行いました。「神社」，「参道」，

「指定域内公園」，「指定域外公園」の区域ごとに個
こ

体
たい

番号を付け，2018年４月に合計492個体について，花

および若葉の調査を行いました。また，同年６月に成

葉の調査を行いました。

　調査の結果，①カンヒザクラ（参道と指定域外公園

に２本），②エドヒガン（指定域外公園に３本），③ヤ

マザクラ（全域で223本），④カスミザクラ（全域で28

本），⑤オオヤマザクラ（指定域外公園に１本），⑥オ

オシマザクラ（指定域外公園に１本），⑦サトザクラ

（神社と指定域外公園に17本），⑧マメザクラ×エドヒ

ガンの雑
ざっしゅ

種（神社と指定域外公園に２本），⑨エドヒ

ガン×ヤマザクラ×オオシマザクラの雑種（指定域内

外公園に45本），⑩ヤマザクラ×カスミザクラの雑種

（全域で85本），⑪エドヒガン×オオシマザクラの雑種

（全域で85本：すべてソメイヨシノ）でした。桜川市

の国の名勝・天然記念物を含む指定域一帯のサクラの

種は，野生種・雑種・栽
さいばい

培品種を含めて11種類を確認

できました。

　このなかで，③ヤマザクラ×④カスミザクラ，⑩ヤ

マザクラ×カスミザクラの種間雑種は，この地域に自

生していた個体に由来し，これら以外の種類は外部か

ら持ち込
こ

まれたものと考えられます。これからは，自

生種を本来の名勝・天然記念物の対象と認
にんしき

識し，保全

を図っていく必要があると考えています。

 （教育課　日向岳王）

桜川のサクラ� 研究報告１

　春の訪
おとず

れを告げるツクシ。みなさ

んも小さい頃
ころ

に摘
つ

みとって遊んだこ

とがあるのではないでしょうか。見

た目も可
 か わい

愛らしく私
わたし

たちになじみ深

い植物ですが，実はとても面白い

生
せいたい

態をもっているのです。

　「ツクシ誰
だれ

の子スギナの子」と唱
うた

われるように，ツクシの正体は「ス

ギナ」というトクサ科のシダ植物で

す。スギナは地上に，胞
ほう し 

子を飛ばす

ための胞
ほう し けい

子茎（ツクシ）と栄養を取

り入れるための栄
えいようけい

養茎（スギナ）の

２種類の茎を出します。十分に成長

したツクシの先
せんたん

端をポンポンとたた

くと緑色の胞子が出てきます。スギ

ナはタネではなくこの胞子で子孫を

残しています。

　ツクシのそばにスギナを見つけた

ら根元の土を掘
ほ

り返してみてくださ

い。地面の下で繋
つな

がっているようす

が見られるはずです。

　ツクシの花言葉のひとつは「驚
おどろ

き」

です。何気ない場所でひっそりと背

を伸
の

ばすツクシの驚きの生態をぜひ

確かめてみてください。

 （ミュージアムコンパニオン：栗崎香菜）

ツクシ

春の小さな驚き−ツクシのおはなし−� 小さな発見−ミュージアムコンパニオン−

名勝・天然記念物指定域の分布「桜川のサクラ」指定の記念碑
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　2018年６月に早
わ せ だ

