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田沼・唐沢山より諏訪岳ハイキング 

～国史跡・唐沢山城跡を訪ねて～ 

  山行案内   

唐沢山城の原形は、940（天慶 3）年、藤原秀郷により築かれたとされま

す。秀郷の子孫である藤原姓足利氏の滅亡後は、佐野氏が勢力を広げ、戦国時

代には唐沢山城を修築して居城としました。1600（慶長 5）年に佐野信吉が

平城の佐野城へ居城を移したため、唐沢山城は廃城となりました。唐沢山城が

廃城となるまで、佐野は、経済的中心地である天明（天命）宿と、政治的中心

地である唐沢山城下が併存する、二元的な構造を特徴としていました。 

唐沢下鳥居に車を置いて「関東ふれあいの道」を登り、唐沢山城跡を見学

しましょう。城郭は、山頂から東西に延びる尾根や山腹を巧みに利用して、堀

や土塁が設けられています。現在、山頂の本丸跡には唐沢山神社がありますが、

その南側にある高さ 8m もの高石垣は関東でも数少ないものです。続いて今回

の最高峰諏訪岳（323m）まで縦走します。この山は形がきれいなことから「中

村富士」とも呼ばれています。下山して東武佐野線多田駅へ。ここから田沼駅

までひと駅、電車に乗るのも一興ですね。その後村
むら

檜
ひ

神社にも立ち寄ってみま

しょう。本殿は国の重要文化財で三間社春日造、屋根は県内に唯一現存する

檜皮
ひ わ だ

葺きで、1553（天文 22）年の建立です。 

  本号の内容   

山行案内 田沼、唐沢山より諏訪岳ハイキング～国史跡、唐沢山城跡を訪ねて～・・・ ２ 

次回予告 鹿沼・鳴蟲山ハイキング～加蘇と西大芦にまたがる名山～・・・・・・・・ ２ 

表紙の本 谷田專治著『動物界の不思議』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

活動報告 茶臼山・毘沙門山ハイキングと今市宿・二宮尊徳に因む社寺史跡めぐり・１３ 

Photo Report 栃木 古賀志山レポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

探訪・鹿沼の鎮守と古木② 板荷大原の天満宮と栂ボッチ・・・・・・・・・・・・１８ 

山書談話室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

愛書家のひとりごと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 
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※ 左のようにご案内したのですが、本誌発行が遅れ、期日を過ぎてしまいました。報

告は次号を楽しみにしていただくとして、その次の山行をご案内します。 

  次回予告   

日 時：３月８日（日）AM7:00 北小西門集合（解散は PM4:00 頃） 

行 程：鹿沼北小――加園――下久我――法長内Ⓟ――下久我――引田―― 

 片野道――林道終点Ⓟ（20 分）……鉄塔（20 分）……小ピーク 

 （20 分）……紅白鉄塔（5 分）……鳴蟲山（5 分）……紅白鉄塔 

 （20 分）……556m ピーク（20 分）……464m ピーク（20 分） 

 ……鉄塔（20 分）……法長内Ⓟ――下久我――引田――片野道―― 

 林道終点Ⓟ――片野道――引田――下沢――鹿沼北小 

服 装：長袖シャツ、長ズボン、防寒着、帽子、軍手、軽登山靴または運動靴 

持ち物：リュックサック、水筒（ポット）、弁当、おやつ、雨具、お手ふき、 

 ハンカチ、ちり紙、筆記用具、レジ袋、レジャーシート 

必要に応じて：双眼鏡、ルーペ、カメラ、ヘッドランプ、ストック、 

 参考書（栃木の山 150、栃木百名山ガイドブック、）、 

 1/25,000 地形図は「鹿沼」「文挟」 

会 費：ガソリン代等として おとな 200 円、子ども 100 円、 

 今年度初参加の方は保険料 800 円（3 月まで）。 

申し込み：３月６日（金）までに、チャレンジスクール申込書で北光クラブ、 

 または阿部まで。 

問合せ：電話 090-1884-3774（阿部） 

 

 

※ 年間計画にある「陣馬山より小仏峠」は 4 月 5 日（日）に春休み特別企画として

計画する予定です。お楽しみに！  

鹿沼・鳴蟲山ハイキング 

～加蘇と西大芦にまたがる名山～ 
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  表紙の本   

  

谷田專治著『動物界の不思議』 

（昭和１３年１２月１７日・偕成社発行） 

動物界
どうぶつかい

の不思議
ふ し ぎ

 

飛
と

ぶ獣
けもの

と飛
と

べぬ鳥
とり

 

獣
けもの

の空中
くうちゅう

滑走
かっそう

 

 普通
ふ つ う

、獣
けもの

というと犬
いぬ

や猫
ねこ

、或
あ る

いは牛
う し

や馬
う ま

のように、歩
あ る

くか走
は し

るのが主
お も

なる運
う ん

動
ど う

法
ほ う

で

す。兎
うさぎ

がピョンピョン飛
と

び廻
まわ

るといいますが、これも本当
ほ ん と う

に飛
と

ぶのではなく、跳
はね

るので

す。併
し か

し数
かず

多
おお

い獣
けもの

の中
なか

には、本当
ほ ん と う

に飛
と

ぶ物
も の

もあります。 

 「ムササビ」という大
おお

きさ５０糎
センチ

ばかりの動物
ど う ぶ つ

があります。これは樹
き

の上
う え

に生活
せいかつ

をしてい

著者
ちょしゃ

のことば 

科
か

学
がく

は難
むず

かしいもの、無
む

味
み

乾
かん

燥
そ う

なものと考
かんが

えた時
じ

代
だい

は過
す

ぎ去
さ

りました。科学
か が く

は学者
がくしゃ

の専売
せんばい

でもなければ、大学
だいがく

や研究室
けんきゅうしつ

からばかり生
う ま

れるものではありません。自
し

然
ぜん

界
かい

に対
たい

して純
じゅん

な少年
しょうねん

諸君
し ょくん

の抱
いだ

く疑
ぎ

問
もん

こそ科
か

学
がく

への第
だい

一
いっ

歩
ぽ

であり、自
し

然
ぜん

現
げん

象
しょう

に対
たい

する無
む

限
げん

の興
きょう

味
み

こそ科
か

学
がく

者
しゃ

の 魂
たましい

ではないでしょうか。 

動
う ご

くものに対
たい

する興
きょう

味
み

は無
む

限
げん

です。日
にち

常
じょう

接
せっ

している動物界
どうぶつかい

の現象
げんしょう

だけでも、どれだ

けの謎
なぞ

があり、どれだけの驚
きょう

異
い

を感
かん

ずるでしょうか。その総
すべ

ての謎
なぞ

を解
と

き、質問
しつもん

に答
こた

える

ことは容
よ う

易
い

なことではありません。不
ふ

可
か

能
のう

と言
い

っても過
か

言
ごん

ではないでしょう。ですから少
しょう

年
ねん

諸
し ょ

君
くん

自
みずか

らが自
し

然
ぜん

界
かい

における謎
なぞ

の扉
とびら

を開
ひら

こうとして努
ど

力
りょく

する態
たい

度
ど

を養
やしな

っていただきたい

と願
ねが

うものです。 

この書
し ょ

は動物界
どうぶつかい

の不思議
ふ し ぎ

の一
いち

断片
だんぺん

に過
す

ぎませんが、少年
しょうねん

諸君
し ょくん

に最
もっと

も親
した

しみある手
て

近
ぢか

な動物
どうぶつ

の観察
かんさつ

から、宇
う

宙
ちゅう

の謎
なぞ

に興
きょう

味
み

を持
も

ち、大
だい

自
し

然
ぜん

の神
しん

秘
ぴ

を発
あば

いてやろうという気
き

持
もち

がこの書
し ょ

によって少
すこ

しでも動
う ご

くならば、又
また

、兎
と

角
かく

無
む

味
み

乾
かん

燥
そ う

になりがちな理科
り か

や博物
はくぶつ

の

補
おぎな

いに、課
か

外
がい

読
ど く

本
ほん

として役
やく

立
だ

つならば、多
た

少
しょう

でも教
きょう

育
いく

に関係
かんけい

ある身
み

として此
こ

の上
うえ

もな

い幸
さいわ

いと思
おも

い筆
ふで

を執
と

った次
し

第
だい

です。 

      谷
た に

田
た

専
せ ん

治
じ

 

