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 「衣、食、住」という言葉を知っていますか。人間にとって大切なものです。

「衣」は身にまとい暑さ寒さから体を守るだけでなく、体の一番大事な部分を

防護
ぼう ご

する役目を持っています。「食」は人間が活動するためのエネルギーとして、

またその活動をスムーズに動かすための潤滑油
じゅんかつゆ

として常にバランスよく体内に

取り入れなければならない大事なものです。「住」は暑さ寒さだけでなく、雨、

風、雪、嵐からケモノに至
いた

るありとあらゆるものから身を守るトリデとなるもの

です。  

 身につけるものとしての「衣」は、はじめは食料用に捕
つか

まえた動物の皮などを

つないで身につけていたのではないでしょうか。そのうち木の皮をはいでたたい

たり、煮たりしてやわらかくして使うようになり、糸状にさいてつなぐのに使う

事も覚
おぼ

えたのでしょう。糸ができれば編
あ

むことも、織
お

ることもできるようになり

ます。布の登場です。それも、より広くしなやかにするために、糸もより長く、

より細くと進化していったのでしょう。当然糸にする材料もいろいろ試
ため

したとお

もいます。その先人の努力が今の私たちの生活を豊かにしているのです。では今

私たちが衣類にしている植物にはどんなものがあるでしょうか。もちろん長い年

月の間にはより良い物に品種
ひんしゅ

改良
かいりょう

されていますし、今は世界中からいろんな品

物が集まってきます。現在では動物や植物だけでなく、化学
かが く

繊維
せん い

といわれている

ナイロンやレーヨン、ポリエステルといった石油などからつくられる繊維まで大

量に出回っていますが、ここでは植物に限って考えたいとおもいます。今一番衣

類として使われている植物はワタではないかとおもいます。ワタの原産地はＤＮ

Ａを調べるとアフリカ系とアメリカ系に分けられるそうです。もちろん日本にも

はるか昔に入ってきて日本の気候にあうように品種改良されたものがあります

が、外国のものにくらべて収 穫 量
しゅうかくりょう

が少ないため今ではところどころで栽培され
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ているのを見かけるだけになっているようです。主流は海外で収穫されたものを

輸入するか、製品にして日本にはいってきているのです。日本では西洋綿といわ

れている品種です。そのなかにはエジプト綿

といわれている繊維の長い種類の物も含まれ

ています。ワタはこの園内でも栽培している

ものを見ることができます。二番目がアサ。

さらっとした肌触
はだざわ

りが蒸
む

し暑い夏に着る物と

して好まれています。その中でも細い糸で織

った薄い麻布
あさぬの

は上布
じょうふ

といわれ、それぞれの産

地の名前をつけて越
えち

後
ご

上布、薩摩
さつ ま

上布などと

よばれ高級な着物地として今もつくられてい

ます。同じように高級着物地としてつくられ

ているのが芭蕉
ばしょう

布です。これはイトバショウ

の繊維を織った物でアサと同じような肌触り

です。沖縄や奄美
あま み

大島
おおしま

の特産ですが、作れる

人の高齢化
こうれいか

が進みとても高級な品物になって

います。クズの繊維で織った葛
くず

布は今では静

岡県の掛川
かけがわ

だけでつくられています。たいへ

ん光沢
こうたく

のある丈夫な繊維なのですが、少々硬
かた

いのでコートやバッグ、帽子
ぼう し

などに

加工されています。アマはアラビアや中央アジア南部の原産といわれていますが、

この茎
くき

の繊維で織った薄
うす

い布はリンネルと呼ばれる高級織物のひとつになって

います。日本では北海道で栽培されているようですが、亜麻
あ ま

布ともいわれ、十字架
じゅうじか

にかけられたキリストの遺体
いた い

やエジプトのミイラを包
つつ

んだ布としてもしられて

います。この園内でも水色の可愛い花を咲かせていたのに気が付いた人もいたと

おもいます。シナノキも内皮
ない ひ

の繊維が丈夫なため、山仕事の綱
つな

や袋にしたり、糸

にして布に織ったりしています。しな布といわれています。カラムシは繁 殖 力
はんしょくりょく

のある強い草ですが、内皮の繊維が丈夫なため糸にして布に織られています。い

ずれもクズやバショウと同じようにつくる人が少ないため高級織物として細々

とつくられているのです。 

 さて、布ができたら色をつけたくなるのですが、当然草木染めです。最近では

趣味
しゅ み

で草木染めをする人が増えています。そしていろいろな草や木、ハーブや野

菜まで使って色を抽 出
ちゅうしゅつ

し楽しんでいるのです。ここでは植物染料
せんりょう

として大量

綿（ワタ） 
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に使われていたものをあげていきたいとおもいます。一番高級な色といわれてい

