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　がっこうのまわりには、どんないきものがくらしているかな？　がっこうのまわりには、どんないきものがくらしているかな？
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チョウのなかまは 15 ・ 16 ページにものっているよ！チョウのなかまは 15 ・ 16 ページにものっているよ！



　いきもののなかには、すがたがみえなくても、せいかつのこんせきが　のこっているものがあります。

クロスジスズバチの
つくりかけのす

キゴシジガバチのす
ハラビロカマキリのらん

のう

タイワンゴマダラカミキリ

　こうていにアコウの木はあ
るでしょうか？　はっぱをみ
あげると、まんなかにあなが
あいています。

カミキリムシがいました。アコウのはをたべる、
イツホシシロカミキリです。

　こうしゃのかべをみると、どろがつ
いています。これは、じつはハチのす
です。なかにはようちゅうのごはんと
ハチのたまごがはいっています。なか
のようちゅうはごはんをたべてせい
ちゅうになると、そとへとびたちます。

　ミツバチやアシナガバチなど、たくさんのせいちゅうがいっしょ

におおきなすをつくってくらすハチは、すをまもるためにさすこ

とがありますが、かべにどろすをつくるハチは一ぴきですをつく

るハチで、ぎゅっとつかまえたりしないかぎりさしてくることは

ありません。

　こうていのセンダンの木のみきに、あながあいていま
す。これはタイワンゴマダラカミキリのようちゅうが木
の中でそだち、せいちゅうになって出ていくときにあけ
たものです。

ヒロヘリアオイラガ
のまゆのカラ

　はっぱにのこったたべあとや、木のみきにくっつい
たもの、じめんにあいたあななど、ほかにも生きもの
のせいかつのあとはたくさんあります。みつけたら、
どんないきもののものかよそうしてみましょう。

ドロバチのなかまのす

センダンの花

のこߒたあとޓい߈ものの
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　すがたがみえなくても、なきごえでいきものがいることがわかるこ　ともあります。なきごえは、ひるまだけきこえるものもあれば、よる
だけきこえるものもあります。1年中きこえるなきごえもあれば、き　まったきせつにしかきこえないものもあります。



　はたけのやさいや、こうていの
木にも、たくさんのこんちゅうが
やってきます。しょくぶつをたべ
るこんちゅうのおおくは、それぞ
れたべるしょくぶつがきまってい
ます。

モモタマナコブガ
のようちゅう
モモタマナコブガ
のようちゅう

フタイロウリハムシ

ホオズキカメムシ

ヨツモン
カメノコハムシ

アシビロ
ヘリカメムシ

タテスジヒメ
ジンガサハムシ

アサガオ・ベニイモのなかまニジュウヤホシ
テントウ

　　　　ナス・ピーマン・トマト
ジャガイモのなかま

ハイビスカス

フタイロウリハムシ

ホオズキカメムシ

ヨツモン
カメノコハムシ

オキナワ
イチモンジ
ハムシ

オキナワ
イチモンジ
ハムシ

ハスオビ
コブゾウムシ
ハスオビ

コブゾウムシ
アシビロ

ヘリカメムシ

アオムネスジ
タマムシ
アオムネスジ
タマムシ

タテスジヒメ
ジンガサハムシ

クロウリハムシクロウリハムシ

モモタマナモモタマナ

アサガオ・ベニイモのなかまニジュウヤホシ
テントウ

　　　　ナス・ピーマン・トマト
ジャガイモのなかま

ハイビスカス

ガジュマルガジュマル

　　　　ゴーヤー・キュウリ・ヘチマ
のなかま

　　　　ゴーヤー・キュウリ・ヘチマ
のなかま

ޓ߁ࠀߜࠎとこߟ߱ߊࠂߒ
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　たまごからふ化したよう虫は 2mmくらいの大きさです。まず、自分のたまごのからを食べた
あと、やわらかいしんめを食べはじめます。

　３～４回目の脱皮までは、よう虫は黒と白のまだら
もようをしています。これはすがたを鳥のフンににせ
て、食べられにくくしていると考えられています。

　

大きくなったよう虫はすごい食欲！
1 日でどれくらい食べるかな？

　大きくなったよう虫は、さなぎになる前の脱皮で緑色のすがたにな
ります。目玉もようがありますが、本当の目は小さいです。

目玉もよう

　よう虫をおどろかすと、あたまのうしろから
2本のオレンジ色のつのを出すことがあります。
これは臭角といい、強いにおいでよう虫を食べ
ようとした生き物をおどろかす効果があります。

