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厚別川の氾濫原厚別川の氾濫原

改修前の厚別川→改修前の厚別川→

月寒川の氾濫原→月寒川の氾濫原→

野津幌川の氾濫原→野津幌川の氾濫原→
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Page8　眠りの街の昆虫？～プラタナスの樹皮の裏で越冬する
プラタナスグンバイ～　

　先日、親子連れのお客様から、「プラタナスの樹皮を
はがすと透明で頭にでっぱりがある小さな虫を見たの
ですが、何という虫でしょう」と聞かれました。昆虫の
専門家に聞いたところプラタナスグンバイ（カメムシ
亜目グンバイ科）で針のような口をさして葉の汁を吸
う昆虫でした。グンバイ（軍配）と言う名前の通り背面
から見たときに、「はっけよいのこった」と相撲を判定

する行司が持つ軍配に似ていることからその名がついたそうです。
冬は主にプラタナスの樹皮の下で越冬することが多いそうです。展
示室によく来ていただくお客様に、冬ならではのおすすめとしてプ
ラタナスグンバイの話をしたところ、街中のプラタナスを実際見に
行って、生息地点を教えてくださいました。そのお
客様との会話の中で「こんなに透明できれいな昆
虫なのに外来種なんだね」という話が出ました。本
当に一見すると透明がはかなげで美しい昆虫で
す。皆さんも冬のプラタナスの樹皮をそっとめくっ
て見て下さい。冬の寒さから逃れ春を待つ昆虫た
ちを観察できるかもしれません。

 清田区は札幌の南東に位置しています。ほぼ全域
が、およそ4万年前に噴火した支笏火砕流によって形
成された火山灰台地の上にあり、その中央部を豊平
川最大の支流である厚別川（あしりべつがわ）が南か
ら北へと流れています。
　厚別川（あしりべつがわ）の語源はアイヌ語で「アシ
ル・ペッ＝新しい・川」の意ですが、その東と西を並んで
流れる、「野津幌川」や「月寒川」に比べ、新しい川で
あった理由が見当たりません。おそらく、どの川も火山灰
台地が形成された後、ほぼ同時に流れ始めたはずで
す。ではなぜ厚別川だけが“新しい”のでしょうか？
　『地盤地質図』は表層の土砂を取り除いた時に見
える地層を色分けして示した図です。これを見ると、厚

別川の河床（氾濫原（はんらんげん）：薄い色でぬられ
た範囲）が、その両側を流れる野津幌川や月寒川に
比べ、広くなっていることがわかります。これは、厚別川が
一旦洪水になると周囲の火山灰を広く削り、押し流す
ほどの非常に高いエネルギーをもった川であることを物
語っています。明治のはじめにはこのエネルギーを利用
して滝野に「水車器械所」が造られたほどです。
　現在の厚別川は氾濫原の東側に偏って流れてい
ます。かつては、おそらく現在よりも西側を流れていた本
流が、過去の洪水によって現在の位置に流れを変え
た際に、アイヌの人たちの間で“新しい川”「アシル・
ペッ」と呼ばれるようになったのではないかと考えられま
す。（古沢）

十区十色
じゅっく・といろ

清田区

『札幌及び周辺部地盤地質図』地質調査所（1991）より一部引用。

鯨の
5400万年

～模型で見るクジラの進化～

木戸颯音 作品展 vol.2
2014.2.15～4.30 10：00-17：00
会場 札幌市博物館活動センター　i・ミュージアムギャラリー

　クジラが四足で歩いていた時代から、現
在のクジラまでを模型で展示しています。
模型は主催者の木戸颯戸さんが紙粘土で
製作したオリジナル作品！古沢学芸員から
学術的なアドバイスを受け、リアルな模型
となっています。
　木戸さんは小学生の時、小樽のドリーム
ビーチに漂着したネズミイルカを発見し
たことをきっかけにクジラに興味をもち
ました。自然から感じたものを得意な油絵
や模型作りと融合させ、小学6年生の時に
「科学は芸術だ！木戸颯音作品展」を開催。
その終了直後からクジラの進化をテーマ
に制作を始め、中学～高校と放課後や休
日に当センターに通って完成させました。

厚別川が”新しい”わけ

開催中！

参考文献：植物防疫所調査研究報告　第40号P141-143、植物防疫所調査研究報告　第39号P85-87、日本原色　カメムシ図鑑　第3巻
謝辞：今回北海道大学大学院農学研究院　神戸崇氏には参考文献等プラタナスグンバイの事を教えて頂きありがとうございました。また、街中のプラタナスを１
つ１つ見て回って下さり、なおかつその場所まで教えて下さったお客様、本当にありがとうございました。

プラタナスの幹 軍配

幹の下で越冬するプラタナスグンバイ

アシリベツの滝
厚別川が硬い火山灰台地を
削りながら流れるアシリベツの
滝は、厚別川のエネルギーを
見せつける。1879年（明治
12年）、開拓使によって厚別
水車器械所が建てられたが、
現在は滝野すずらん丘陵公
園となっている。
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TEL  - -   FAX - - 　 http://www.city.sapporo.jp/museum/