るのが「紫」です。これはムラサキという植物の根から取り出した液から媒染剤
ばいせんざい

を使って発色させたものです。媒染剤には木灰
きば い

を使っていますが、その使う木に

よって紫の色が微妙
びみょう

にちがうようです。京を中心に大和
やま と

地方で使われていたのは

ツバキ（京紫）、江戸ではヒサカキ（江戸紫）、今でも岩手県で染められている

のはサワフタギを使った南部紫というように使い分けられています。赤はアカネ

やベニバナ、ウコン、スオウなどが使われていたようです。黄色はベニバナやカ

リヤス、コブナグサ、ハマナス、クチナシ、キハダなどが使われているようです。

特にカリヤスやコブナグサは明礬
みょうばん

を媒染剤にするときれいな黄色に発色します。

青はタデアイが主流で生葉で使ったり、発酵
はっこう

させてスクモにして使ったりしてい

ます。このタデアイは空気に触れることで発色します。藍
あい

染めといわれているも

のです。そのほかインドで使われていたキアイ（マメ科）はインディゴとして世

界中に、中南米で使われていたナンバンコマツナギ（マメ科）は竹富
たけとみ

島のミンサ

ー織りに、エゾタイセイ（アブラナ科）は北海道のアイヌの人々が、リュウキュ

ウアイ（キツネノマゴ科）は沖縄で青に染まる植物として使われていました。特

にツユクサを改良したオオホウシバナの花から集めた青い色は水に溶けやすい

ため、和紙に吸わせて乾燥
かんそう

させ、着物に下絵を写すときの写し紙につかわれてい

ます。日本のあちこちに自生
じせ い

しているヤマアイ（トウダイグサ科）からは緑色に

染めることができ、日本最古の染料のひとつといわれています。茶色や黒っぽい

色はいろいろな植物から抽 出
ちゅうしゅつ

することができますが、クヌギのどんぐりがよく

使われていたようです。このように人々ははるか昔から着ている物に色を付けて

楽しんだり、階級
かいきゅう

を分けるのに使ったりしていました。そのうち糸を染めてか

ら織る縞柄
しまがら

や絣柄
かすりがら

がつくられるようになったのだとおもいます。 

 草木染めを楽しむのなら、木綿地よりウールや絹地
きぬ じ

のものがよいでしょう。木

綿地なら一度牛乳で煮て乾かしてから使うとよく染まるようです。試してみて下

さい。 

 

 参考資料 

  花々の染め帳   足田輝一著  東海大学出版会 

  植物ごよみ    湯浅浩史著  朝日選書 

  広辞苑             岩波書店  
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 ケシの花は美しい。しかしモル