（次ページへ続く） 
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て体
からだ

の側
わ き

には膜
ま く

が横
よ こ

に伸
の

び、前肢
ま え あ し

と後
うしろ

肢
あ し

との間
あいだ

に 

拡
ひろが

っています。この膜
ま く

を利用
り よ う

して、一方
い っ ぽ う

の樹
き

の枝
え だ

から 

他
た

方
ほ う

の枝
え だ

へ飛
と

び移
う つ

ることが出来
で き

ます。併
し か

し、これも鳥
と り

の 

飛
と

ぶのとは違
ちが

って、飛
ひ

行
こ う

機
き

が空
く う

中
ちゅう

滑
か っ

走
そ う

するのと同
おな

じです。 

高
たか

い所
ところ

から低
ひ く

い所
ところ

を目
め

がけて飛
と

び下
お

りるので、膜
ま く

は丁
ちょう

度
ど

 

パラシュートのような役
や く

目
め

をするのです。 

 動物
ど う ぶ つ

園
え ん

で猿
さ る

が１米
メートル

か２米
メートル

位
くらい

はなれた枝
え だ

から枝
え だ

へ飛
と

び移
う つ

るのを見
み

るでしょう。ムサ

サビの飛
ひ

行
こ う

は、この猿
さ る

の跳躍
ちょ うや く

の進
し ん

歩
ぽ

したものと考
かんが

えることが出
で

来
き

ます。 

 「モモンガ」という１７糎
センチ

ばかりの小
ちい

さい動物
ど う ぶ つ

も、ムササビと同
おな

じような飛
ひ

行
こ う

家
か

の仲
なか

間
ま

です。 

 日
に っ

本
ぽん

にはいない動物
ど う ぶ つ

ですが、「コベゴー」という飛行
ひ こ う

獣
じゅう

があります。この動物
ど う ぶ つ

はマレイ

半島
は ん と う

や、スマトラ、ボルネオ辺
へん

の森
も り

の中
なか

に棲
す

んでいて、木
き

から木
き

へと飛
と

び廻
まわ

ります。

猫
ねこ

位
ぐらい

の小
ちい

さい獣
けもの

ですが、一
ひ と

飛
と

びで６０米
メートル

から７０米
メートル

位
くらい

も飛
と

んで行
い

きます。 

 コベゴーも胴
ど う

の横
よ こ

の皮膚
ひ ふ

が伸
の

びて、ふろしきを拡
ひろ

げたようになっています。そしてこの

膜
ま く

は、前肢
ま え あ し

と後
うしろ

肢
あ し

との間
あいだ

ばかりでなく、尾
お

のところまで拡
ひろ

がっていて、子
こ

供
ど も

を抱
だ

いたま

ま自
じ

由
ゆ う

に飛
ひ

行
こ う

することが出来
で き

るのです。眠
ねむ

る時
と き

は、木
き

の枝
え だ

に四肢
よ つ あ し

をかけ、ぶら下
さ が

って

眠
ねむ

るという面
お も

白
し ろ

い動
ど う

物
ぶつ

です。 

獣類
じゅうるい

の飛行
ひ こ う

選手
せんしゅ

 

 鳥
と り

のように本当
ほ ん と う

に飛
と

ぶ獣
けもの

は、みなさんの知
し

っている蝙蝠
こ う も り

です。この獣
けもの

はあまり飛
と

ぶ

ことが上
じょう

手
ず

なので、昔
むかし

から不思議
ふ し ぎ

な動物
ど う ぶ つ

とされていました。 

 蝙蝠
こ う も り

は日中
にっちゅう

は岩
いわ

の割
われ

目
め

や、樹
き

の洞穴
ほ ら あな

にかくれていますが、夕方
ゆ う が た

から夜
よ る

にかけて

飛
と

び出
だ

して虫
む し

類
る い

を捕
と ら

えて食
た

べます。又
ま た

蝙蝠
こ う も り

の中
なか

には果物
く だ も の

を食
た

べるものや、南
なん

米
べい

あた

りにいるのでは、昆虫
こんちゅう

を食
た

べると同
ど う

時
じ

に、人
ひ と

や家
か

畜
ち く

の血
ち

を吸
す

うもの、鳥
と り

を食
た

べるもの、

魚
う お

をとるものなどもありますが、一般
いっぱん

には飛
と

びながら害虫
がいちゅう

を食
た

べてくれますから、人
にん

間
げん

には大変
たいへん

有益
ゆ う え き

な動物
ど う ぶ つ

なのです。 

   蝙蝠
こ う も り

の体
からだ

を見
み

ると、前肢
ま え あ し

の掌
てのひら

の骨
ほね

と、指
ゆび

の骨
ほね

とが非常
ひ じ ょ う

に細
ほ そ

   長
なが

く伸
の

びて、その間
あいだ

に薄
う す

い膜
ま く

が張
は

られています。この

   膜
ま く

は更
さ ら

に伸
の

びて、後
うしろ

肢
あ し

の外側
そ とがわ

にまで及
お よ

んでいますか

   ら、之
こ

れを鳥
と り

の翼
つばさ

のように使
つか

って自
じ

由
ゆ う

自
じ

在
ざ い

に空
く う

中
ちゅう

を 

   飛
ひ

行
こ う

します。勿論
も ち ろ ん

あまり速
はや

くはありませんが、獣
けもの

の仲
なか

間
ま

   では第一
だいいち

の飛
ひ

行
こ う

家
か

です。 

（次ページへ続く） 

“空飛ぶ“皮座布団” 

ムササビ 

街なかで普通に見られる 

アブラコウモリ 
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ランニングをする鳥
とり

 

 鳥
と り

というと鳩
は と

でも燕
つばめ

でも、又
ま た

は歩
あ る

いてばかりいる鶏
にわとり

でも、皆
みな

飛
ひ

行
こ う

家
か

ばかりのように考
かんが

えていますが、鳥
と り

の仲
なか

間
ま

でも飛
と

べないものがいるのです。 

 鳥
と り

の中
なか

で一番
いちばん

大
おお

きい駝
だ

鳥
ちょう

は、翼
つばさ

を持
も

っては居
お

ります

が、その翼
つばさ

は体
からだ

の割合
わ り あ い

に非
ひ

常
じょう

に小
ちい

さくて、全
ぜん

然
ぜん

飛
と

ぶ用
よ う

を

しません。その代
かわ

りに脚
あ し

がとても太
ふ と

く長
なが

くなっていて、丈
じょう

夫
ぶ

で

すから走
は し

ることが上
じょう

手
ず

になり、馬
う ま

よりも早
はや

い速
はや

さで走
は し

りま

す。走
は し

る時
と き

はこの申
もうし

わけのようについている小
ちい

さな翼
つばさ

を拡
ひろ

げて、風
かぜ

を受
う

け、猶
なお

一
いっ

層
そ う

早
はや

く走
は し

るようにします。ですから駝
だ

鳥
ちょう

の翼
つばさ

は飛
と

ぶ為
ため

ではなく、日
に っ

本
ぽん

の昔
むかし

の船
ふね

の帆
ほ

のような働
はたら

きをしているのであります。 

 駝
だ

鳥
ちょう

は体
からだ

に似
に

合
あ

わぬ奇
き

麗
れい

な羽
う

毛
も う

を持
も

っているので、今
いま

ではアフリカやアメリカ等
と う

の各
か く

地
ち

で飼
し

養
よ う

されています。 

全
まった

く飛
と

べない鳥
とり

 

 もっと変
かわ

った鳥
と り

では、全然
ぜんぜん

翼
つばさ

のないものがあります。従
したが

って飛
と

 

びたくとも飛
と

べないわけです。それはニュージーランドに棲
す

む 

「キウイ」という変
へん

な名
な

前
ま え

の鳥
と り

で、歩
あ る

くことしか出
で

来
き

ない鳥
と り

です。 

 体
からだ

は鶏
にわとり

ぐらいの大
おお

きさで、真
ま っ

黒
く ろ

い色
いろ

をしています。昼
ひ る

の間
あいだ

 

は自
じ

分
ぶん

の造
つ く

った土
つち

の中
なか

の孔
あな

へ隠
か く

れていて、夜
よ る

になると走
は し

り 

まわり、細
ほ そ

長
なが

い嘴
くちばし

で食物
し ょ く もつ

を捜
さ が

して歩
あ る

きます。「キウイ」という 

名
な

前
ま え

は、その鳥
と り

の啼
な き

声
ご え

からつけられたものだそうです。 

 翼
つばさ

が全然
ぜんぜん

なくて、飛
と

ぶことが出
で

来
き

ないのでは、「ヒクイドリ」も仲
なか

間
ま

の一
ひ と

つです。また

今
いま

ではニュージーランドから化
か

石
せき

になって出
で

て来
く

る「モア」という昔
むかし

の鳥
と り

も飛
と

べなかっ

たのです。モアの化
か

石
せき

を見
み

ると、大
おお

きいのは４米
メートル

もありますから、今
いま

まで生
い

き残
の こ

ってい

れば、世
せ

界
かい

で一
いち

番
ばん

大
おお

きい鳥
と り

と云
い

われるでしょう。（後略） 

陸
りく

を散
さん

歩
ぽ

する魚
うお

 

