












・ 園内の生きものは採取したり、持ち帰らないようにし
　ましょう。
・ 立ち入ってもよい場所か確認して観察しましょう。
・ スズメバチに出合ったら、立ち去るまでじっと待ちま
　しょう。

公園のきまり

かくにん

昭和記念公園　ネイチャープログラム

N
500m

近くにぬけがらが
あるかも？！

昭和記念公園のぬけがらスポット

セミのぬけがら
みつけた！

セミの仲間の幼虫は
何年もの間、

成虫になることを夢見て
土の中で生活しています。
成虫になる準備ができたころ
ようやく地上に出てきます。

セミのぬけがらは、
ひと皮むけて成虫になった幼虫が
残していったからなのです。

しゃがんで見てみよう
セミの多くは、高さ 25㎝～1m
のあたりで羽化します。
葉の裏などについていることが
あるので、しゃがんで さがして
みましょう。

ケヤキや
サクラの木

シラカシや
キンモクセイの幹

アジサイなど
低い木 柵やロープ

セミの幼虫が好きな場所をさがそう
セミの種類によって、好きな場所が
違います。右のぬけがらスポット
や内面に書かれているセミの幼虫
が好きな場所を見ながら、ぬけがら
を さがしてみましょう。

ぬけがらはどこにあるの？
クヌギやコナラの林

足元を見てみよう

セミの一生

木の根元のあたりの地
面を見ると、傘の先で
突いたような穴が開い
ていることがあります。
これは、セミの幼虫が
地上に出てきたときに
できた穴です。

セミは生まれてすぐに
地中へもぐります。

成虫になる準備ができるまで、
アブラゼミでは4～6年くらいか
かると言われています。

ようやく地上に出たら、
安全に羽化できる場所まで
何時間もかけて登ります。

ある日の明け方、
やっと羽化
しました。

実は、こうして
無事に成虫になれるのは、
ほんの ひと握り
と言われています。

やっと成虫になったら
1週間のうちに
オスとメスが出合い
子孫を残して
一生を終えます。
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二反田・辻野「奈良市市街地東縁部におけるセミの抜け殻分布から推測したセミ幼虫の生息環境」、
『奈良教育大学自然環境教育センター紀要』2019年、20、p1-10
税所康正『セミハンドブック』文一総合出版、2020年

徳江ら「都市域の樹林地におけるセミ類の生息分布を規定する環境要因」、
『ランドスケープ研究』2013年、76（5）、p465-468

参考： 佐藤有恒・写真、橋本洽・文『「科学アルバムセミの一生』あかね書房、1983年
　　　平塚市博物館『平塚市博物館資料41セミのぬけがら調べ』興版印刷、1994年

2.8cm

2.5cm

なんの ぬけがらだろう？
セミのぬけがらは、体の大きさや形をヒントに見分けることが
できます。虫眼鏡があると、より細かく見分けることができます。

クマゼミ

小さい
大きい

② おなかを見よう

出べそはある？

ない
ある

丸っぽい体

細長い体

節の長さが
同じくらい

第3節が長い

ニイニイゼミ

ミンミンゼミ

ここ！

小さい

大きい

□ 木の幹の低いところ
□ 湿ったところ

好きな場所

アブラゼミ

ツクツクボウシ

ぬけがらは、
　体中に土がついていて
　　白っぽく見えるよ

□ 高さ 50㎝以下の低いところ
□ 草や柵、ロープなど

好きな場所

□ 木やササ、草など
□ アブラゼミに混じっていることもある

好きな場所

□ 木や草などの枝や葉
好きな場所

□ 木の幹や枝
□ ケヤキやサクラが
　 好きという
　 研究結果もある

好きな場所

ぬけがらを
このものさしと
 比べてみよう！

① 大きさは？

② 大きさは？

次は、
このものさしと
 比べてみよう！

③ どんな形？

③ 触覚を見よう

虫眼鏡で見てみよう
触覚の節はとても小さいので
虫眼鏡を使って
観察して
みましょう。

①②③

①②③

成虫

成虫は木の高い
ところにいる
ことが多いよ

成虫は
鮮やかな
緑色の体
だよ

ぬけがらは
葉についている
ことも多いよ

成虫

クマゼミは昭和記念公園にいる
セミの中で一番体が大きいよ
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公園のあちらこちらから
カエルの声が聞こえてきます。

