
　ミュージアムパーク茨城県自然博物館は
今年の11月で開館30周年を迎えます。当館
所蔵の標本や、イベントなどの写真を組み合
わせて「30」の文字を表現しました。
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企 画 展 紹 介

第91回
企画展

ミュージアムパーク30年のありったけ
̶ いつも茨城県自然博物館はおもしろい！ ̶
30th Anniversary, Special Exhibition  -Amazing world of Ibaraki Nature Museum-

会期／2024年11月２日（土）～2025年６月１日（日）

　当館は今年の11月に開館30周年を迎えます。
　今回の企画展は、開館30周年を記念して通常の約2倍の期間で行います。
　テーマはズバリ「ミュージアムパーク30年のありったけ」。当館の30年の歩みを振り返るだけでなく、「当館のお
もしろさ」にスポットをあてたコーナー展示を計画しています。見るだけでなく、触ったり、体験したり、投票したり
と全身で楽しめる企画展です。ぜひお楽しみに！ （教育課　佐藤一康）

30周年記念企画展のマークを作成しました。
　数字の「30」は当館のシンボルである松花江マンモスの頭と
牙をモチーフにしてデザインしています。
　そして、「INM」は当館を英語で標記した「IIbaraki NNature 
MMuseum」の頭文字です。当館の30周年企画展にふさわしい
カッコいいマークができました。
　企画展では、このマークが随所で登場することになります。
探してみてね！

とにかく大きい 1枚の葉☆ 30周年企画展のシンボルマーク☆

　普段なかなか見ることができな
い植物・動物・地学の各研究室選
りすぐりの収蔵資料を並べる「ベス
トセレクション」のコーナーは、迫
力満点です。また、今までの企画展
では実現できなかった、いろいろな
分野の標本の並びもこの企画展な
らではといえます。お楽しみに！

☆ベストセレクション☆

①アキタブキ（上）とオニバス（左下）、②カルノタウルス、③セイタカダイオウ、
④ダイオウイカ

①

② ③

④

Aミュージアムパーク30年のありったけにようこそ！
Bミュージアムパーク30years メモリー
Cベストセレクション
Dミュージアムパークの植物分野はおもしろい！
Eミュージアムパークの動物分野はおもしろい！
Fミュージアムパークの地学分野はおもしろい！
★ カムバック！懐かしの企画展体験コーナー

Gミュージアムパークからとび出す学びはおもしろい！
H さわってわかる自然の姿もおもしろい！
I ミュージアムパークではたらくのはおもしろい！
J 未来のミュージアムパークもおもしろい！

☆予定しているコーナー☆

２月22日から展示物の２月22日から展示物の
大幅リニューアルがあるよ！大幅リニューアルがあるよ！
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特集 ━博物館職員の活動日記⑤