空
くう

気
き

を呼
こ

吸
きゅう

する魚
うお

 

 動物学
ど う ぶ つ が く

の方
ほ う

で、魚
う お

の中
なか

に肺
はい

魚類
ぎ ょ る い

と呼
よ

ばれる 

一
いち

群
ぐ ん

があります。次
つぎ

の図
ず

はその中
なか

の一
ひ と

つ、セラ 

トーダスと云
い

う魚
う お

です。この肺
はい

魚類
ぎ ょ る い

に入
い

れられる 

魚
う お

は、水
みず

のある時
と き

は普
ふ

通
つ う

の魚
う お

と同
おな

じように鰓
え ら

で 

（次ページへ続く） 

ダチョウ 

キウイ 

ハイギョの一種 

ネオセラトーダス・フォルステリ 
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（次ページへ続く） 

水
みず

を呼
こ

吸
きゅう

していますが、周
まわ

りが乾
かん

燥
そ う

して水
みず

が少
すくな

くなると、沼
ぬま

の底
そ こ

等
など

の泥
ど ろ

や砂
すな

の中
なか

にも

ぐりこんで、今
こ ん

度
ど

は 鰾
うきぶくろ

で空
く う

気
き

を呼
こ

吸
きゅう

するのです。ですからこんな種
し ゅ

類
る い

の魚
う お

は、可
か

成
な

り

長
なが

く水
みず

へ入
はい

らないでいても、生
い

きていられるわけです。 

丘
おか

の上
うえ

を歩
ある

く魚
うお

 

 自
じ

分
ぶん

から進
すす

んで陸
り く

へ上
あが

る魚
う お

に、キノボリウオというの 

があります。馬来
マ レ ー

半島
は ん と う

や、その付
ふ

近
き ん

の島
し ま

の川
かわ

に棲
す

ん 

でいる魚
う お

で、日
に っ

本
ぽん

には居
お

りません。 

 この魚
う お

は鰓
え ら

蓋
ぶた

のところの骨
ほね

や、その少
す こ

し後
うしろ

の棘
と げ

とか、 

胸
むな

鰭
びれ

でもって草
く さ

をかき分
わ

けたり、土
つち

をつっぱったりして川
かわ

 

から陸
り く

へ上
あが

って来
き

ます。そして陸上
り く じ ょ う

の小虫
こ む し

を捕
と ら

えて食
た

 

べるのです。こんな魚
う お

の居
い

る所
ところ

に行
い

けば魚
う お

は釣
つ

るもの 

ではなく、拾
ひろ

うものになります。 

 昔
むかし

は山芋
やまい も

が変
かわ

ってウナギになると云
い

ったものです。そ 

れは川
かわ

や沼
ぬま

等
など

と少
す こ

しも水
みず

の通
と お

っていない小
ちい

さな水
みず

溜
た ま

りに、 

ウナギがよくいるからこんなことを云
い

ったのです。併
し か

しこれは山
やま

芋
い も

が変
かわ

ってウナギになっ

たのではなくて、ウナギが水
みず

の殆
ほ と

んどないような処
ところ

を、人
ひ と

の知
し

らぬ間
あいだ

に匍
は

って来
き

て、水
みず

溜
た ま

りへ入
はい

ったものなのです。昔
むかし

の人
ひ と

はウナギがそんな水
みず

のないような地
じ

面
めん

を匍
は

うことを

知
し

らなかったので、山芋
やまい も

が変
かわ

ったのだとばかり思
お も

ったのです。 

 こんなことを云
い

われるように、ウナギやドジョウは、よく殆
ほ と

んど水
みず

のない溝
みぞ

や堀
ぼ り

を匍
は

って

いるのを見
み

掛
か

けることがあります。然
し か

しこれ等
ら

は只
ただ

、雨
あめ

降
ふ

りの時
と き

とか、多
た

少
しょう

の湿
し っ

気
け

のあ

るところを匍
は

うことが出
で

来
き

るだけで、乾
かわ

いている地面
じ め ん

では、とても動
う ご

きがとれないので

す。キノボリウオはウナギやドジョウと違
ちが

って、全
まった

く乾
かわ

いている土
と

地
ち

でも平
へい

気
き

で歩
あ る

きま

す。又
ま た

日中
にっちゅう

太陽
た い よ う

がカンカン照
て

りつけている時
と き

でも歩
あ る

くことが出
で

来
き

るのです。勿
も ち

論
ろん

普
ふ

通
つ う

は昼
ひ る

の間
あいだ

は静
し ず

かに川
かわ

で休
やす

んでいて、夜
よ る

か朝
あ さ

方
がた

に陸
り く

へ上
あが

って餌
え さ

を取
と

るものです。 

 キノボリウオはどうして水
みず

から上
あが

っても死
し

なずにいられるかと云
い

いますと、それは鰓
え ら

の

後
うしろ

の所
ところ

に特
と く

別
べつ

な、水
みず

を貯
た

めることの出
で

来
き

る所
ところ

があるからなのです。つまり陸
り く

へ上
あが

って

も水
みず

を運
は こ

んで歩
あ る

いているようなもので、呼
こ

吸
きゅう

には一
いっ

向
こ う

差
さ し

支
つか

えないのです。 

恐
おそ

ろしい蚊
か

の空
くう

襲
しゅう

 

蚊
か

の持
も

って来
く

る伝
でん

染
せん

病
びょう

菌
きん

 

 専
せん

門
も ん

家
か

の話
はなし

によると、蚊
か

の種類
し ゅ る い

は３００に近
ちか

いと言
い

うことです。然
し か

し大
たい

別
べつ

してみると３

つにすることが出
で

来
き

ます。一
ひ と

つは私
わたし

達
た ち

の家
いえ

に最
もっと

も普
ふ

通
つ う

で、壁
かべ

などに止
と

まる時
と き

は必
かなら

ず

体
からだ

をその面
めん

に平行
へ い こ う

して止
と

まる家
いえ

蚊
か

の類
る い

、一
ひ と

つは、頭
ず

上
じょう

に幅
はば

広
ひろ

い扁
へん

平
ぺい

な鱗片
り ん ぺ ん

があっ

キノボリウオ 
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て、一
いっ

見
けん

非
ひ

常
じょう

に美
うつく

しく、肢
あ し

の節
ふ し

に白
し ろ

い輪
わ

があり、腹
は ら

から 

胸
むね

にかけて銀
ぎ ん

白
は く

色
し ょ く

の条
す じ

と斑
はん

点
てん

のあるシマカの類
る い

。もう一
ひ と

 

つはアノフェレス蚊
か

又
ま た

はハマダラ蚊
か

とよばれる類
る い

で、翅
はね

に 

斑紋
は ん も ん

があり平
たいら

なところへ止
と

まった時
と き

は、腹
ふ く

部
ぶ

を斜
なな

めに上
あ

 

げるものです。アノフェレス蚊
か

は幼
よ う

虫
ちゅう

、即
すなわ

ちボウフラの時
と き

 

も蛹
さなぎ

の時
と き

も他
た

の蚊
か

の幼虫
よ う ちゅ う

や蛹
さなぎ

とは違
ちが

った様
よ う

子
す

で水面
すいめん

に 

静
せい

止
し

しますから、直
す

ぐ見
み

分
わ

けられます。 

 こうした区
く

別
べつ

があるばかりか、その３つの類
る い

は、それぞれ 

異
ことな

った病
びょう

気
き

の伝播者
で ん ぱ し ゃ

となるのです。近年
きんねん

になって分
わか

った 

ことですが、その中
なか

で最
もっと

も注
ちゅう

意
い

すべきものはアノフェレス 

蚊
か

で、この蚊
か

が恐
お そ

るべきマラリア熱病
ねつびょう

の病
びょう

原
げん

体
たい

を伝
でん

播
ぱ

 