稲田大学で開
かいさい

催された「6th Turtle 

Evolution Symposium（第６回国
こくさい

際カメ進化シンポジウ

ム）」で，茨城県の那
 な か みなとそうぐん

珂湊層群から発見された中生代

白
はく あ　き 

亜紀のスッポン類化石について発表を行いました。

　那珂湊層群は，白亜紀の海底で堆
たいせき

積した地
 ち そう

層で，茨

城県ひたちなか市の太平洋岸に分
ぶん ぷ 

布しています。この

地層からは殻
から

が立体的に巻
ま

いた「異
いじょう

常巻きアンモナイ

ト」などの化石が発見されており，茨城県の天然記念

物および県立自然公園として保
ほ ご

護されています。

　私たちは2017年に，これまで那珂湊層群から発見さ

れた翼
よくりゅうるい

竜類，モササウルス類，スッポン類の骨
こっかく

格化石

について記
 き さい

載を行いました（加藤ほか，2017）。しかし 

ながら，このスッポン類の化石は転石（地層からはず

れていた石）から発見されたものであったため，那珂

湊層群から産出した化石として研究を進めるには，地

層から新しくスッポン類の化石を発見する必要があり

ました。

　そこで私たちは関係当局から特別な許
きょ か 

可を得て，那

珂湊層群において発
はっくつちょうさ

掘調査を行いました。その結果，

２個
こ

の新たなスッポン類の化石と分類不明の骨片を地

層中から発見することができました。２個のスッポン

類化石はいずれも肋
ろくばん

板という背
 せ なか

中の甲
こう ら 

羅の一部の骨
ほね

で

す。粗
あら

い虫食い状
じょう

の彫
ちょうこく

刻が表面に発達し，鱗
りんばんこう

板溝とい

う特
とくちょう

徴が見られないことから，スッポン科であると判
はん

断
だん

できます。大きな標本からは，このスッポン類の甲

長が約80cmであったと推定されます。白亜紀後期の

日本にこれほどの大きさのスッポン類が生息したとい

う，古生物地理学的に新たな知見を得ることができま

した。

　また，確
かくじつ

実に那珂湊層群から産出したスッポン類の

化石が得られたことで，この地層から中生代白亜紀の

陸生動物の化石を発掘できる可
 か のうせい

能性が示
しめ

されました。

那珂湊層群は海底で堆積した地層ですが，スッポン類

は淡
たんすい

水から汽
 き すい

水に生息する動物であるため，スッポン

類の骨格は死後に河
 か せん

川の流れや水中土石流などで海底

に運
うんぱん

搬されたものであると考えられます。これは，恐
きょう

竜
りゅう

のような当時陸上に生息していた動物の化石も，那

珂湊層群から発見される可能性があることを示してい

ます。今後も発掘調査を継
けいぞく

続することで，いつか茨城

県から恐竜化石が見つかる日が来るかもしれません。

第74回企
 き かくてん

画展「体験！発見！恐竜研究所−ようこそ未

来の研究者−」では，これらのスッポン化石を含
ふく

む那

珂湊層群で発掘された化石を展示しています。ご覧い

ただけますと幸いです。 （資料課　加藤太一）

中生代白亜紀のスッポン化石� 研究報告２

　今回は，2018年に繁
はんしょく

殖に力を入れ

た「ゲンゴロウ」について紹
しょうかい

介しま

す。

　ゲンゴロウの成虫は背が光
こうたく

沢のあ

る緑色をしており，水中をスイスイ

と泳ぎ回り，たまにお尻
しり

の先を水上

に出して呼
こ

吸
きゅう

をする姿
すがた

が可
 か わい

愛らしい

水生昆
こんちゅう

虫です。４月に展
てん じ すいそう

示水槽内で

産
さんらん

卵をしました。産卵は前年にもあ

りましたが，その後幼
ようちゅう

虫期に死んで

しまったので，今回こそは成虫まで

育てたいという思いがありました。

　そこで，共食いを防
ふせ

ぐために１匹
ぴき

ずつケースを分け，旺
おうせい

盛な食
しょくよく

欲に合

わせて餌
えさ

を十分に与
あた

え，水をきれい

に保
たも

ち，蛹
よう か 

化・羽化専
せんよう

用のケースを

つくるなど，多くのことに注意をし

て飼
 し いく

育を続けました。幼虫は脱
だ っ ぴ

皮を

繰
く

り返し，土中でさなぎになった後

７月，無事成虫になり土から這
は

い出

してきました。

　成虫になったゲンゴロウは現
げんざい

在，

円柱型水槽において展示しています

ので，ご来館の際
さい

はぜひご注目くだ

さい。 （水系担当　佐藤まなみ）

蛹化のために土にもぐる幼虫

博物館生まれのゲンゴロウ� おさかな通信

新たに発見されたスッポン類化石（左上，左下）と分類不明骨片（右下）那珂湊層群がみられる海岸
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コティラン