みなさんは、当館の目の前に広がる菅
すが

生
お

沼
ぬま

を訪
おとず

れた
ことはありますか？
菅生沼は、東西に最大0.6km、南北に約5km、面積

が約232ha の細長い沼で、反町提の北側を上沼、南側
を下沼とよびます。沼には飯

いい

沼
ぬま

川
がわ

、江
え

川
がわ

、東
ひがし

仁
に

連
れ

川
がわ

が
流入し、約3km下流で利根川と合流しています。
冬季には、越

えっ

冬
とう

のために飛来したカモ類やコハク
チョウを数多く観察することができます。また、ヨシ
やマコモなどの植物群落が広がり、環

かん

境
きょう

省
しょう

で絶
ぜつ

滅
めつ

危
き

惧
ぐ

Ⅱ類
るい

に分類されたタチスミレやトネハナヤスリなどの
希少な植物も生育しています。そのような豊

ゆた

かな自然
環境から、菅生沼は茨城県最大の自然環境保

ほ

全
ぜん

地
ち

域
いき

に
指定されています。
当館では、ホームグラウンドともいえる菅生沼で、

野鳥や植物の観察会など教
きょう

育
いく

普
ふ

及
きゅう

のイベントを実
じっ

施
し

す
るとともに、自然共生や生物多

た

様
よう

性
せい

の保全的な立場で
調
ちょう

査
さ

研究を行っています。
私
わたし

は、菅生沼にはどのような魚類が生息しているの
かを把

は

握
あく

するために、主に上沼で調査を進めています。

調査方法としては、小
こ

型
がた

定
てい

置
ち

網
あみ

と通
つう

称
しょう

“ ガサガサ ”と
よばれるタモ網を使って採

さい

集
しゅう

し、定期的に観察を行っ
ています。沼の底には泥

どろ

が多く堆
たい

積
せき

しており、足がは
まって動けなくなってしまう危

き

険
けん

性
せい

もあります。その
ため、棒

ぼう

でつついて安全を確
かく

認
にん

し、必ず複
ふく

数
すう

人
にん

で調査
しています（調査の際は、各規則に従うとともに、内
容に応じて漁業協同組合の同意や県の特別採捕許可な
どが必要です）。
調査の途

と

中
ちゅう

段
だん

階
かい

ですが、数多くのモツゴやタモロコ、
ほかにも外来種のタイリクバラタナゴやヨコシマドン
コなどの魚類を確認しました。 本調査の実施にあた
り、アクアワールド茨城県大洗水族館、茨城大学など
多くの皆

みな

様
さま

からご協力いただいています。
調査をしながら菅生沼の自然環境に触

ふ

れ、そこで生
きる生きものの尊

とうと

さや魅
み

力
りょく

を実感しています。菅生沼
は陸地化が進み、総

そう

面
めん

積
せき

に対する水面の割
わり

合
あい

は20％以
下となっています。これからも調査を続けて現

げん

状
じょう

を把
は

握
あく

し、過去との変化を捉
とら

え、そして未来へ向けてどの
ように行動すべきかを考えていきたいと思います。

（教育課　北澤佑子）

私
わたし

が館長に就
しゅう

任
にん

した平成28年度には、入館者数は年間40万人でした。２年目、平成29年度の当館
の入館者数は動く恐

きょう

竜
りゅう

展
てん

示
じ

の更
こう

新
しん

もあり50万人を超
こ

え、開館直後の平成7年度につぐ記録となりまし
た。令和元年度は３月に新

しん

型
がた

コロナウイルス蔓
まん

延
えん

により入館の自
じ

粛
しゅく

がはじまりましたが、就任以来最高の入館料収
しゅう

入
にゅう

が
ありました。しかし、入館者数は予想していた52万人には達せず49万人を下回りました。コロナの影

えい

響
きょう

とはいえ、予
想より下回ったことに責

せき

任
にん

を感じた時でした。　
　４年前にかつて私も大変お世話になった国立科学博物館の林館長が退

たい

任
にん

されました。多くの新しい事業をつくり出さ
れ、年間300万人近くの入館者数を達成し、８年の役

やく

割
わり

を終えられました。多くの人から継
けい

続
ぞく

して欲
ほ

しいとの意見があ
りましたが、「マンネリ化を避

さ

けるため」として退任されました。私は現
げん

在
ざい

、野外整
せい

備
び

や企
き

画
かく

展
てん

などの館内事業の進行状
じょう

況
きょう

の指
し

示
じ

、賛
さん

助
じょ

会
かい

員
いん

の募
ぼ

集
しゅう

なども行っていますが、マンネリ化してはいないかと考えることもあります。今年度は、入
館者数が50万人を超えることが予想され、開館30年という節目を迎

むか

えます。私も館長に就任してまもなく10年。歴
代の館長たちもこのタイミングで交代していました。私もそろそろバトンを引き継ぐべきかなと感じています。

採集した外来種のヨコシマドンコタモ網での調査のようす
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みなさんは、茨城県で最も漁
ぎょ