ヒネ、阿片
あへ ん

を採
と

ることから栽培
さいばい

禁止
きん し

になっているので何か恐
おそ

ろし

いという響
ひび

きを漂
ただよ

わせています。

ただモルヒネを含
ふく

まない栽培禁止

になっていない種類も沢山あって

その美しい 姿
すがた

を楽しませてくれ

ています。大阪の花の万博
ばんぱく

のとき

展示されて一躍
いちやく

有名になったヒマ

ラヤの青いケシは暑さに弱いため

一般の人が栽培するのは大変難し

いものです。一般に栽培されてい

るのはヒナゲシ、アイスランドポ

ピー、オニゲシです。 

－ヒナゲシ－ 

 虞
ぐ

美人草
びじんそう

と呼ばれているように美しい花の代表でしょう。秋蒔
ま

き一年草で９月

から１０月に蒔いて５月から６月に咲きます。チューリップのように上を向いた

花形の淡
あわ

い赤、ピンク、白、複色
ふくしょく

などの花が風にそよぐ姿はなんともいえない

可憐
かれ ん

な美しさです。この花の問題点は移植
いしょく

ができない点です。花壇
かだ ん

に直播
じかまき

するか、

ポットに蒔いて根が回った頃そっと抜いてそのまま植えるようにする。また次々

と枝が出て上に伸
の

びるが倒
たお

れやすく、倒れたのを起こしたりすると傷つきやすく

そこから病気が入って枯
か

れる。ですから手入れに入らないほうが良いのです。支

えになる植物と混ぜて作るとよいと思います。日当りと排水
はいすい

の良いところなら手

入れも要
い

らずよく咲きます。 

－アイスランドポピー－ 

 冬に南房総
ぼうそう

の花摘
はな つ

み園に行くと１０本幾らで摘ませてくれるのがアイスラン

ドポピーです。葉や花茎
かけ い

が株元
かぶもと

から伸びて枝分かれしないので切花に都合が良い

のです。９月から１０月に蒔いて３月から５月まで次々と花が咲いてきます。ヒ

ナゲシと違って移植ができるのでポットに蒔いておいて定植するとよいでしょ

う。もちろん直播してもかまいません。赤、 橙
だいだい

、黄、白、桃など色彩
しきさい

豊富で、

ケシの花 
みどりの相談員 

青 島
あ お し ま

尚 祐
な お す け

 



 ５

大輪の花もできています。土質は選びませんが、日当りと排水の良い所が適して

います。 

－オニゲシー      
 大型で剛直

ごうちょく

な姿から鬼げしと呼ばれていますが、色も豊富になり花も

豪華
ご う か

で素晴らしい見事なものです。アイスランドポピーと同じように株元

から葉や花茎が伸びて枝分かれしない性質のものです。宿根草
しゅっこんそう

で株分けで

殖
ふ

やしますが、いったん植えたものは３年以上そのままにしておいたほう

が良いようです。株分けのとき切れた根を１０ｃｍぐらいに切って頭を出

すようにして土に埋
う

めて置くと（根伏せ）簡単に殖やす事ができます。種

を蒔く場合は春か秋に蒔くようにします。 

 
 