声をたよりに
草むらや池にひそむ
カエルたちを

みつけにいきませんか。

体にそなえた能力

公園のカエルを
みつけにいこう

カエルはなぜ鳴くの？
求愛行動の時に鳴きます。写真のアマガエル
は喉の「鳴のう」という袋を膨らませ、肺と
空気を行き来させて喉を震わせ、音を出して
います。種類ごとに鳴き声の出し方はさまざ
まです。鳴のうが頬にある種やニホンアカガ
エルのように持って
いない種もいます。

公園のカエルスポット

こもれびの丘
雑木林の地面や落ち葉の中

こもれびの里
田んぼの近くやハスが植えら
れている池

トンボの湿地
湿地やその周りの草むらや木
の上

花木園
菖蒲田やスイレンが植えられ
ている池の中、水辺の草むら
や木の上

ニホンアマガエルの
鳴のう

目の前の動くものに反応
します。

跳ぶのが得意な種は高
く跳べるように後ろ足
が発達しています。

指先に吸盤がある
種は木登りが得意
です。

目の後ろの丸い
ところが耳です。
鼓膜がむき出し
です。声で種類
を区別できます。

大きな口で昆虫など
を丸のみします。

丸で囲ったところで声が聞こえたら、カエルが近くにい
るかも！驚かさないようにそっと近づいてみましょう。

泳ぐのが得意な種には
指の間に水かきがつい
ています。後ろ足で水
を蹴って泳ぎます。
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出典：松井正文・関慎太郎「カエル、サンショウウオ、イモリのオタマジャクシハンドブック」文一総合出版、2008年　松橋利光・奥山風太郎 「山渓ハンディ図鑑９日本のカエル」山と渓谷社、2002年　蒲谷鶴彦・前田憲男「山渓CDブックス［６］［声の図鑑］蛙の合唱」山と渓谷社、1994年
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エ
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ウシガエルがその地域に本来すんでいた生きものを食べつくしてしまう

ニホンアマガエルに似ていますが、鼻先から
耳にかけて黒いラインがありません。鳴き声
は聞こえても土の中にいることが多いのでみ
つけるのは難しいです。

世界中でカエルの種数や生息数が減っている
と言われています。さまざまな理由が考えら
れますが、その中の2つを紹介します。

公園でみかけるカエルたち

・30～55㎜
・４～８月
・土の中
・水辺の草や木の葉

・20～45㎜
・４～９月
・田んぼや池
・低木や草の上

・35～75㎜
・12～５月
・流れのない水辺
・水辺の林の地面

・115～ 180㎜
・４～９月
・・池や湿地
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雨の前、低気圧が近づくと気圧の変化に反応し
て鳴きます。皮膚の粘液には刺激性の物質が含
まれるため、さわったら手を洗いましょう。

鼻先がとがっていて、背中の両側からお尻へ伸
びる線があります。真冬に産卵するのはヘビな
どの天敵が少ないためと考えられています。

北アメリカ原産です。貪欲で、口に入る大きさ
であれば他のカエルや生息する小動物を大量に
食べるため特定外来生物に指定されています。

カエルが減っている?

②外来種の影響
外来種に食べられたり、食べものの取り合い
に負けて、もとからそこにいたカエルがすみ
かを奪われてしまいます。特に、ウシガエル
などの特定外来生物は生態系に大きな影響を
与えるおそれがあります。

・体の大きさ ・繁殖期 ・繁殖期にいる場所 ・繁殖期以外にいる場所
ア
マ
ガ
エル

科　
ニホン

アマガエル

・38mm・49mm

・50mm ・120mm

①繁殖場所が減っている
カエルは子ども（幼生）の期間を水中ですご
しますが、生活の場である田んぼや湿地など
の水辺が人の生活の変化や、開発によって減っ
てきています。
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春になり、ツバメが渡ってきました。
空を飛んでいるツバメたちは、
公園で何をしているのでしょう。
身近な渡り鳥「ツバメ」の生活を