獲
かく

量
りょう

の多い魚を知っていますか。それは、イワシ類です。
茨城県は、イワシ類の漁業が盛

さか

んで2022年現
げん

在
ざい

、日本で１番の漁獲量を誇
ほこ

っています。
それは、一体なぜでしょうか。その秘

ひ

密
みつ

は、海流にあります。
茨城県沖には、海の深いところにある栄養豊

ほう

富
ふ

な冷たい海流の親
おや

潮
しお

と栄養に乏
とぼ

しい温
かい海流の黒

くろ

潮
しお

がぶつかりあってできる潮
しお

目
め

があります。潮目は、水温や栄養の条
じょう

件
けん

な
どでプランクトンの発生と増

ぞう

殖
しょく

に適
てき

した環
かん

境
きょう

になります。そのため、それをエサとするイ
ワシ類をはじめとする小さな魚類やさらに大型の魚類が集まります。それ以外にも海上に
は、魚を食べるたくさんの水鳥が集まります。
第３展

てん

示
じ

室
しつ

の出口付近には、潮目に多くの魚や鳥が集まる躍
やく

動
どう

感
かん

にあふれたようすを再
さい

現
げん

した展示があります。みなさんも当館で潮目をさまざまな角度から観察してみませんか？
　　　　　　　　　　　　　　　　  （ミュージアムコミュニケーター　羽田茉莉乃）

「茨城県にナチシダがあるよ。」と聞いたとき、とて
も驚

おどろ

きました。開
かい

催
さい

中
ちゅう

の第90回企
き

画
かく

展
てん

「羊
シ

歯
ダ

- 花はな
いけど、華

はな

はある -」に向けて調
ちょう

査
さ

を行う中で、沖縄
県で採

さい

集
しゅう

したり、兵庫県や奈良県でナチシダが増えて
いるということを耳にしたりと、その存

そん

在
ざい

は認識して
いましたが、南

なん

方
ぽう

系
けい

のナチシダはまだ茨城県には生育
していないと思っていました。しかし、2022年に鹿

か

嶋
しま

市
し

で確
かく

認
にん

されていたのです。そして、2023年11月
に著
ちょ

者
しゃ

らは既
すで

に確認されていた鹿嶋市の個
こ

体
たい

群
ぐん

の近く
や土
つち

浦
うら

市
し

で新たにナチシダを確認しました。
ナチシダは暖

あたた

かい地
ち

域
いき

では常
じょう

緑
りょく

性
せい

（1年を通して葉
がある）ですが、分

ぶん

布
ぷ

北
ほく

限
げん

の地
ち

域
いき

では夏
か

緑
りょく

性
せい

（夏に葉
を広げ、冬には枯れる）という性

せい

質
しつ

になっているとい
うことが知られていました。そこで著者らは茨城県内
で生育が確認された土浦市と鹿嶋市のナチシダが常緑
性なのか夏緑性なのかを判

はん

断
だん

するため、冬場の生育
状
じょう

況
きょう

を観察しました。土浦市の個体は2023年の11月
から、鹿嶋市の個体群は2024年1月から観察を始め、
それぞれ4月までの間に月1回の頻度で記録しました。
観察するにあたり、葉の状態は以下の4つのステー

ジに分けることにしました。
・Stage Ⅰ　新

しん

芽
め

：芽が出ているが、葉がない状態
・Stage Ⅱ　若

わか

芽
め

：葉があるが、ぐるぐる巻きの状態
・Stage Ⅲ　展

てん

葉
よう

：シダの葉を広げている状態
・Stage Ⅳ　枯

か

れ：葉が枯れた状態
このステージ分けにもとづいて、個体あたりの葉の

本数を数え上げました。土浦市の個体は12月には葉
が全て枯れ、１月には新芽が確認できたものの、その
新芽は３月まで成長することはありませんでした。一

方、鹿嶋市の個体は冬の間も新芽を出したり、葉が成
長したりしていました。これらのことから、土浦市の
ナチシダは夏緑性であり、鹿嶋市のナチシダは常緑性
であると考えました。
本研究では、茨城県内で新たに見つかったナチシダ
を採集し、標本として登録しました。これまでに当館
には茨城県内のナチシダの標本がありませんでしたの
で、成果の１つであるといえます。また、冬季の生育
状況を確認することで、太平洋側の北