　第73回企
 き かくてん

画展「くだもの展」では，普
 ふ だん

段見ることが

少ない，果物の花の「さく葉
よう

標本」（押
お

し葉標本）を

　収
しゅうしゅう

集し，展
てん じ 

示しました。各地の植物園や果
か じ ゅ え ん

樹園に協力

していただき，２年間かけて，果物の花を中心に約50

種類の標本を作
さくせい

製しました。開花の期間が短かった

り，強風で，花が散ってしまったりと，よい標本の採
さい

集
しゅう

には時間と労力がかかりました。通常のさく葉標本

は，乾
かんそう き 

燥機を使うことで，比
 ひ かくてき

較的短時間で作製できま

す。しかし，今回は，吸
きゅうしつ

湿シートにサンプルを挟
はさ

み，

圧
あつりょく

力を加えながら，丁
ていねい

寧に水分を取り除き，色をきれ

いに残す努力をしました。１つの標本作製につき，２

週間ほどの時間がかかっています。標本が変色してし

まい，次年度に作り直したものもあります。努力のか

いがあり，美しい標本を作り上げることができまし

た。写真とさく葉標本を照らし合わせながら，果物の

意外な一面をご覧いただけたのではないでしょうか。

　現
げんちちょう さ 

地調査を重ねて標本を作製したことは，貴重な資

料収集の機会になりました。これだけ多くの果物の花

のさく葉標本を所蔵している博物館はほかにないと思

われます。作製したさく葉標本は大切に整理，保
ほ

管
かん

し，広く活用したいと考えています。

 （資料課　豊島文夫）

果物の花のさく葉標本� 収蔵品紹介

ホーホケキョのひみつ なるほど博物館
いばレックスとコティランが自然に関する情報を

わかりやすくお伝えします。

あ！ウグイスが鳴
な

いてる！もうすぐ春
はる

が

くるんだね〜。

あぁ，きれいな声
こえ

で鳴いているね。  

どうしてウグイスは春になると「ホーホ

ケキョ」って鳴くか知
し

ってるかい？

う〜ん…なんでだろう？  

温
あたた

かくなって，うれしくて鳴いてるのかなぁ。

実
じつ

はね「ホーホケキョ」の鳴き声は「さえずり」

といって，繁
はんしょくき

殖期のオスがメスにアピールするた

めに鳴いているんだ。ほかにも，自
 じ ぶん

分のなわばり

に入
はい

ってきたオスに対
たい

して，「ここは自分のなわ

ばりだ」というアピールにもなっていて，出
で い

入り

を禁
きん し 

止する信
しんごう

号の役
やくわり

割ももっているんだよ。

そうだったのか〜。  

じゃあオスしか「ホーホケキョ」って鳴かないん

だね。

そうだね。ほかの鳥
とり

のなかまをみても，ほとんど

はオスしかさえずりをしないんだ。でも，鳥たち

はなかまとコミュニーションをとるために「地
じ

鳴
な

き」とよばれる鳴き声も使
つか

っていて，オス，メス

に関
かんけい

係なく鳴き交
か

わしているよ。ちなみに，ウグ

イスは「チャッ　チャッ」って鳴くよ。

さえずりはどの鳥もするの？

いやいや，すべての種
しゅ

の鳥たちがみんなさえずり

をしているわけではないんだ。ウグイスなどの，

鳴
めいきんるい

禽類とよばれるスズメ目
もく

のなかまの鳥たちは，

きれいな声でさえずりをするよ。身
 み ぢか

近にいるハシ

ブトガラスは，たくさんのパターンの地鳴きを使

い分
わ

けているんだって。

ほかの鳥の鳴き声も聞
き

いてみたくなっちゃった。

探
さが

しにいってみよう！

 （教育課　加倉田学）

いばレックス

ウグイス

イラスト：ツク之助

くだもの展での標本の展示のようす 果物の花の「さく葉標本」

ホ〜ホケキョ〜
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○放送設備の更新＆トイレの洋式化

　2018年12月に博物館全体の放送設
せつ び 

備の更
こうしん

新を行いま

した。

　開館当時の設備を毎年点
てんけん

検しながら使用していまし

たが，非
ひじょう

常用放送（災
さいがい

害時に使用）も兼
か

ねているこの

設備，「何かあってからでは遅
おそ

い！」ということで，

今回の更新となりました。さらに，放送がより聞こえ

やすくなるように，既
 き そん

存設備の更新に加えて屋外ス

ピーカーを増
ぞうせつ

設しました。「前より放送が聞こえやす

いな」と感じてもらえたら大変うれしいです。

　また，トイレの洋式化も進めています。予算の関係

上，すべてを一度に改
かいしゅう