観察してみませんか？

ほかにもいるよツバメの仲間

公園のツバメたち
コシアカツバメ

イワツバメ

ツバメに姿が似ている鳥
ツバメに飛び姿が似ている、アマツバメと
ヒメアマツバメが飛んでいることがありま
す。名前にツバメが入っていますが、ツバ
メとは違う仲間の鳥です。

生活様式が似ていると姿も似る
アマツバメはツバメと同じように、空中
の昆虫を捕まえて食べる生活をしていま
す。似た生活様式に適応した結果、似た
姿に進化したと言われています。このよ
うな現象を「収斂進化」と言います。

外側の2枚が長い
（燕尾）

腰が赤い腰が赤い

喉から尾のつけ根にか
けて黒い斑点がある

ツバメより少し大きい

建物の高い位置にとっくり形の巣をつくります。

お腹側は白い

頭の上半分から背中側は
青い光沢がある黒色

切れ込みが浅い
ツバメより小さい

橋の下や大きなコンクリートの建物の軒下など
で集団で繁殖します。

腰が白い

アマツバメ

切れ込みが深い

ツバメより大きくて翼が
細長く、尾が短く見える

腰が白い

胸から下
に白い斑
点がある

喉が白い

ヒメアマツバメ

切れ込みが浅い

イワツバメよりやや大きく、
アマツバメより小さい

腰が白い

胸から下
が黒褐色

喉が白い
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出典：監修 樋口広芳、著 高野丈「探す、出あう、楽しむ 身近な野鳥の観察図鑑」ナツメ社、2022年、　監修 森本元 著 長谷川克「ツバメのせかい」緑書房、2021年　監修 森本元 著 長谷川克「ツバメのひみつ」緑書房、2020年、
　　　北村亘「ツバメの謎 ツバメの繁殖行動は進化する !?」誠文堂新光社、2015年、　高野伸二「野鳥ブックス３ 野鳥識別ハンドブック」日本野鳥の会、1980年

ツバメがやってきた！
ツバメは子育てをするために春に日本へ渡って
くる夏鳥です。農作物を食べたり、農作物の病
気を運ぶ昆虫を食べるため、昔から人の役に立
つありがたい鳥として親しまれてきました。

飛ぶのが上手
ツバメは飛翔に適した体のつくりをしてい
ます。流線形の体と、長くとがった翼で機
敏に方向転換したり、長時間の飛行ができ
ます。飛びながら、空中のハエやカ、トン
ボの仲間などの昆虫を捕まえます。

額と喉が赤い

光沢のある濃紺

外側の2枚が長い
（燕尾）

公園で集めた泥はどうなる？
集めた泥は口で団子状にして、巣の材料にします。民家や駅ビルなど人が生活
する建物の軒先に、枯れ草や唾液と混ぜてくっつけ、おわん型の巣をつくりま
す。巣づくりはオスとメスが一緒に行い、約1週間で完成します。公園の周辺
には巣をつくっているツバメがいます。見かけたら観察してみてください。

巣で卵を温めるツバメ

公園でのくらし

空中の昆虫を追う

昆虫

採餌
口を大きく開けて、
空中の昆虫を丸の
みします。跳びあ
がった地上性の昆
虫を食べることも
あります。

こもれびの里の田んぼで泥集め

泥集め
泥を集めに田んぼ
におりてきます。
飛翔能力を上げた
結果、足が短く進
化したため、歩く
のは苦手です。

水浴びのために水に飛びこむ

水飲み・水浴び
飛びながら一瞬で行
います。水鳥の池の
水面近くを飛び、水
飲みや水浴びをする
様子が見られるかも
しれません。

タイ、マレーシア、インドネシアなどの東南アジアの国々
から日本に渡ってきます。渡りのルートは、まだはっき
りとはわかっていません。

どこから渡ってくるの？
なぜ渡るの？
足輪をつけたツバメを確認する調査から、ツ
バメは主に東南アジアの熱帯や亜熱帯で冬を
すごしていることがわかっています。繁殖期
である春から夏に日本へ渡ってくるのは、日
本がある温帯は春になるとツバメが食べる昆
虫が爆発的に発生するためです。熱帯にとど
まるよりも食べものが多く、子育てがしやす
いからだと考えられています。秋には南へ渡
ります。

出典：「ツバメのせかい」p10口絵29を参考に国土地理院
ウェブサイト (地理院地図、淡色地図 )を用いて作成
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