ほく

限
げん

付近のナチシ
ダが土浦市と鹿嶋市では異

こと

なる生活形であることを確
認しました。
１つの種の成長を記録し、その生活形を知ること
は、その種のその場所での生活を解

と

き明かす上で重要
なことだと改めて思いました。

（資料課　鈴木亮輔）

鹿嶋市で新たに見つけたナチシダの個体群

Stage Ⅰ Stage Ⅱ Stage Ⅲ Stage Ⅳ

ステージごとの葉のようす

論　文：鈴木亮輔・小幡和男・岡　利雄．茨城県におけるナチシダの新産地
と冬季の生育状況．ミュージアムパーク茨城県自然博物館．2024. 茨城県自
然博物館研究報告 (27)( 印刷中 )．

茨城県の海のひみつ茨城県の海のひみつ
ミュージアムコミュニケーター

ＭＣの小さな発見ＭＣの小さな発見
ちいさなはっけん

研
けん

究
きゅう

報
ほう

告
こく

1

茨城県南部で確認茨城県南部で確認
されたナチシダされたナチシダ

第3展示室「海流と潮目」のようす
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ゼニタナゴという魚をご存
ぞん

じでしょうか。きめ細かな銀色のうろこが特
とく

徴
ちょう

的
てき

で、繁
はん

殖
しょく

期
き

になるとオスに美しい紫
むらさき

色
いろ

の
婚
こん

姻
いん

色
しょく

が現れます。かつて霞
かすみ

ヶ
が

浦
うら

はゼニタナゴの一大生息地で、1960年代にはゼニタナゴを含
ふく

むタナゴ類の年間漁
ぎょ

獲
かく

量
りょう

が 200 t を超
こ

えるほどでした。しかし、1980年代後半からゼニタナゴは激
げき

減
げん

し、2001 年以
い

降
こう

は姿
すがた

を確
かく

認
にん

できてい
ません。霞ヶ浦のゼニタナゴの絶

ぜつ

滅
めつ

を危
き

惧
ぐ

した滋
し

賀
が

県
けん

立
りつ

琵
び

琶
わ

湖
こ

博
はく

物
ぶつ

館
かん

では、1985 年から「種の保
ほ

存
ぞん

」のために継
けい

代
だい

飼
し

育
いく
※をしてきました。2022年には例年以上に多くの個

こ

体
たい

が産まれたため、その一部を譲
じょう

渡
と

していただき、当館の第 3展
てん

示
じ

室
しつ

で生体展示しています。
ゼニタナゴは環

かん

境
きょう

省
しょう

レッドリストの絶
ぜつ

滅
めつ

危
き

惧
ぐ

Ⅰ A類に指定されており、今も各地で保
ほ

全
ぜん

への取り組みが行われています。当館にお越
こ

しの際
さい

は、そんな希少なゼニタナゴを知っ
ていただけると幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　(水系担当　三好　翼 )
※継代飼育：生物を何世代にもわたって飼育下で繁殖させること。