修とはいきませんが，順次実
じっ

施
し

しております。2015年度から改修をすすめ，2018年度

は第３展
てん じ しつ

示室（自然のしくみ）奥
おく

のトイレと自然発見

工
こうぼう

房のトイレの改修を実施し，これまでに全体の約８

割の洋式化が完
かんりょう

了しました。幼
よう じ 

児用の補
 ほ じょ

助便
べん ざ 

座も設置

しましたので，ぜひご利用ください。

　今後も，みなさんに快
かいてき

適にご利用いただける博物館

を目指して，施
 し せつ

設設備のメンテナンス・改修を行って

いきます。 （管理課　大 昌幸）

○野外プログラムが更新されます！

　2019年４月から，野外施
 し せつ

設に設
せ っ ち

置されている看
かんばん

板を

活用したプログラムがリニューアルされます。今回は

新たに，クイズ看板を活用した「野外クイズに挑
ちょうせん

戦Q

＆A」と，自然観察ノート看板を活用した「野外自然

探
たんけんたい

検隊！」の２つのプログラムを更新する予定です。

　「野外クイズに挑戦Q＆A」は三択
たく

クイズ形式になり

ます。新たな内
ないよう

容の問題を加えて全20題に厳
げんせん

選しま

す。館内や自然発見工房に設置されている専
せんよう

用のパン

フレットを手に，地図に表記された看板を探
さが

しながら

挑戦してみてください。

　「野外自然探検隊！」は穴
あな

埋
う

め形式になります。マ

ンモスコース，大地コース，白鳥コースの３コースを

用意しています。地図を頼
たよ

りに看板を探し，そこに書

かれている内容をヒントにしながら問題に答えます。

　どちらのプログラムも，自然発見工房を出発して野

外施設を回った後，再
ふたた

び自然発見工房に戻
もど

り，博物館

オリジナル認定印を押
お

してゴールとなります。

　多くの方の挑戦をお待ちしております！

 （教育課　西元重雄）

○博物館の周辺にイノシシ出現

　イノシシは茨城県では八
 や みぞさん

溝山や筑
つく ば さん

波山周辺など，山

地を中心に広く分
ぶん ぷ 

布しています。昭和40年代には強い

狩
しゅ

猟
りょうあつ

圧や伝染病の流行などが原
げんいん

因と考えられる個
こ

体
たい

数

の減
げんしょう

少がありましたが，近年は徐
じょじょ

々に分
ぶん ぷ 

布域
いき

が拡
かく

大
だい

し，山沿
ぞ

いの水田を中心に平野部でも農業被
 ひ がい

害が発生

しています。しかしながら，当館は茨城県の南
なんせいたん

西端に

位置し，周辺は田んぼや耕
こうさく ち 

作地などの開けた環
かんきょう

境が多

く，また住
じゅうたく

宅も点
てんざい

在する地域であることから，イノシ

シが生息する場所という認
にんしき

識はありませんでした。

　しかし，2016年秋ごろより，当館の周辺でも畑に付

いた足
あしあと

跡や，住民による目
もくげき

撃などの情
じょうほう

報が入り始めま

した。被
 ひ がい

害の拡
かくだい

大や人身被害防
ぼう し 

止のため坂東市により

対策が進められた結果，2017年９月から2018年８月に

かけて計７頭のイノシシが捕獲されました。現
げん じ てん

時点で

博物館周辺における生息頭数や侵
しんにゅうけいろ

入経路は分かってい

ませんが，捕
 ほ かく

獲された個体にメスの成
せいじゅう

獣や１歳未満の

幼獣も含
ふく

まれていることから，既
すで

にこの周辺で繁
はん

殖
しょく

し，定着していると考えられます。今後，新たな住民

となったイノシシとの付き合い方を考えていく必要が

ありそうです。 （資料課　後藤優介）

トピックス

増設した屋外スピーカー（リスの目タワー）

クイズパンフレット用看板サンプル

畑に残されたイノシシの足跡
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ミュージアムパーク茨城県自然博物館は，誰もが親しめ，誰もが楽しめるア・ミュージアム（アミューズメント＋ミュージアム）をめざしています。

企画・編集：ミュージアムパーク茨城県自然博物館企画課／発行2019年３月15日
〒306-0622 茨城県坂東市大崎700番地 TEL0297-38-2000 FAX0297-38-1999
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ミュージアムパーク茨城県自然博物館友の会