するのです。 

 マラリア熱
ねつ

というものも、三
み っ

日
か

熱
ねつ

・四
よ っ

日
か

熱
ねつ

・熱
ねっ

帯
たい

熱
ねつ

の３種
し ゅ

の病
びょう

気
き

に区
く

別
べつ

され、内
ない

地
ち

では三
み っ

日
か

熱
ねつ

、台湾
たいわん

では３種
し ゅ

とも流行
り ゅ う こ う

します。その中
う ち

、熱
ねっ

帯
たい

熱
ねつ

は最
もっと

も悪
あ く

性
せい

で、一
いち

度
ど

感
かん

染
せん

すると容
よ う

易
い

になおらず、死
し

ぬ人
ひ と

も少
すくな

くありません。蚊
か

が人体
じ ん たい

をさした時
と き

、蚊
か

の唾
だ

液
え き

腺
せん

に入
はい

っている病
びょう

原虫
げんちゅう

が人
ひ と

の血液
け つえ き

の中
なか

に入
はい

り、どんどん繁殖
はんし ょ く

する為
ため

に起
お こ

る病
びょう

気
き

で、昔
むかし

はオコリと云
い

っていました。 

 マラリア熱
ねつ

の特効
と っ こ う

薬
や く

が発見
は っけ ん

されなかった時
じ

代
だい

には、その被
ひ

害
がい

がどんなに物凄
も の す ご

いも

のであったかということの例
れい

として、或
あ

る学
が く

者
し ゃ

は、嘗
かつ

てヨーロッパの大半
たいはん

を占
し

めていたロ

ーマ大帝国
だ い て い こ く

が滅亡
めつぼ う

したのは、奴
ど

隷
れい

と共
と も

に熱帯
ねったい

地方
ち ほ う

から悪性
あ く せ い

のマラリアが輸
ゆ

入
にゅう

され

て、ローマ人
じ ん

の間
あいだ

に拡
ひろ

がった為
ため

であるとさえ言
い

っています。現今
げんこ ん

でもイタリーはマラリア

病
びょう

で大
たい

変
へん

苦
く る

しめられているのです。１９００年
ねん

頃
ご ろ

までは、毎年
ま い と し

この病
びょう

気
き

で死
し

ぬ人
ひ と

が１

万人
まんにん

乃至
な い し

２万
まん

人
にん

に達
た っ

していましたが、政
せい

府
ふ

では有効
ゆ う こ う

薬
や く

のキニーネ剤
ざ い

を民間
みんかん

に実
じ っ

費
ぴ

で供給
きょうきゅう

したので、やっと少
すくな

くなりましたがそれでも１年
ねん

に３０００人
にん

近
ちか

くの死
し

亡者
ぼ う し ゃ

があるそう

です。 

高
たか

飛
と

びの上
じょう

手
ず

な蚤
のみ

 

ペスト病
びょう

と蚤
のみ

 

 皆
みな

さんは、既
すで

にペスト病
びょう

という恐
お そ

ろしい病
びょう

気
き

のことをお聞
き

きになったことがあると思
お も

いま

す。この病
びょう

気
き

は元々
も と も と

、アジアから起
お こ

ったと言
い

われていますが、何処
ど こ

も決定
け ってい

されていま

せん。然
し か

し色々
いろいろ

の事
こ と

から学者
が く し ゃ

が研究
けんきゅう

したところによると、ヒマラヤの北側
きたがわ

の南
みなみ

チベット

が源
みなもと

であろうということです。 

 ヨーロッパでは西暦
せいれき

紀元
き げ ん

５２７年
ねん

から５６５年
ねん

の長
なが

い間
あいだ

に亙
わた

って、ペストが各
か く

地
ち

に拡
ひろ

がり、沢山
た く さ ん

の人
ひ と

が死
し

んだことがあります。其
そ

の後
ご

も、殊
こ と

１４世
せい

紀
き

に大流行
だい り ゅ う こ う

があって、  

（次ページへ続く） 

ハマダラ蚊（左）と 

普通の蚊の違い 
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２５００万人
まんにん

の命
いのち

が奪
う ば

われたのです。その数
かず

は当時
と う じ

のヨーロッパの全人口
ぜ ん じ ん こ う

の４分
ぶん

の１

に相当
そ う と う

していたという驚
おどろ

くべき惨
さ ん

禍
か

だったのです。 

 日本
に っぽん

では明
めい

治
じ

２７年
ねん

に、最近
さ い き ん

皇軍
こ う ぐ ん

が迅速
じ ん そ く

に陥落
か ん ら く

させた広東
かんとん

の近
ちか

くの香港
ホ ン コ ン

にペスト

が流行
り ゅ う こ う

した為
ため

に、台湾
たいわん

から日
に っ

本
ぽん

内
ない

地
ち

へと魔
ま

の手
て

の延
の

びるように拡
ひろ

がって来
き

たことがあ

ります。其
そ

の後
ご

も度
たび

々
たび

ペストが侵
し ん

入
にゅう

して来
き

て、３０００人
にん

近
ちか

くの人
ひ と

が死
し

んでしまったので

す。尊
とうと

い人
ひ と

の命
いのち

を失
うしな

ったばかりか、ペストをなくす為
ため

に大変
たいへん

な金
かね

をつかい、又
ま た

海外
かいがい

と

の貿易
ぼ う え き

を断
た

ったりして、我国
わ が く に

の蒙
こうむ

った損
そ ん

害
がい

は算
かぞ

えきることが出
で

来
き

ないものでありました。 

 南
みなみ

チベットに起
お こ

ったらしいペス卜は、印
イ ン

度
ド

にも侵入
しんにゅう

して、僅
わず

か１０ヶ年
ねん

の間
あいだ

に５００

万人
まんにん

という人
じ ん

命
めい

が失
うしな

われたことがあります。その惨状
さんじ ょ う

は地
じ

震
し ん

や戦争
せ ん そ う

どころではありま

せん。今
いま

でも印
イ ン

度
ド

はペスト病
びょう

の本
ほん

場
ば

で、常
つね

にこの病
びょう

気
き

に悩
なや

まされています。 

 被
ひ

害
がい

の多
おお

かった国
く に

々
ぐ に

では、ペスト病
びょう

の起
お こ

る原
げん

因
いん

を調
し ら

べる必
ひつ

要
よ う

にせまられたのです。

必要
ひ つ よ う

こそは発見
は っけ ん

の母
はは

であり、発明
はつめい

の父
ち ち

であります。ペストの原因
げんいん

は我国
わ が く に

の北
き た

里
ざ と

柴
し ば

三
さ ぶ

郎
ろ う

博
は く

士
し

や、印
イ ン

度
ド

に行
い

って研
けん

究
きゅう

した英国
え い こ く

のグレーン・リストンという学者
が く し ゃ

によって、先
ま

ず

鼠
ねずみ

と関係
かんけい

のあることが知
し

られ、次
つ

いでその蚤
のみ

が病
びょう

原
げん

菌
き ん

を運
は こ

ぶということが確
た し

かめられ

ました。 

 人間界
にんげんかい

にぺストの流行
り ゅ う こ う

する前
ま え

には必
かなら

ず鼠
ねずみ

の仲間
な か ま

にペストが 

流
りゅう

行
こ う

することも分
わか

りました。この病
びょう

気
き

は本当
ほ ん と う

は人間
にんげん

の病気
び ょ う き

では 

なく、鼠
ねずみ

の病
びょう

気
き

であるのが、人間
にんげん

にまで伝染
でんせん

するものなのです。 

 ぺストには色々
いろいろ

の種類
し ゅ る い

があって、淋
リ ン

巴
パ

腺
せん

がひどく腫
は

れる腺
せん

ペスト、 

皮膚
ひ ふ

に大
おお

きなおできの出
で

来
き

る皮
ひ

膚
ふ

ペスト、肺
はい

に起
お こ

る肺
はい

ペストなどと 

区
く

別
べつ

されます。この中
なか

で最
もっと

も多
おお

いのは腺
せん

ペストで、それが鼠
ねずみ

蚤
のみ

と 

直接
ちょくせつ

関係
かんけい

しているのです。印
イ ン

度
ド

のペストは大部分
だ い ぶ ぶ ん

この鼠
ねずみ

蚤
のみ

が犯人
はんにん

です。 

 日
に っ

本
ぽん

では夏
なつ

の末
すえ

から秋
あ き

の間
あいだ

に割合
わ り あ い

にこの鼠
ねずみ

蚤
のみ

が多
おお

いのです。鼠
ねずみ

の間
あいだ

にペスト

が流行
り ゅ う こ う

し、鼠
ねずみ

がだんだん死
し

んで少
すくな

くなると、蚤
のみ

は血
ち

を吸
す

うものがなくなるので人間
にんげん

を襲
お そ

います。すると人間
にんげん

の社会
し ゃ か い

にもペストが侵入
しんにゅう

して来
く

るわけです。 

十
じゅう

二
に

支
し

動
どう

物
ぶつ

の話
はなし

 

鼠
ねずみ

（子
ね

）の話
はなし

 

鼠
ねずみ

が運
はこ

ぶ病
びょう

気
き

 