今では霞ヶ浦の幻今では霞ヶ浦の幻

寄
き

生
せい

虫
ちゅう

はほかの動物 （宿
しょく

主
しゅ

）の体表や体内に寄生し、
宿主から栄養を吸

きゅう

収
しゅう

するなどして生活しています。この
ような生

せい

活
かつ

史
し

を送る寄生虫では、成
せい

長
ちょう

段
だん

階
かい

で宿主が変
わり、幼

よう

虫
ちゅう

がすむ中
なか

継
つ

ぎの宿主を中間宿主、最後に成
虫が寄生する宿主を終宿主とよんでいます。
鶏
にわとり

盲
もう

腸
ちょう

吸
きゅう

虫
ちゅう

（扁
へん

形
けい

動
どう

物
ぶつ

のなかま）は、キジやヤマド
リなどのキジ科の鳥類を終宿主とする寄生虫として知
られています。キジ科の鳥類の消化管に産んだ卵

たまご

は糞
ふん

とともに排
はい

出
しゅつ

され、中間宿主のカタツムリがその糞を
食べることで感

かん

染
せん

します。

　本研究で注目したコハクオナジマイマイは西日本に
自
し

然
ぜん

分
ぶん

布
ぷ

していますが、1990年頃から国内外来種とし
て関東に侵

しん

入
にゅう

して分布を拡
かく

大
だい

し、茨城県では大量発生
して菜園の野菜を食害した事例も確

かく

認
にん

されています。
東
とう

邦
ほう

大
だい

学
がく

の脇
わき

司
つかさ

准
じゅん

教
きょう

授
じゅ

と修
しゅう

士
し

課
か

程
てい

の学生だった古
ふる

澤
さわ

春
はる

紀
き

氏らとともに、茨城県などのコハクオナジマイマ
イを採

さい

集
しゅう

し、寄生虫を調べたところ、鶏盲腸吸虫のメ
タセルカリア幼

よう

虫
ちゅう

を多数確認しました。さらに、脇准
教授と古澤氏が関東地方でより詳

くわ

しい調
ちょう

査
さ

を行った結
果、コハクオナジマイマイは生息密

みつ

度
ど

がとても高く、ほ
かのカタツムリより多くのメタセルカリア幼虫をもって
いたことがわかりました。このことから、コハクオナジ
マイマイが関東に定着して爆

ばく

発
はつ

的
てき

に増
ふ

えたことで、この
地
ち

域
いき

のキジ科の鳥類への鶏盲腸吸虫の感染リスクが高
まった可能性があることが示唆されました。
　外来種の生態系への影

えい

響
きょう

については、農作物の食害
や在

ざい

来
らい

種
しゅ

との競合などの報
ほう

告
こく

が目立ちますが、本研究
で寄生虫の感染においても影響を及

およ

ぼすことが明らか
になったことは大きな成果だと思います。

（資料課　池澤広美）

研
けん

究
きゅう

報
ほう

告
こく

2

関東の国内外来種コハク関東の国内外来種コハク
オナジマイマイが鳥類のオナジマイマイが鳥類の
寄生虫の主要な感染源に寄生虫の主要な感染源に
なっていた！なっていた！

霞ヶ浦産のゼニタナゴ

鶏盲腸吸虫の生活史（イラスト：脇　司）

コハクオナジマイマイ

200 μm

BA

メタセルカリア幼虫
A：コハクオナジマイマイの内部の幼虫（赤枠内）．＊コハクオナジマ
イマイの組織．B：幼虫の顕微鏡写真．（撮影：古澤春紀・脇　司）

Haruki Furusawa, Hiromi Ikezawa, Shohei G Tsujimoto, Madoka 
Ichikawa-Seki and Tsukasa Waki. 2023. Introducing the land snail 
Bradybaena pellucida  increased infection risk of the avian parasite 
Postharmostomum commutatum  in the Kanto region of Japan. 
Parasitology Research , 122: 2207-2216.
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シラスと姶良Tn火山灰