入館料が無料＆限定イベント多数！

家族会員　　 4,000円　 個人会員　　3,000円

子ども会員　 1,000円　 賛助会員　 10,000円

※特典　イベントへの参加，ショップ・レストランでの割引

　新しい展
てん

示
じ

ガイダンスシステム「ポケット学芸員」

を導
どう

入
にゅう

しました。このシステムは，スマートフォンや

タブレットなどの端
たんまつ

末に，ポケット学芸員のアプリ

ケーションをダウンロードしていただくことで利用で

きます。使い方は，ダウンロードしていただいたアプ

リケーションを起動した後，表
ひょうじ

示される施
 し せつ

設から当館

を選び，館内展示に添
そ

えられている専用の番号を入力

するだけです。テキストや音声，画
 が ぞう

像，動画による

情
じょうほう

報を得ることができます。普
 ふ だん

段，学芸員とともに館

内を見て回る機会は多くないと思います。しかし，こ

のポケット学芸員をご利用いただくことで，まるで学

芸員から説明を受けているかのように，展示について

の基
き そ

礎知
 ち しき

識や専門情報，補
 ほ そく

足情報などを知ることがで

きます。

　現
げんざいかいさい

在開催中
ちゅう

の第74回企
 き かくてん

画展「体験！発見！恐
きょうりゅう

竜研究

所−ようこそ未来の研究者−」の展示室内でも，期間

限
げん

定
てい

でポケット学芸員が使用できます。展示室内のパ

ネルや展示解
かいせつしょ

説書にも載
の

っていないような情報もある

かもしれません。

　また，当館のポケット学芸員は，今後英語版
ばん

コンテ

ンツも公開する予定です。より多くの方々に，当館の

魅
み

力
りょく

を発信することができるようなシステムとして今

後もコンテンツの更
こうしん

新を続けていきます。

　ポケット学芸員は当館以外の博物館などでも使えま

すので，ぜひ博物館巡
めぐ

りのおともとして使ってみてく

ださい。 （資料課　 野朋子）

「ポケット学芸員」を導入しました

［入館料］

区　分
本館・野外施設 野外施設

のみ
年間

パスポート企画展開催時 通常時

一　般 740円
（600円）

530円
（430円）

210円
（100円）

1,540円
満70歳以上 370円

（300円）
260円

（210円）
100円

（50円）

高校・大学生 450円
（310円）

330円
（210円）

100円
（50円） 1,030円

小・中学生 140円
（70円）

100円
（50円）

50円
（30円） 310円

※（　）内の数字は，20名以上の団体料金です。
※ 県外の学校団体は，児童生徒数にかかわらず団体料金が適用されます。
次の日は入館料が無料です。
●５月４日（みどりの日）　　 ●６月５日（環境の日）
●11月13日（茨城県民の日） ●３月20日（春分の日）
●高校生以下の児童・生徒は毎週土曜日
　（ただし，春・夏・冬休み期間中を除きます。）
●高齢者（満70歳以上）
　 １月，４月，７月の第３土曜日，９月15日〜９月21

日（老人週間）（ただし，休館日を除きます。）

［休館日］
●毎週月曜日

※ ４月29日（月），５月６日（月）は開館し，５月７日
（火），５月８日（水）は休館となります。

編集後記

　毎号編集会議を行い，執筆者と相談しながら誌面を作り

ますが，その過程が一番面白いです。裏話満載です。いろ

いろな話を聞いて，館内や野外を歩くといつもの道も景色

が変わって見えます。視点を変え，視野を広げるとこんな

にも面白い世界に出会えるんだなあと感じます。 （S.F.）

［交通案内］ 〈車ご利用の場合〉
●常磐自動車道谷和原ICから20分
●圏央道坂東ICから25分

〈鉄道・バスご利用の場合〉
●東武アーバンパークライン（野田線）愛宕駅下車 

〜茨城急行バス「岩井車庫行き」乗車 
〜「自然博物館入口」下車，徒歩10分

●つくばエクスプレス，関東鉄道常総線守谷駅 
下車〜関東鉄道バス「岩井バスターミナル行き」 
乗車〜「自然博物館入口」下車，徒歩５分

※事前に発車時刻等をご確認ください。

［開館時間］
9：30から17：00まで

（入館は16：30まで）

※ペット，遊具，テー

ブル，椅子及びテン

ト等のお持ち込みは

ご遠慮ください。

左：展示室内での表示　中央：ナンバー入力画面　右：ポケット学芸員ダウンロード用QRコード
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