発行・札幌市博物館活動センター

「博物館」を意味する英語Museumの語源であり、喜びを表すmuse（ギリシャ語）と通信や手紙を意味するLetter（英語）からMuseLetterと名付けました。

4

編 集 後 記

ミューズレターは、再生紙および植物油インキを使用しています。

累計来館者数　　　　　　　　
 
人（2014年2月末現在）

高校生物部の実験で植物の無菌培養をしました。何度やってもカビが生えてしまい、未分化な細胞にも
どるところまでいきませんでした。それでも愚直に実験を繰り返す日々。あるとき、カビが生えずに経
過したので、いよいよカルスができるかと期待していたら、半年以上変化なしでした。その時に使った植
物はニンニク。それ自体がカビをよせつけなかったのだろうという結論になりました。（ま）

90,88190,881
03-J02-13-903
25-3-247

札幌市博物館活動センターご案内
ホームページhttp://www.city.sapporo.jp/museum/
【開館時間】10時～17時【入館料】無料【休館日】日･月曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）
【住　所】〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目 リンケージプラザ5階
【電　話】011－200－5002　【FAX】011－200－5003　【E-mail】museum@city.sapporo.jp

■公共交通機関をご利用ください。
　＜地下鉄＞東西線西11丁目駅4番出口徒歩5分。
　＜市　電＞西8丁目または中央区役所前電停徒歩8分。
　＜バ　ス＞北1条西7丁目バス停徒歩3分。

■札幌駅前地下歩行空間を大通方面に向かい、
北1条地下道へ右折し、最も西側の出口（右手）か
ら地上へ出て、そのままヤマダ電機の方向へ直
進、徒歩約5分（合計徒歩約15分）。

ヤドリギの好きな木はヤドリギの好きな木は
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　ヤドリギはヨーロッパでは古くから宗教的に
神聖な木で、お守りや幸運を呼ぶ木ともいわ
れ、最近ではその薬効も注目されています。ヤド
リギは地面ではなく、木の上で一生を過ごす常
緑の多年生植物です。他の木の枝や幹に根を
食い込ませ、くっついたまま成長します。漢字で
「寄生木」とも書かれるので、他の木にとりつ
いて一方的に栄養や水を奪う完全なパラサイト
というイメージを持たれがちですが、ヤドリギは
自ら光合成をして栄養をつくりだせるので「半
寄生」と表現されます。ただ、まだその生き方に
は謎が多く“不思議な”植物です。
　当センターで行った第10回「自然探究サポー
ト事業」（平成12年度）の応募の中に、「ヤドリ
ギはどんな種類の木につくのか？」という小学5
年生からの疑問があり、本人とお父さんと学芸
員で一緒に調査しました。調査地は豊平区西
岡周辺の53か所の公園と羊ケ丘と西岡公園の2
か所の森林です。その結果、ヤドリギが着いてい
た木の種類で一番多かったのは、森林ではド
ロノキ、公園ではシラカンバでした。しかし、こ

れで疑問解決！ではなく、まず「森にはどんな種
類の木がどのくらい生えているのか」を調べなく
てはならないということに気づきました。そこで、
森林ではヤドリギがついていた木の周りの木の
種類も全部調べてみました（10m四方）。その
結果、森の中で本数が少ない種類にもヤドリギ
が多くついていました。どうやら疑問を解決して
いくには、鳥の行動についても考えに入れる必
要がありそうです。なぜなら、ヤドリギは木の上
にあって動けないので、鳥にタネを食べても
らって飛んで行った先でフンとして出してもらう
ことでタネを広げているからです。
　調査では、ヤドリギが住宅街の中の公園にも
以外とあることもわかりました。それは、その公
園に鳥が来ているという証拠ともいえます。もし
かすると、あなたの庭にもヤドリギの“幸運のフ
ン”が舞い込むかもしれません。（山崎）
※日本にあるヤドリギは、外国にあるセイヨウヤドリ
ギの亜種とされています。

※調査は範囲を広げて親子で継続中です。※必要に
応じて許可を得て調査をしています。

ベビーカーベビーカー
で入れます。で入れます。
おむつシートおむつシート
あります。あります。

4/26(土)  14：00～14：30
テーマ：クジラ
絵本の題名

・「まいごになった子どものクジラ　
　　南太平洋トンガ王国のザトウクジラ」
　　（越智隆治　写真・文、小学館）

・「ともだちくじら」
　　（サイモン・ジェームス作、工藤直子訳、小学館）
　　　　　　　　　　　　　　　他1冊
　

対象：3歳～大人
申込不要、無料　　

会　場：札幌市博物館活動センター展示室内
読み手：絵本よみきかせユニット・月et兎

科学
の楽
しい

おは
なし！

観察
、実験

など

絵本を読んだ後に学芸員がワンポイント解説をします。
平成26年度は偶数月に開催予定です。

大人の方も
お気軽に
大人の方も
お気軽に

ヤドリギ ヤドリギがついている様子