 この悪戯者
いたずら もの

の鼠
ねずみ

、世
せ

界
かい

を我物顔
わがものがお

に暴
あ ら

し廻
まわ

っている鼠
ねずみ

の害
がい

は、直接
ちょくせつ

のものだけでも

前
ま え

に挙
あ

げたように大変
たいへん

なものですが、それよりももっと困
こ ま

る厄
やっ

介
かい

なことは、病気
び ょ う き

を拡
ひろ

げる

間
かん

接
せつ

の害
がい

です。鼠
ねずみ

が運
は こ

ぶ病
びょう

気
き

！ これこそ本当
ほ ん と う

に恐
お そ

るべきものです。 

（次ページへ続く） 

ノミ 
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 ペスト。おおなんと嫌
いや

な病
びょう

気
き

でしょう。突
と つ

然
ぜん

悪
お

寒
かん

がし高
たか

い熱
ねつ

が出
で

て、頭
あたま

が痛
いた

み、吐
は

き

気
け

があり、灼
や

けつくような感
かん

じがして、皮膚
ひ ふ

は乾
かわ

いて黒
く ろ

紫
むらさき

色
いろ

になり、多
おお

くは急
きゅう

に死
し

ぬ病
びょう

気
き

です。この病
びょう

気
き

に患
かか

ると、１００人
にん

の中
う ち

４、５０人
にん

は死
し

ぬのです。印
イ ン

度
ド

などでは、１００

人中
にんちゅう

９０人
にん

位
くらい

は死
し

んでしまいます。このようにペストは死
し

亡
ぼ う

率
り つ

が高
たか

い上
う え

に、非常
ひ じ ょ う

に伝
でん

染
せん

しやすい恐
お そ

ろしい病
びょう

気
き

です。 

 この嫌
いや

な病
びょう

気
き

も本来
ほんらい

は鼠
ねずみ

の病
びょう

気
き

ですが、それが人間
にんげん

にも伝染
でんせん

するのです。 

 我
わ

が国
く に

へはいつも上
シャン

海
ハ イ

や印
イ ン

度
ド

あたりから来
く

る荷
に

物
も つ

にまぎれこんでいた鼠
ねずみ

が持
も

って

来
き

ます。この鼠
ねずみ

についている蚤
のみ

が人間
にんげん

をさして伝染
でんせん

させます。 

 神
こ う

戸
べ

や横浜
よ こ は ま

のように、外国
が い こ く

の船
ふね

が出入
で い

りする所
ところ

では、時々
と き ど き

ペスト患者
か ん じ ゃ

が発生
はっせい

しま

す。ペストが発生
はっせい

したとなると、大
おお

騒
さ わ

ぎで鼠
ねずみ

を検
けん

査
さ

し、鼠
ねずみ

を殺
こ ろ

すことに力
ちから

を注
そ そ

ぎます。

神
こ う

戸
べ

でペストが発生
はっせい

した時
と き

、鼠
ねずみ

を買
か

い上
あ

げて極
きょく

力
り ょ く

伝
でん

染
せん

を防
ふせ

いだことがありました。そ

の時
と き

１年
ねん

間
かん

に買
か

い上
あ

げた鼠
ねずみ

の数
かず

は、実
じ つ

に人口
じ ん こ う

の２倍
ばい

に達
た っ

したということです。 

 昔
むかし

からペストは人
ひ と

を悩
なや

まして来
き

ました。１４世紀
せ い き

頃
ご ろ

ヨーロッパにペストの大流行
だい り ゅ う こ う

があ

り、この病
やまい

の為
ため

に２５００万
まん

の人
ひ と

が斃
たお

れ、為
ため

にヨーロッパの人口
じ ん こ う

の４分
ぶん

の１が減
へ

ったと

いわれています。 

 英吉利
イ ギ リ ス

に流
は

行
や

った時
と き

は、１６６４年
ねん

から１６６６年
ねん

までの短
みじか

い間
あいだ

に、ロンドンだけで９

万
まん

人
にん

近
ちか

い死
し

人
にん

が出
で

たと伝
つた

えられています。 

 鼠
ねずみ

に噛
か

みつかれると、鼠
そ

咬
こ う

症
しょう

という病
びょう

気
き

になります。 

これは人
ひ と

が鼠
ねずみ

に咬
か

みつかれた時
と き

、鼠
ねずみ

の体
からだ

の中
なか

にある 

病
びょう

原
げん

菌
き ん

が人間
にんげん

の体
からだ

に入
はい

る為
ため

で、熱
ねつ

が高
たか

まり、咬
か

まれた 

附
ふ

近
き ん

の皮
ひ

膚
ふ

にブツブツの出
で

来
き

る病
びょう

気
き

です。然
し か

しペスト 

程
ほど

猛烈
も う れ つ

な悪性
あ く せ い

の病
びょう

気
き

でないということは、不
ふ

幸
こ う

中
ちゅう

の幸
さいわい

です。 

 この外
ほか

、鼠
ねずみ

が運
は こ

ぶ病気
び ょ う き

には、出
しゅっ

血
けつ

黄
お う

疸
だん

病
びょう

とか、恙
つつが

虫病
むしびょう

とかいう嫌
いや

なものがありま

す。 

犬
いぬ

（戌
いぬ

）の話
はなし

 

恐
おそ

ろしい狂
きょう

犬
けん

病
びょう

 

 本当
ほ ん と う

に忠実
ちゅうじつ

な、とても役
や く

に立
た

つ、人間
にんげん

の昔
むかし

からのよいお友達
と も だ ち

の犬
いぬ

も、一
いち

度
ど

恐
きょう

水
すい

病
びょう

に罹
かか

ると、実
じ つ

に恐
お そ

ろしいものになってしまいます。この病
びょう

気
き

に罹
かか

った犬
いぬ

を狂犬
きょうけん

と云
い

いま

す。どんな立
り っ

派
ぱ

な小屋
こ や

に棲
す

む高
こ う

価
か

な犬
いぬ

でも、台所
だいどころ

や塵溜
ち り た め

を探
さ が

し廻
まわ

る犬
いぬ

でも、狂犬
きょうけん

に

なったら、猛
も う

獣
じゅう

よりも危
き

険
けん

な動物
ど う ぶ つ

になります。野良
の ら

犬
いぬ

が最
もっと

も罹
かか

りやすいのですが、飼
かい

犬
いぬ

でも野
の

放
ばな

しにして、勝
か っ

手
て

に出
で

歩
あ る

かせることから、この病
びょう

気
き

を引
ひ

き受
う

けて来
く

ることが多
おお

いのです。 

 狂犬病
きょうけんびょう

は名
な

が示
し め

すように、犬
いぬ

が気
き

狂
ちが

いになる病
びょう

気
き

ですが、犬
いぬ

ばかりではなく、人間
にんげん

（次ページへ続く） 

クマネズミ 
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参考図版：京王電鉄 HP、『小学館の図鑑 NEO・動物』『同・鳥』（小学館）、 