　よう虫はしんせんなシークワーシャーなどのミカンのなかまの葉をたべます。えだごと葉を
とってきて、きらさないようにこうかんしましょう。フンがたまってくるので、2~3 日に一回
ケースのそうじをします。明るいところでかいますが、ぜったいに太陽の光が直接あたるとこ
ろにおいてはいけません。できるだけよう虫の体にはさわらず、しずかにかんさつしましょう。

ビニールぶくろでかうのがカンタンだよ！

　シークワーシャーの葉を食べて大きくなったよう虫は、葉のうえでじっと動かなくなります。
しばらくすると、かわをぬいで一回り大きくなりました。このように外側のからやかわをぬい
で大きくなることを脱皮といいます。よう虫は葉を食べては脱皮をくりかえし、大きくなって
いきます。

これは本物の鳥のフンふ化から 2日目ふ化から 2日目 ふ化から３日目ふ化から３日目

ふ化から４日目ふ化から４日目 ふ化から４日目ふ化から４日目

ふるいかわふるいかわ

ふ化から７日目ふ化から７日目 ふ化から 10日目ふ化から 10日目

目

ふ化から 11日目

ふ化から 13日目

たまごからよう虫へ　

よう虫の成長　

脱皮と成長

よう虫のかいかた
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北極
北緯 90度

南極
南緯 90度

赤道
0度

北緯
増える

南緯
増える

CFI Japan より一部改

N60°

N30°

0°

S60°

S30°

ハドレー
循環

フェレル
循環

赤道赤道

北極北極

南極南極

極高圧帯 極循環

中緯度高圧帯
（亜熱帯高圧帯）

赤道低圧帯
（熱帯収束帯）

高緯度低圧帯
（亜寒帯低圧帯）

　地球を東西方向に輪切りに区
切った線を緯度（いど）といいます。
一番太陽に近い緯度を 0度（赤道）
とし、北は北緯、南は南緯とよび、
赤道からはなれるほど数が増え、
地球のてっぺんの北極・南極では
北緯90度 /南緯90度となります。
　緯度が違うと、太陽光線が地面
にあたる角度が違うので、日差し
の強さが変わります。緯度が低い
ほどあたたかく、緯度が高いほど
寒い、という基本的な傾向が見ら
れます。例えば緯度 0度の赤道付
近では、熱帯雨林（ジャングル）
とよばれる地域がアフリカでもア
ジアでも中南米でも広がっていま
す。一方緯度が 90度に近いところ
は南極と北極で、場所は違っても

　しかしながら、みなさんの知るように、沖縄は砂漠ではないですね。琉球列島は乾燥地帯が広
がる緯度にありますが、海流やヒマラヤ山脈の存在などの影響で例外的に雨が多く、森林がおお
う環境となっています。このことが様々な生物が生息できる大きな要因となっています。

　インド、パキスタン、イラン、
クェート、サウジアラビア、エジ
プト、リビア、アルジェリア・・・
といった国々が同じ緯度にあるこ
とがわかります。これらの国の多
くは砂漠です。実は、北緯でも南
緯でも 20-30 度の付近は中緯度
高圧帯といって、砂漠などの乾燥
地帯が広がる場所なのです。

タール
砂漠
タール
砂漠サハラ砂漠サハラ砂漠

ルブアルハリ
砂漠

ルブアルハリ
砂漠

琉球列島琉球列島

地球上で一番寒い場所です。このように同じ緯度では日照や気候条件が似るため、同じような環
境になりやすいのです。みなさんの住む琉球列島は北緯 20-30 度のあたりに位置しています。
同緯度にはどのような環境が広がっているのでしょうか？　地図上の20-30度の線の内側に入っ
ている国が琉球列島と同じ緯度にある国々となります。

地球の大気循環の模式図
　琉球列島を含む中緯度（20-30 度）帯はハドレー循環の影響を
受け、下降気流が生じ乾燥した空気が常に供給され、雨が少ない
地域となります。

赤道
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　琉球列島の陸地面積は日本の面積の約１％にすぎないせまい地域で
すが、現在日本にいる両生類の 1/3、爬虫類の半分以上の種類を見る
ことのできるなど、生物多様性の非常に高い地域であることが知られ
ています。琉球列島はすんでいる生物の特徴から、北琉球・中琉球・
南琉球と分けることができます。

　琉球列島の成り立ちは複雑で、陸地や海面がかつて上昇したり下降す ることを経験してできています。その際陸続きになったり、島として
分断したりをくり返した結果、地域によって住んでいる生き物の特徴が ちがっているのです。