しゅうぞう ひんしょうかい

世界最古の石・日本最古の石世界最古の石・日本最古の石

（資料課　石塚勇太）　イラスト：ツク之助

　地球が誕
たん

生
じょう

したのは約46億年前とされていますが、この年代は地球をつくる石から
わかったのではなく、宇

う

宙
ちゅう

から飛来してきた隕
いん

石
せき

から得
え

られた年代です。
現
げん

在
ざい

、世界最古とされている岩石は、カナダ北部に分
ぶん

布
ぷ

するアカスタ片
へん

麻
ま

岩
がん

（ザクロ
石黒

くろ

雲
うん

母
も

片
へん

麻
ま

岩
がん

）で、約40.1億年前にできたものです。なお、地球誕生から40億年前
までの時代は冥

めい

王
おう

代
だい

とよばれますが、当時の物
ぶっ

質
しつ

はほとんど残
ざん

存
ぞん

していません。
　この岩石や太古代（25億～40億年前）のとても古い岩石は、ほとんど地

ち

殻
かく

変動がな
い大陸内部に分布しています。しかし2019年、島根県津

つ

和
わ

野
の

町
ちょう

から約25億年前にで
きた岩石が見つかりました。この岩石は約25億年前に地下でマグマが固まってでき
た花

か

崗
こう

岩
がん

が、後に変成作用を受けてできた花
か

崗
こう

片
へん

麻
ま

岩
がん

で、日本最古の岩石とされています。この花崗片麻岩は、かつて
は大陸をつくる岩石だったと考えられています。
　なお、アカスタ片麻岩は第２展

てん

示
じ

室
しつ

で展示されています。また、11月２日から開
かい

催
さい

される30周年企
き

画
かく

展
てん

では、これ
らの岩石のほか、さまざまな「世界でいちばん、日本でいちばん！」を展示しますので、ぜひご覧

らん

ください。
（企画課　小池　渉） 

アカスタ片麻岩（世界最古の岩石）と
花崗片麻岩（日本最古の岩石）

火
か

砕
さい

流
りゅう

ってなに？

これは、シラスのがけなんだ。シ
ラスは、約

やく

３万
まん

年
ねん

前
まえ

、鹿
か

児
ご

島
しま

県
けん

の
姶
あい

良
ら

カルデラの大
だい

噴
ふん

火
か

で発
はっ

生
せい

した
入
い

戸
と

火
か

砕
さい

流
りゅう

の堆
たい

積
せき

物
ぶつ

なんだよ。

いばレックス
火
か

砕
さい

流
りゅう

っていうのは、噴
ふん

火
か

のときに発
はっ

生
せい

す

る火
か

山
ざん

灰
ばい

や軽
かる

石
いし

、火
か

山
ざん

ガスや水
すい

蒸
じょう

気
き

などが
混
ま

ざって流
なが

れる現
げん

象
しょう

のことなんだ。

火
か

山
ざん

灰
ばい

や軽
かる

石
いし

がふくまれているから、白
しろ

いんだね。それにしても大
おお

きながけだよね。
こんなに火

か

砕
さい

流
りゅう

が発
はっ

生
せい

したということは、すごい大
だい

噴
ふん

火
か

だったんだね。

カルデラってなに？

もう１つの写
しゃ

真
しん

にも白
しろ

い地
ち

層
そう

があるね。これも噴
ふん

火
か

でできたの？

本
ほん

当
とう

にすごい噴
ふん

火
か

だったんだね。

入
い

戸
と

火
か

砕
さい

流
りゅう

は九
きゅう

州
しゅう

南
なん

部
ぶ

に広
ひろ

がる大
だい

規
き

模
ぼ

な火
か

砕
さい

流
りゅう

だったんだ。なんたって姶
あい

良
ら

カルデ
ラは、鹿

か

児
ご

島
しま

湾
わん

の直
ちょっ

径
けい

約
やく

20kmの大
おお

きなカルデラだしね！

シラスのがけ（鹿児島県垂水市）

姶良Tn火山灰の地層（広島県広島市）

コティラン

海
かいがん

岸に大
おお

きながけがあるね。何
なに

か真
ま

っ白
しろ

だね。

シラスのがけができたときに発
はっ

生
せい

した火
か

山
ざん

灰
ばい

が、広
ひろ

島
しま

県
けん