 『原色魚類大図鑑』『原色少年動物図鑑』（北隆館）他 

※ 前号『動植物界の奇観』に続き珍しい鳥獣と、今回は病気をもたらす動物の記事か

ら、いくつかご紹介しました。出版当時の社会情勢も窺えます。 

「動物界の不思議」（偕成社、1938） 

「細菌物語」B.B.メイル著・永野為武・谷田専治共訳（青木書店、1940）（文化叢書第 6） 

「白蟻談義」（原名「白蟻の心」）マレース著・永野為武・谷田専治共訳編 

（日新書院、1941）（カバー表と背は次ページ） 

を初
は じ

め、馬
う ま

、羊
ひつじ

、猫
ねこ

、兎
うさぎ

などまで犯
おか

される恐
お そ

ろしい病
びょう

気
き

です。此
こ

の病
びょう

気
き

に罹
かか

ると、犬
いぬ

は何
なん

のわけもなく噛
か

みつき度
た

くなり、ただ噛
か

みつこう噛
か

みつこうと苦
く る

しみ廻
まわ

ります。尾
お

を両
りょう

足
あ し

の間
あいだ

に挿
は さ

み、毛
け

を逆
さ か

立
だ

てて、口
く ち

からは泡
あわ

を出
だ

し、何
なん

でも一番先
い ち ば ん さ き

に目
め

についた動
ど う

物
ぶつ

に跳
と

びかかり噛
か

みつきます。そして噛
か

まれた動
ど う

物
ぶつ

が病
びょう

気
き

に伝染
でんせん

して行
い

きます。 

 然
し か

し狂
きょう

犬
けん

は何時
い つ

でも怒
いか

り狂
く る

って、走
は し

り廻
まわ

るものではありません。罹
かか

り初
は じ

めは決
け っ

してそん

なことをしないで、何
なん

だか判
わか

らない恐
きょう

怖
ふ

に襲
お そ

われ、人
ひ と

に助
たす

けを求
も と

めるように甘
あ ま

えて来
き

ま

す。こんな時
と き

うっかり傷
き ず

のある所
ところ

を舐
な

められたり、一寸
ち ょ っ と

歯
は

を立
た

てられて犬
いぬ

の涎
よだれ

が私
わたし

達
た ち

の体
からだ

に入
はい

ると、やがて人間
にんげん

も恐水病
きょうすいびょう

になるのですから、危
き

険
けん

此
こ

の上
う え

もありません。 

 狂
きょう

犬
けん

は水
みず

を見
み

ると火
ひ

がついたように恐
お そ

れると云
い

われていますが、始
は じ

めは決
け っ

してそうで

はなく、却
かえ

って前
ま え

よりも沢山
た く さ ん

水
みず

を飲
の

むものです。水
みず

さえ見
み

ればむさぼるように飲
の

みます。

併
し か

し段
だん

々
だん

病
びょう

気
き

が重
お も

くなると、水
みず

が咽
のど

を通
と お

らなくなり、そうなると始
は じ

めて水
みず

を恐
お そ

れて逃
に

げ出
だ

すようになるのです。 

 病
びょう

気
き

の重
お も

くなった狂犬
きょうけん

ならば、変
へん

な物
も の

を食
た

べたり、 

遠
と お

吠
ぼ

えをしたり、物
も の

にやたらに噛
か

みつきますから、すぐ 

それと見
けん

当
と う

がつきますが、始
は じ

めの間
あいだ

は容
よ う

易
い

に判
わか

りま 

せんから注
ちゅう

意
い

しなければいけません。ですからどんな 

犬
いぬ

にでも噛
か

まれた時
と き

はすぐ医
い

者
し ゃ

へ行
い

って、注
ちゅう

射
し ゃ

して 

もらわぬと大変
たいへん

です。狂犬
きょうけん

に噛
か

まれても、手
て

遅
お く

れに 

さえならなければ大丈夫
だ い じ ょ う ぶ

です。科
か

学
が く

は恐
お そ

ろしい恐
きょう

水
すい

 

病
びょう

を征服
せいふ く

しましたから。 日本犬の代表シバイヌ 

谷田專治（たにた せんじ、1908－1994）・おもな著書 
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「熱帯の景観」ウォーレス著・谷田専治訳（創元社、1942） 

（創元科学叢書第 17） 

「日本産石灰海綿の研究」（博士論文）（1944） 

「みゝずと土」ダーウイン著・谷田専治訳（改造社、1949） 

（改造選書） 

「噴火湾近海海洋調査報告」谷田専治・田村 正 

・小藤英登共著（室蘭市、1950） 

「イカとその漁業並びに加工業」谷田専治他共著（北海水産新聞社、1951） 

「最新生物学辞典」柘植秀臣・谷田専治・永野為武共編（岩崎書店、1953） 

「鮭鱒とその漁業並びに加工業」谷田專治他共著（北海水産新聞社、1953） 

「貝の採集」（岩崎書店、1954）（少年の観察と実験文庫 73） 

「生物の辞典」柘植秀臣・谷田専治・永野為武共編（岩崎書店、1956） 

「水産動物学」（恒星社厚生閣、1960）（水産学全集第 8）（1984 新版） 

「動物系統分類学第 2 巻」内田亨・監修（中山書店、1961）より「海綿動物」 

「松島湾のカキ以上
？ ？

変死について」谷田専治・佐野孝（日本水産学会、1962） 

「少年の観察と実験文庫２９」（岩崎書店、1964） 

「水産増養殖叢書 25・日本海における増養殖」日本水産資源保護協会編 

（日本水産資源保護協会、1973） 

「水産増養殖用語事典」谷田専治・島津忠秀共編（緑書房、1975） 

「見果てぬ夢は水産の夢」（緑書房、1984） 

「熱帯の自然」A.R.ウォーレス著・谷田専治・新妻昭夫共訳 

（平河出版社、1987 のち筑摩書房、1998）（ちくま学芸文庫） 

「相模湾産尋常海綿類」（解説担当）（生物学御研究所編・皇居内生物学御研究所、1989） 

 

  自然観察クラブ 会費納入のお願い 

☆ 年会費（個人または家族）   1,800 円 

   〃 （会報不要または直接取りに来られる方）  600 円 

 ※ 会報はインターネットでご覧になれます。 

☆ 会費の主な用途 

 会報発行・発送用諸経費（郵送料、封筒・印刷用紙、 

 インク代等）、プリンター保守費用、臨時催事の通信、その他 
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茶臼山・毘沙門山ハイキングと 

今市宿・二宮尊徳に因む社寺史跡めぐり 

１月１８日（日） 天気・晴れ 

  活動報告   

今市宿の北側に、日光連山の前衛のようにそびえる山なみ、茶臼山と毘沙門山に登

りました。鹿沼より北のこの辺は里も山も何日か前の雪にうっすらと覆われ、落葉と残

雪で滑りやすい足場に用心深さを要する行程が続きます。 

前日、同行予定の佐々木茂氏から情報が入り、明日登る山は倉ヶ崎城という山城跡

とのこと。日光山が倉ヶ崎、大桑など付近一帯を支配した永正年間（1510 年代）に、

拠点として築いた山城ではないかと考えられているそうです。戦乱期には、壬生城主、

壬生綱重の子で、壬生徳節斉の弟である大門弥二郎が、宇都宮国綱の命により城主を務

めていましたが、日光山、宇都宮城、鹿沼城の三勢力が複雑に入り組んだ攻防戦が展開

され、倉ヶ崎城は日光山の僧兵に攻め滅ぼされました。 

実際登ってみて、郭
くるわ

、堀切
ほりきり

、虎
こ

口
ぐち

、犬
いぬ

走
ばしり

などと

佐々木氏からの説明を聞くと、なるほど、確かにそ

れが自然の地形ではなく、人が造ったものであるこ

とがわかります。自然の土や岩を掘っただけの遺構

でありながら、500 年も前に造られた山城が今も

その形を残しているのです。 

大きな四角い中継アンテナが頂を占拠する毘沙

門山からは、“３羽のニワトリ”すなわち落合・長畑の鶏鳴山
けいめいざん

、塩谷・船生の 鶏
にわとり

岳
だけ

、

同じく塩谷の鶏
けい

頂山
ちょうざん

、もちろん日光連山も間近に望むことができ、双眼鏡では東京の

スカイツリーも確認できました。 

下山後、杉並木公園に車を置いて、朝鮮通信使今市客館跡、滝尾神社から宿場町の

雰囲気を残す今市の町を歩いて、報徳二宮神社、如来寺等を見学し、帰路に着きました。 

❀ 参加者 

佐々木伸二・千洋・真澄・茂・理恵、石崎隆史・裕子、阿部良司・みゆき 

（計９名） 

茶臼岳山頂にて 

低いけれど結構難儀しました 
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❀ 見た植物（５０音順） 

（落葉樹）アオダモ、アオハダ、アカシデ、アブラツツジ、イヌブナ、ウラジロノキ、 

オノオレカンバ、コシアブラ、コナラ、ヌルデ、ネジキ、ホオノキ、モンゴリナラ、 

ヤシャブシ、ヤマツツジ、リョウブ 

（常緑樹）シラカシ、テイカカズラ、ヒサカキ、ヤブコウジ（実、写真↓） 

（針葉樹）アカマツ、スギ、ヒノキ、モミ 

❀ 見た・聞こえた鳥 

スズメ、セグロセキレイ、ドバト、ハクセキレイ、 

ハシブト（ボソ？）ガラス、ヤマガラ、ルリビタキ 

❀ 茶臼山ハイキングと今市宿散策の風景 

 

 

 

 

 

 

  

南の地平はるかに 

東京スカイツリーが… 
毘沙門山から眺める 

高原山方面の 

雪山風景 

風の強い日だったが 

山の上は 

もっと激しい風 

を思わせる雪煙 

登山道入口（左）と 

うっすら雪と落葉に覆われた滑りやすい道 足場に注意しながら 

急下降の下り道 

毘沙門山山頂にて 山頂の視界を遮る“アンテナ” 
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←地図中央に、かつて地形を生かした山城・

倉ヶ崎城が築かれた茶臼山。日光街道・例幣

使街道・会津西街道が合流する交通の要衝・

今市宿を見下ろす場所柄、戦国時代や、幕末

の戊辰戦争などたびたび戦場となった。現在

麓にはのどかな田園風景が広がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自然の地形と思いきや 

戦国時代に人が手を加えて城となり、 

戦場となった（負け戦でした）跡とは… 

郭（くるわ）の跡と思われる平地 堀切（ほりきり）の跡と 

思われる鞍部 

今登ってきた山々 

毘沙門山（左）山頂には 

白い四角いアンテナが… 

今市宿付近の日光杉並木 

所有者の名札がある木も 

「鹿沼市」もありました 

今市の報徳二宮神社 

冬の茅
ち

の輪
わ

くぐりです 

（「茅の輪」は本来夏に盛ん） 
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❀ 木の幹図鑑 

 