講  座 日  時 対象・人数 講  師 費 用 受 付 

みどりの講習会 
「本格的なクリスマスのリー
ス作り」 

平成 19 年 12 月 1 日（土）
13:30～15:00 

どなたでも 
30 名 

ガーデンコーデ
ィネーター 
杉田佳子氏 

2,000円 受付終了 

自然観察会 
「森の実りと紅葉の観察会」 

平成 19 年 12 月 2 日（日）
10:00～12:00 

どなたでも 
30 名 

森林インストラ
クター 
國安 哲郎氏 

無料 11/15～ 

野草ウォッチング（樹木の観察
もします）（雨天中止） 

平成 19 年 12 月 8 日（土）
10:00～11:30 

当日先着 
25 名 

自然解説員 
藤田泰氏 

無料 当日 

園芸教室 
「踊りハボタンの寄せ植え」 

平成 19 年 12 月 9 日（日）
13:30～15:00 

どなたでも 
20 名 

みどりの相談員 
丸尾三恵子氏 

2,000円 受付終了 

みどりの講習会 
「ミニ門松作り」 

平成 19 年 12 月 15 日（土）
13:30～15:30 

どなたでも 
20 名 

千葉県流山高等
学校 高野泰信
氏 

1,000円 受付終了 

こども自然体験 
「空飛ぶタネを作って遊ぼ
う！ 

平成 19 年 12 月 16 日（日）
10:30～12:00 

小学生対象 
20 名 

自然解説員 
藤田氏・加藤氏 

無料 12/1～ 

自然観察会 
「画像で見るオオタカの知ら
れざる生態」 

平成 19 年 12 月 22 日（土）
13:30～15:30 

どなたでも 
30 名 

２１世紀の森と
広場アドバイザ
ー中嶋友彦氏 

無料 12/1～ 

バードウォッチング 
（雨天中止） 

平成 19 年 12 月 23 日（日）
10:00～11:30 

当日先着 
25 名 

自然解説員 
直井 宏氏 

無料 当日 

園芸教室 
「冬に咲く鉢花の手入れとみ
どりの相談」 

平成 20 年 1月 19 日（土）
13:30～15:30 

どなたでも 
45 名 

みどりの相談員 
小林喜代次氏 

無料 12/15～ 

初めての鳥見～バードウォッ

チングを始めてみよう！～ 

平成 20 年 1月 20 日（日）

10:00～11:30 

当日先着 

25 名 

自然解説員 

黒江美紗子氏 
無料 当日 

園芸教室 
「落葉樹の剪定（実習有）」 

平成 20 年 1月 27 日（日）
10:00～11:30 

どなたでも 
20 名 

みどりの相談員 
野口宣二氏 

無料 12/15～ 

注）予定に変更が生じる場合がございますので、詳細はパークセンターまでお問い合わせ下さい。 
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冬、カエルはどこへ？？ 
自 然 解 説 員 

黒 江
く ろ え

美 紗 子
み さ こ

 