まで飛
と

んでできた地
ち

層
そう

ってこと！？すごいな！

そうだよ！もっと遠
とお

く離
はな

れた地
ち

域
いき

からも見
み

つかっているよ！

カルデラは、火
か

山
ざん

の活
かつ

動
どう

でできた大
おお

きなくぼみのことだよ。

これは広
ひろ

島
しま

県
けん

の地
ち

層
そう

なんだ。実
じつ

は姶
あい

良
ら

Tn 火
か

山
ざん

灰
ばい

といって、入
い

戸
と

火
か

砕
さい

流
りゅう

の
ときに発

はっ

生
せい

した火
か

山
ざん

灰
ばい

が風
かぜ

にのって、堆
たい

積
せき

したものなんだ！
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研究した標本が天然記念物に

　ドイツのクリスチャン・ポット博
はく

士
し

と私
わたし

が共
きょう

著
ちょ

で投
とう

稿
こう

した新
しん

属
ぞく

新種のジュラ紀
き

の植物「キムリエラ」についての
論
ろん

文
ぶん

が、2022年4月に出版されました。このことについ
ては2022年９月発行の「A・MUSEUM vol.109」に詳し
く紹

しょう

介
かい

しました。
　今年４月22日、南相馬市教育委員会は、この論文に掲

けい

載
さい

された化石標本43点を天然記念物として市
し

文
ぶん

化
か

財
ざい

に
指定したと発表しました。これらの化石を収

しゅう

蔵
ぞう

している
南相馬市博物館では、このことを記念して４月23日から
６月13日まで特別公開を行いました。また、福

ふく

島
しま

民
みん

報
ぽう

や
福島民友をはじめ新聞各社、福島テレビとNHK福島放
送局などでも報道されました。研究に携

たずさ

わった身として
は、たいへんうれしい出来事でした。

　南相馬市は東日本大震
しん

災
さい

で甚
じん

大
だい

な被
ひ

害
がい

を受け、原
げん

発
ぱつ

事
じ

故
こ

でも大きな影
えい

響
きょう

を受けました。現
げん

在
ざい

もその影響は続い
ており、復

ふっ

興
こう

はまだ道半ばという状
じょう

況
きょう

です。今回のこと
が、少しでも南相馬の方々に力を与

あた

え、地元に誇
ほこ

りをも
つことにつながってくれたら、こんなうれしいことはあ
りません。　　　　　　　　　　　（教育課　滝本秀夫）

トピックストピックス

1

南相馬市博物館での特別公開の様子（提供：南相馬市博物館）

移動博物館
カマラサウルスの頭骨標本が加わります！

　当館では茨城県内の学校や公共施
し

設
せつ

に、当館所
しょ

蔵
ぞう

の資
し

料
りょう

を１週間程
てい

度
ど

展
てん

示
じ

し、楽しんでもらう「移
い

動
どう

博
はく

物
ぶつ

館
かん

」を実
じっ

施
し

しています。
　資料の中でも人気の展示は、恐

きょう

竜
りゅう

の大
おお

型
がた

頭
とう

骨
こつ

標
ひょう

本
ほん

です。
これまで恐竜の頭骨標本は、肉食恐竜の「タルボサウルス」
だけでしたが、この度、植物食恐竜の「カマラサウルス」の
頭骨標本が加わります。
　ふたつを並

なら

べて見ると違
ちが

いがよくわかります。特に歯の
違いは特

とく

徴
ちょう

的
てき

です。タルボサウルスは、先がナイフのよう
に鋭

する

く尖
とが

り、しかも先がギザギザしている歯が間をおいて
生えているのに対して、カマラサウルスは、スプーンのよう
な歯が隙

すき

間
ま

なくぎっしり並んでいます。このことから、タ
ルボサウルスが肉を食いちぎるように食べていたのに対し

て、カマラサウルスは木の皮などをむしりとるように食べ
ていたことが想像できます。
　カマラサウルスの頭骨標本は、11月から開催される開館
30周年企画展「ミュージアムパーク30年のありったけ～い
つも茨城県自然博物館はおもしろい！～」でお披露目しま
す。お楽しみに！　　　　　　　　（教育課　佐藤一康）