 

 

 

 

  Photo Report 栃木   

 自然観察クラブの山行常連で、昼食に焼きソーセージをご提供いただくなど貢献下さ

っている石崎さんより、ファミリー登山の報告をいただきました。 

古賀志山レポート 

高気圧におおわれ、快晴となった 1 月 4 日、家族親類 4 人連れで古
こ

賀
が

志
し

山
やま

に登りました。森林公園の釣堀に車を置いて出発。沢沿いの北登山道を

登って富士見峠へ。古賀志山山頂から稜線上の道ははしご場もありました

が、無事に見晴らしの良い御嶽山
おんたけさん

に到着。奥白根山をはじめ日光連山や高
たか

原
はら

山
やま

、八
や

溝
みぞ

山
さん

から加
か

波
ば

山
さん

、筑波山へ至る茨城県境の山々、お正月は空気が

きれいなのでしょう、真っ白な富士山も見ることができました。鹿沼市街

地からは見ることのできない皇
す

海
かい

山
さん

をはじめ足尾の山々も見えました。帰

りは古賀志山まで戻って、山頂から直接南側に下りる道に try してみまし

た。クサリ場もあり、スリル満点の探検でした。 （石崎隆史） 

キノコの生えた枯木 オノオレカンバ ウラジロノキ 

アカマツの大木 アカマツを見上げる 日光杉並木の 1 本、「鹿沼市」の名札が… 

モミの大木 
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  古賀志山山頂から日光連山を望む 南方はるかに筑波山も 

展望台にて 筑波山から東へ 

加波山（右）足尾山（中央）などの山並みと宇都宮市街 

展望台で度胸試しのジャンプ！ 古賀志山山頂 

御嶽山山頂 

こちらの方が眺めは良い 

御嶽山手前のはしご 

高所苦手の方は要注意！ 
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探訪・鹿沼の鎮守と古木② 

板荷大原の天満宮と栂ボッチ 

一昨年であったか、当店のお客様で、元中学校教諭の福田敦先生がムクロジの実を

持って来て下さった。本誌創刊号にムクロジのことが書いてあったから、とのことで

あった。昨年の秋、上都賀病院を奥様と一緒に出てこられるところでたまたまお会い

したので、かのムクロジについて訊くと、その木は福田先生の庭に植えられたもので、

それほど大きなものではないという。その後また来店された時に、板荷に何か大きな

木がないかご存じかと訊ねると、先生は喜んで教えて下さった。僕はその話に耳を疑

った。 

板荷大原のバス停のそばに先生のお住まいがあり、その道を入って正面に天満宮が

ある。そこから背後にある山に登ると“栂ボッチ”という山があって、その山頂の近

くにツガの木がある、というのだ。古峰ヶ原の三枚石新道のかなり上の方にもそれら

しいのがあるが、ツガなのかあるいはコメツガなのかは確認していない。いずれにし

ても板荷のような低山に本当にツガの木があるのだろうか。 

その後福田一男先生が来店された時に、古峰ヶ原のツガについて訊ねると、古峰ヶ

原のものはツガであり、コメツガは鹿沼では見たことがない、という。 

そんなことを、大原に実家があり現在も板荷にお住まいの福田君子さんに話すと、

さっそく天満宮に案内してもらえることになった。君子さんの実家は天満宮のすぐ近

くなのである。兄上の阿部芳次氏を伴って出掛けると、山の麓には広く獣を防ぐため

のネットが張られており、その扉を開けるとすぐ天満宮があった。本殿は囲いの中に

あり、ネット越しにであるが見事な彫刻が見える。しかもその彫刻は、上材木町およ

びわが戸張町の屋台の彫刻と同じ彫師、石塚知興によるものであるらしい。この日は

夕暮れが近くなり、イノシシが出るというので栂ボッチに行くのはやめにしたが、芳

次氏が「ツガモミ」と言っておられたのが気になった。ツガではなくてモミなのでは

ないかと。 

１週間後、栂ボッチに登るべく再び出掛けた。天満宮から適当に小尾根に取り付い

て登ると主尾根に出る。コナラ、モンゴリナラ、ヒノキ、アカマツを主とした森であ

る。右に登って行くとほどなく栂ボッチの山頂である。天満宮から 15 分程。山頂に

は大した立木はない。尾根は左方向にさらに続いているようである。太めの木々を 1

本 1 本見ながら進むと、左にモミのような木が見つかった。この木かも知れないが、

（次ページへ続く） 
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判断材料の葉は低い所にはない。双眼鏡は忘れた。下に枝が落ちていないか探したが、

それらしい枝もない。代わりにモミの幼樹が見つかった。やはりモミかな、と思いな

がら、そうだ、デジカメでどうにかなるかと思いつき、望遠を最大にしてピントを合

わせた。すると、画面に映し出された葉は手持ちで当然ぶれているが、明らかにツガ

である。葉の長さが長短まちまちなのはモミも同じだが、全体的にモミより短く、し

かし葉の幅はモミよりも広い。そして葉の先端はまるい。胸高周囲 160cm である。 

こんな低山にツガがあるものなのか。図鑑によると、ツガとコメツガの違いはまず

若枝の先端にある。コメツガは若枝に毛が生えており、ツガには毛が生えていない。

分布はツガが丘陵～山地、コメツガが亜高山帯、というからここにツガがあってもお

かしくはなく、高木が 2 本、幼樹が数本あるから野生であることも肯ける。 

大原天満宮は毎年 1 月 15 日の前の日曜日が御開帳とのことで、今年は 1 月 11

日。朝 8 時に扉が開くとのことなのでまた出掛けた。毎年順繰りで決められた班が扉

を開けて供え物をするのである。他の鎮守の例にもれず、ここでも社伝を知る人は少

なくなっているようである。この日も“栂ボッチ”まで登り、車を置かせてもらった

阿部芳次さんの家に戻った。縁側には芳次さんと君子さんの父上の阿部忠次さんがお

られ、お茶をいただきながら、大芦と板荷境にそびえる羽賀場山に連なる天気ボッチ

（お天気山）、日蔭山（おろやま）さんなどの山名を聞く。忠次さんの話ではツガは

栂ボッチの山頂にあり、ふたかかえもある太さで、根元付近が傷んでいる、とのこと

である。僕の見たツガとは様子が違う。もしやかつて山頂部にもっと太いツガがあっ

たものの、すでに枯れてしまったのではないか、と考えた。 

1 月 25 日、会報でモミとツガの葉の違いを解説するための標本を取ろうと、三た

び栂ボッチへ。前日、韓国でスーパーに入り込んだイノシシが大暴れした映像を見た

のでちょっと恐怖。それでも今日は、栂ボッチより先に別のツガの木がないか調べて

みたい。栂ボッチを越え、先に発見したツガの木を左に見て、しばらくなだらかな尾

根が続く。別の尾根と合流したりして単純な地形ではなく、斜面はしだいに急になっ

てくる。前方、コナラの林の中にヒノキとは異なる針葉樹の高木が見える。その先は

なだらかな山の山頂のようである。近づくにつれ、その高木がかなり太い木であるこ

とがわかってきた。御神木が鎮座するのはほぼ山頂部。ツガであることは確実だが、

一応デジカメで葉を確認。胸高周囲 220cm。太さも枝振りも巨樹の風格がある。こ

の地こそ真の栂ボッチであった。 
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板荷・大原天満宮正面と 

←解説板 

↓御開帳当番の面々と 

ツガの葉のアップ→ 

石塚知興作と思われる彫刻のひとつ 

天満宮の裏山はオカメザサの笹原で始まる 

イヌガヤ  モミ  ツガ 

似ているようで違う針葉樹の葉 

大原天満宮付近から眺められる 

板荷と大芦との境の山並 

中央付近が天気ボッチ、右におろやま→ 
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  山書談話室   

恒例、田部重治研究会・白坂正治氏からのおたよりです。 

寒中御見舞申し上げます。 

 月報、号を重ねること第３０号。新年最初の号でもあり、益々めでたいですね。

通過点ではありましょうが、毎号毎号様々な企画をされ、呼びかけられ、響きを伝

えられての積み重なりの光輝に心より敬意を表します。 

 活動を通して少年少女に育まれる情操の泉は長じてからもこんこんと湧き出て、

日々をひからびさせることなく豊かな感性で潤わせることでしょう。仮にＩＴで人の心

は読めても、詠めはしない。まして魂のひだに触れるなら、例えば路傍の○○（読

み取れず申し訳ありません：編集担当）歓喜を求めて“歩く、ひたすら歩く”しかない

のです。 

 ある面、芳賀富士山の如く“低くて深い”１年になったら幸せだと思います。 

 乱筆乱文にて。 

 ’15.1.17 

↑ヒノキ 

↓手前のピークの 

ツガの大木 

 