 夏、雨が降るとたくさん見ることのできたカエル。秋や冬になるとなぜか声も

聞かれなくなりますし、姿も見えなくなります。肝心
かんじん

の池は氷が張
は

ってしまう日

もあります。この時期、カエルはどこにいるのでしょう？ 

どこにいるの？ 

 カエルは土の中あるいは水の中にいます。

土を掘
ほ

れない小さなカエルは、落ち葉の積
つ

もった下あたり。土を掘れるヒキガエルの

ような大きなカエルは土のもっと深くに潜
もぐ

っています。種類によっては、泥
どろ

や水の中

に潜っているものもおり、水深30cmほど

と意外と深いところに潜っています。 

その中で何をしているかというと、ひた

すら同じ場所でじっとしています。冬眠をしているのです。他にもクマやリス、

ヤマネなど冬眠をする生き物はいます。これらの動物が冬眠するのは、冬の間は

エサが少なくなるため、動かないことでエネルギーを節約
せつやく

しようとしているもの

です。 

カエルの場合は、エサの問

題というより気温の問題で

す。外気の気温に体温が左右

される変温
へんおん

動物なので、眠ろ

うとして冬眠しているわけ

ではなく、気温の低下ととも

に動けなくなって冬眠に入

ります。眠るというより、固
かた

まるに近いかもしれません。 

エサがなくなったり、気温が低くなったりしたときにもっと暖
あたた

かい場所に行

けば、冬眠なんてしなくて済むのではないかと思います。もっと南のほうに住ん

でいる動物は冬眠なんてしません。でも冬眠しなくても済むような南まで移動で

きるのはせいぜい鳥類くらいです。鳥は冬眠しなくて済むように、暮らす場所を

変えています。カエルの場合は、大移動をできないので、寒くなってもその場で

動きのにぶいウシガエル 

気
温
（
℃
）

カ
エ
ル
の
体
温
（
℃
）

夏 秋 冬 春

気温とカエルの体温の季節変化

40℃-

0℃-

冬眠期間
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どうにかするしかないのです。 

 カエルにとって動けなくなる時期というのは、突然
とつぜん

やってくるものではありま

せん。もし突然やってくるとすると、いたるところで“動けないカエル”が観察

されることになってしまいます。秋になると徐々
じょじょ

に気温が下がっていき、カエル

の動きは次第に鈍
にぶ

くなります。そして、完全に動きまわれなくなる前に春まで安

全にいられる場所を探して冬眠するのです。その時期の見極
みき わ

めをできているから

こそ、“動けないカエル”を見かけることはないのです。 

 どのくらいで動けなくなるかというのは、カエルの種類や生息している地域に

よりますが、アマガエルで5℃、ヒキガエルで6℃くらいと言われています。 

5℃というのは、紅葉が見ごろになる気温でもあるので、この公園でも紅葉真っ

盛りになる時期にちょうどカエルは潜っているのです。 

冬眠している間の状態は？ 

 潜っている間は、体温は 5℃前後になっており、心臓
しんぞう

や胃、腸
ちょう

などの臓器
ぞう き

は

ほとんど活動していない状態です。そうすると必要なエネルギーも少なくて済む

のでエサを食べることはありません。そもそもエサを採
と

るために動くということ

ができないので、エサを食べなくても済むように体の機能をぎりぎりまで下げて

いるのです。この仮死
か し

状態
じょうたい

が冬眠です。 

 ただ日本のカエルは、0℃より下がってしまうと凍
こお

って死んでしまうので、体

温が凍らないような場所を選んで冬眠しています。落ち葉の下や土の中は案外
あんがい

暖

かいものです。水も凍れば0℃以下になってしまいますが、水深が深いところで

はなかなか凍りにくいので、カエルは潜って過ごすのです。 

 ちなみに、普通の水よりも砂糖水の方が凍りにくいと聞いたことはありません

か？水に何かが混ざっていると水だけのときよりも液体は凍りにくくなります。

カエルもこの原理を利用して、冬眠時には体内の液体に糖分をより多く含むよう

にしているそうです。つまり、冬眠時のカエルは成人病状態にあると言えるかも

しれません。 

どうやって起きるの？ 

 冬眠状態にあるカエルは、突
つつ

いても動きません。これはリスやクマの冬眠と大

きく違
ちが

うところです。先ほども記したように、カエルの場合は体温の関係で“動

けない”のです。 

 物理的な刺激
しげ き

で起きないとなると、どうすると起きることができるのでしょ

う？起きるときもきっかけはやはり気温になります。気温変化の影響
えいきょう

が少ない

場所に潜ってはいますが、外気の微妙
びみょう

な変化を感じ取っているのです。動けるよ



 ８

・ ゴミは家までお持ち帰り下さい。 

・ なるべく公共の交通機関をご利用下さい。 

うな気温が続くと、冬眠場所から出てきて活動を始めます。 

 この公園では1月末にはアカガエルの卵

が見られるようになります。1 月というと

まだまだ寒い時期ですが、アカガエルは他

のカエルが卵を産まない時期を狙
ねら

って少し

早くに起きます。1月末から2月にかけて

繁殖
はんしょく

・産卵
さんらん

をしますが、活動自体はまだ無

理があるようで、春に向けてもう一度眠っ

てしまいます。2 月ごろには卵とカエルの

両方が見られる日もありますので、生態園

の方へぜひいらしてみてください。 

 眠りから覚
さ

めたばかりのカエルは土をかぶっていて動きが鈍
にぶ

いのが特徴です。

いつもはピョーンと飛んで逃げてしまうカエルが、じっと動かずにいたらそれは

まだ動けない証拠
しょうこ

です。乱暴
らんぼう

に 扱
あつか

わず、そっと触
さわ

ってみたり、人や車の行き来

によってはゆっくりと場所を移してあげてください（※カエルを触ったあとは必

ず手を洗ってください）。 

  

 

施設名 電話番号 お休み 

公園 047-346-0121 12 月 30 日(日)～1 月 1 日(火) 

パークセンター 047-345-8900 12 月 28 日(金)～1 月 4 日(金) 

自然観察舎 047-340-4140 12 月 28 日(金)～1 月 4 日(金) 

アウトドアセンター 

（バーベキュー場） 

047-385-1815 

047-384-2234 
12 月 26 日(水)～１月７日(月) 

カフェテラス（プレリュード） 047-347-5877 12 月 28 日(金)～1 月３日(木) 

里の茶屋 047-347-6850 12 月 29 日(土)～1 月 5 日(土) 

売店（わかば） － 12 月 27 日(木)～1 月３日(木) 

松戸市立博物館 047-384-8181 12 月 28 日(金)～1 月 4 日(金) 

森のホール２１ 047-384-5050 12 月 29 日(土)～1 月 3 日(木) 

発行日：２００７年１２月１日 

発 行：２１世紀の森と広場パークセンター 

開 館：９：００～１６：００ 

    （３月１日からは９：００～１６：３０）

    月曜休館（祝日開館／翌日休館） 

〒２７０－２２５２ 松戸市千駄堀２６９ 

ＴＥＬ ０４７－３４５－８９００ 

http://www.city.matsudo.chiba.jp/ 

無理に起きたアカガエル 