トピックストピックス

2

タルボサウルス（左）とカマラサウルス（右）

水の広場の利用を再開！！

コロナ禍
か

の影
えい

響
きょう

により利用を中止していた水の広場で
すが、長期間使用しなかったため、不具合が発生していま
した。メンテナンスが終

しゅう

了
りょう

したため、今夏より再開しま
した。
　水の広場は野外施

し

設
せつ

にある傾
けい

斜
しゃ

地
ち

を利用した水の流れ
を観察できる施設です。流れの上流には噴

ふん

水
すい

があり、暑
い季節でも涼

すず

しく感じます。
再
さい

開
かい

後
ご

はたくさんのお客様に水の広場を利用していた
だき、毎日明るい声が響

ひび

いています。
　９月で今年度の稼

か

働
どう

は終了しますが、来年度以
い

降
こう

も多
くのお客様に安全に楽しくご利用いただけるよう引き続

き点
てん

検
けん

・整
せい

備
び

を進めていく予定です。ご来館された際
さい

は、
ぜひお立ち寄りください。
［稼働期間］　４月～９月（９：30～15：30）

（管理課　根本璃久）

トピックストピックス

3

水の広場のようす
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　2024年３月、茨城土
ど

壌
じょう

動物研究会と協働し、「茨城
でみられる土中の虫たち」（頁数278頁）を出

しゅっ

版
ぱん

しまし
た。研究会と当館の関わりは深く、開館前に第３展

てん

示
じ

室
しつ

の土壌動物の拡
かく

大
だい

ジオラマの製
せい

作
さく

監
かん

修
しゅう

をいただいた
ほか、茨城県の自然の特

とく

性
せい

を把
は

握
あく

する目的で実
じっ

施
し

して
いる総

そう

合
ごう

調
ちょう

査
さ

でもご尽
じん

力
りょく

いただきました。本書は、第
Ⅰ期総合調査（1994年～2006年）の土壌動物の調査
成果を基に製作され、研究会のメンバーや当館の関係

者18名が執
しっ

筆
ぴつ

者
しゃ

となり、13
分類群379種の土壌動物が図
や写真などとともに紹介され
ています。
　本書は研究会から茨城県内
の小・中学校、高等学校、図書
館などに寄贈されました。５
月23日には茨城県

けん

庁
ちょう

で柳
やぎ

橋
はし

茨
城県教育委員会教育長から感

かん

謝
しゃ

状
じょう

の贈
ぞう

呈
てい

式
しき

が行われました。

　土壌動物は、森
しん

林
りん

生
せい

態
たい

系
けい

の中で有機物の分
ぶん

解
かい

者
しゃ

とし
て欠かせない存

そん

在
ざい

です。また、自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

と密
みっ

接
せつ

に関
わっているため、自然の豊

ゆた

かさを図る指標生物として
も重要です。学校での教材のほか、環境教育や生物多

た

様
よう

性
せい

保
ほ

全
ぜん

のための基
き

礎
そ

資
し

料
りょう

としても広くご活用いただ
ければと思っています。なお、本書は2024年11月ま
で当館のミュージアムショップで店頭販

はん

売
ばい

しています
ので、関心のある方はぜひお求めください。

（資料課　池澤広美） 

当館の展示物の中には、平成６年の開館当初から変わらないものもあります。そんな展示物を見るとまるで
30年前にタイムスリップしたような感覚になります。そんな歴

れき し

史の詰
つ

まった企
きかくてん

画展が11月から始まります。
ぜひみなさんも当館30年分の歴史を感じてみてはいかがでしょうか。（Ｓ・Ｋ）

ミュージアムパーク　30年のありったけ
～いつも茨城県自然博物館はおもしろい！～　2024年11月２日㈯～2025年６月１日㈰

　11月オープンの30周年企画展
「ミュージアムパーク30年のありっ
たけ～いつも茨城県自然博物館はお
もしろい！～」の準備が着々と進ん
でいます。今回の企画展は７か月間
のロングラン開催ですので、途中で
展示資料の一部入れ替えを行う予定
です。また、来館者参加型の投票展
示や触れる展示のコーナーも計画し
ています。

（教育課　佐藤一康）

今後の企画展紹介その２

編集
後記

［開館時間］9：30から17：00まで（入館は16：30まで）
［休 館 日］毎週月曜日
 ※休館日は異なる場合がありますので、
 　事前にホームページ等でご確認ください。
URL https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/ 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館友の会

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

書籍寄贈および感謝状贈呈式（左から2人目：横山館長、3人目：柳橋茨城
県教育長、4人目：茨城土壌動物研究会代表　茅根重夫）
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