↑モミ 

↓フジ 

（中の木は枯れた後） 

 

↓右のツガのアップ 

栂ボッチのツガ→ 
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  愛書家のひとりごと   

「登山者がぜひ読んでおきたい―山の名著 BEST100」より 

日本山書の会編（「山と溪谷」1976年 1 月号付録） 

《論説》 （書名／編著者名／初版出版社／初版出版年） 

日本風景論 志賀重昂  政教社  明治 27 

日本山水論 小島烏水  隆文館  明治 38 

山岳省察  今西錦司  弘文堂書店  昭和 15 

《調査・研究》 

日本山嶽志 高頭 式  博文館  明治 39 

やま  志村烏嶺・前田曙山 橋南堂  明治 40 

山の人生  柳田國男  郷土生活社  大正 15 

山 研究と随想 大島亮吉  岩波書店  昭和 5 

尾瀬と鬼怒沼 武田久吉  梓書房  昭和 5 

先蹤者―アルプス登山者小伝 大島亮吉 梓書房  昭和 10 

谷川岳  東京登歩渓流会 弘明堂書店  昭和 11 

山と探検  今西錦司  岡書院  昭和 25 

谷川岳研究 長越茂雄  朋文堂  昭和 29 

日本アルプスの自然 小林国夫  築地書館  昭和 30 

山と書物 正続 小林義正  築地書館  昭和 32・35 

登山の小史と用具の変遷 西岡一雄 朋文堂  昭和 33 

登山の夜明け 熊原政男  朋文堂  昭和 34 

日本登山史 山崎安治  白水社  昭和 44 

近代日本登山史 安川茂雄  あかね書房  昭和 44 

ヒマラヤの高峰 ⅠⅡⅢ 深田久弥 白水社  昭和 48 

《随想》 

屋上登攀者 藤木九三  黒百合社  昭和 4 

泉を聴く  西岡一雄  朋文堂  昭和 9 

句集 山行 石橋辰之助  沙羅書店  昭和 10 

山の繪本  尾崎喜八  朋文堂  昭和 10 

山の憶ひ出 上下 木暮理太郎  龍星閣  昭和 13・14 

たった一人の山 浦松佐美太郎 文藝春秋社  昭和 16 

静かなる登攀 高須 茂  朋文堂  昭和 16 

回想の山山 桑原武夫  七丈書院  昭和 19 

山岳渇仰  中村清太郎  生活社  昭和 19 

山なみはるかに 三田幸夫  白水社  昭和 29 

山靴の音  芳野満彦  朋文堂  昭和 34 

北八ツ彷徨 山口耀久  創文社  昭和 35 

山を想へば 百瀬慎太郎遺稿集刊行会 遺稿集刊行会 昭和 37 

わが山旅五十年 田部重治  桃源社  昭和 39 

森林・草原・氷河 加藤泰安  茗渓堂  昭和 41 

山に忘れたパイプ 藤島敏男  茗渓堂  昭和 45 

明治の山旅 武田久吉  創文社  昭和 46 

遥かな山やま 泉 靖一  新潮社  昭和 46 
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《紀行・記録》 

西蔵旅行記 上下 河口慧海  博文館  明治 37 

日本アルプス 一～四巻 小島烏水 前川文栄閣  明治 43・44・45・大正 4 

アルペン行 鹿子木員信  政教社  大正 3 

日本アルプスと秩父巡礼 田部重治 北星社  大正 8 

スウィス日記 辻村伊助  横山書店  大正 11 

山行  槇 有恒  改造社  大正 12 

静かなる山の旅 河田 楨  白彊館書店  昭和 2 

大利根水源紀行 利根水源探検隊 煥乎堂  昭和 2 

黒部渓谷  冠松次郎  アルス  昭和 3 

山へ入る日 石川欣一  中央公論社  昭和 4 

ハイランド 辻村伊助  梓書房  昭和 5 

氷河と万年雪の山 小島烏水  梓書房  昭和 7 

霧の旅  松井幹雄  朋文堂  昭和 9 

わが山山  深田久弥  改造社  昭和 9 

北の山  伊藤秀五郎  梓書房  昭和 10 

アルプス記 松方三郎  龍星閣  昭和 12 

ナンダ・コット登攀 竹節作太  大阪毎日新聞社 昭和 12 

樹林の山旅 森本次男  朋文堂  昭和 15 

ペテガリ岳遠征記 小島六郎  サン書房  昭和 23 

屏風岩登攀記 石岡繁雄  碩学書房  昭和 24 

マナスル Ⅰ・Ⅱ 日本山岳会  毎日新聞社  昭和 29・33 

チョゴリザ 京都大学学士山岳会 朝日新聞社  昭和 34 

登攀者  第 2 次 R・C・C 山と溪谷社  昭和 38 

日本百名山 深田久弥  新潮社  昭和 39 

青春を山に賭けて 植村直己  毎日新聞社  昭和 46 

《技術》 

岩登り術  藤木九三  RCC 事務所 大正 14 

岩登り術  水野祥太郎  黒百合社  昭和 8 

積雪季登山 勝田 甫  朋文堂  昭和 18 

《案内》 

富士案内  野中 至  春陽堂  明治 34 

穂高岳登攀ルート図集 諏訪多栄蔵 朋文堂  昭和 24 

穂高の岩場 Ⅰ・Ⅱ 岩稜会  朋文堂  昭和 34 

《遭難》 （私家版遺稿集・追悼出版など出版形態は多様） 

山之犠牲  小山 博  小山 博  大正 5 

遺稿（山と雪の日記） 板倉勝宣  （梓書房）  （昭和 5） 

剣沢に逝ける人々 東京帝国大学山の会 梓書房  昭和 6 

伊那谷 木曽谷 細井吉造  故細井吉造遺稿集刊行会 昭和 12 

単独行（單獨行） 加藤文太郎  朋文堂（津田周二） 昭和 16（昭和 11） 

風雪のビヴァーク 登歩渓流会  登歩渓流会  昭和 25 

《画文集・写真集》 

山・原野・牧場 坂本直行  竹村書房  昭和 12 

山に描く  足立源一郎  古今書院  昭和 14 
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山旅の素描 茨木猪之吉  三省堂  昭和 15 

霧の山稜  加藤泰三  朋文堂  昭和 16 

尾根路  田淵行男  朋文堂  昭和 33 

日陰の山ひなたの山 上田哲農  朋文堂  昭和 33 

山のABC 一～三 串田孫一  創文社  昭和 34・37・44 

《翻訳・洋書》 （右端は翻訳者名） 

Handbook for Travellers in Japan in Central and Northern Japan 

  Satow,E.M. and Howes,A.G.S. KELLY & WALSH 明治 14 

日本アルプス・登山と探検 ウォルター・ウェストン 梓書房 昭和 8 岡村精一 

アルプス登攀記 上下 エドワード・ウィンパー 岩波書店 昭和 11 浦松佐美太郎 

岩・氷・ランプ ジャン・コスト 朋文堂  昭和 12 高須 茂 

一登山家の思ひ出 エミール・ジャベル 龍星閣  昭和 12 尾崎喜八 

処女峰アンナプルナ モーリス・エルゾーク 白水社  昭和 28 近藤 等 

エヴェレスト登頂 ジョン・ハント 朝日新聞社  昭和 29 田辺主計・望月達夫 

ナンガ・パルバット K.M.ヘルリヒコッファー朋文堂  昭和 29 横川文雄 

星と嵐  ガストン・レビュファ 白水社  昭和 30 近藤 等 

アルプスの三つの壁 アンデレル・ヘックマイヤー 朋文堂 昭和 30 長越茂雄 

八千米の上と下 ヘルマン・ブール 朋文堂  昭和 30 横川文雄 

アルプス及コーカサス登攀記 A.F.マンメリー 朋文堂  昭和 13（昭和 30） 石 一郎 

エヴェレスト―その人間的記録 ウィルフリッド・ノイス 文藝春秋新社 昭和 31 浦松佐美太郎 

アルピニズモ・アクロバチコ ギド・レイ 朋文堂  昭和 31 河合 享 

第三の極地 G.O.ディレンフルト 朋文堂  昭和 31 諏訪多栄蔵 

わが山の生涯 トム・ロングスタッフ 白水社  昭和 32 望月達夫 

ヒマラヤ―その探検と登山の歴史― ケニス・メイスン 白水社 昭和 32 田辺主計・望月達夫 

白い蜘蛛  ハインリヒ・.ハラー 白水社  昭和 35 横川文雄 

未踏の山河 エリック・シプトン 茗溪堂  昭和 47 大賀二郎・倉知 敬 