　北琉球：種子島、屋久島、宝島・小宝島を除く吐噶喇列島
　生物の特徴　日本本土と共通、もしくは近縁な生物が多い　

　中琉球：奄美諸島、沖縄諸島、吐噶喇列島の宝島・小宝島
　 生物の特徴　ほかの地域では絶滅してしまった生き残りの生物（遺存種）が多い　

　南琉球：宮古諸島、八重山諸島
　生物の特徴　中国大陸、台湾などと共通、もしくは近縁な生物が多い

　このうちみなさんのすむ沖縄市のある沖縄島は「中琉球」にあたります。遺存種が多く他の地
域と大きく異なる特徴を持った地域となっています。

　南琉球

　中琉球

　北琉球

　
　多くの生物で分布する・しないの境界が同じになっている
ことがあります。これを分布境界線といい、琉球列島には渡
瀬線と蜂須賀線という二つの分布境界線があります。渡瀬線
より北が北琉球、蜂須賀線より南が南琉球、その二つの線に
はさまれた間が中琉球です。

沖縄島

奄美大島

種子島

屋久島

宮古島

石垣島西表島

徳之島

久米島

　渡瀬線

　蜂須賀線

シマヘビ：日本本土と
　　　　北琉球に分布

台湾

九州

ヤンバルクイナ
　：沖縄島にのみ分布

ハブ
　：中琉球にのみ分布

アカマタ
　：中琉球にのみ分布

クロイワトカゲモドキ
 ：沖縄島と隣接離島にのみ分布
    近縁種が中琉球にのみ分布

サキシマハブ
   ：八重山諸島に分布
　  台湾に近縁種タイワンハブ
　  が分布

ヤエヤマセマルハコガメ
　：八重山諸島に分布
　　台湾・中国に分布する
　　セマルハコガメの 1亜種

イリオモテヤマネコ
：西表島に分布
   東アジア・  東南アジアに
   広く分布するベンガルヤマネコ  
   の 1 亜種

 ヨナグニシュウダ
 ：与那国島に分布
    台湾・中国に分布する
    シュウダの１亜種

ニホンイシガメ：日本本土  
　　　　　と北琉球に分布

ヤクシカ：屋久島に分布
　日本・中国・ロシアに分布
　するニホンジカの 1亜種

ヤクサル：屋久島に分布
　日本本土と屋久島に分布する
　ニホンザルの１亜種
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　北部
本部半島

中南部

　沖縄島には多くの生物が住んでいますが、その自然をかたち作る基
本となるのが地面（地質や土壌）です。

沖縄島の地質
　沖縄島は地質で見ると大きく中南部・北部・本部半島の３つに大別され、それぞれでき
あがった時代や成分の異なる岩石によって構成されています。岩石が風化したものが土壌
の主成分となるので、岩石のちがいによってその上に広がる土壌の性質もちがってきます。
　こうした地質のちがいは、中南部は平地がちな地形が多いのに対し、北部や本部半島は
山がちな地形が多いという地形のちがいにもつながっています。

　　　琉球石灰岩  　　島尻マージ              　　　弱アルカリ性

　みなさんのいる沖縄市は中南部と北部の境界付近に位置しています。そのため中南部の
琉球石灰岩やクチャからなる平地がちな（美里や胡屋周辺など）地域と、北部の変成岩か
らなる山がちな地域（池原や登川、倉敷ダムの周辺など）の両方を見ることができる場所
となっています。

本部半島　                         古生石灰岩                         島尻マージ 　　　     弱アルカリ性

 北　部　 　　　       　　　                                       国頭マージ 　　　　      　酸性

　　　クチャ（泥岩）  　　    ジャーガル 　　          弱アルカリ性

地域  　　　　           地質の中の主な岩石  　   代表的な土壌  　 土壌の性質

中南部

今帰仁層
本部層群
岩脈 ( 安山岩 )
国頭れき層
嘉陽層
名護層
島尻層群(クチャなど)
琉球石灰岩
沖積層(海岸堆積物)

) 古生石灰岩

) 変成岩

（千枚岩・
黒色片岩など）

変成岩

　園田から南西方向（北谷町方面）をながめたところ。市街
地が平らな土地の上にできあがっており、起伏が少ない様子
がわかります。

　倉敷ダムから北方向（恩納村・うるま市石川方面）をなが
めたところ。起伏に富み、奥には石川岳や恩納岳といった山
が続きます。

沖縄ፉの㕙
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　地面に根を下ろす植物にとって土壌の性質はとても重要です。土壌の性質によって、
よく見かける植物の種類が変わります。沖縄島では中南部の琉球石灰岩とクチャの場所
に広がるアルカリ性の土壌と、北部の変成岩の場所に広がる酸性の土壌とで特徴的な植
物が異なっているのを見ることができます

アルカリ性の土壌の代表的な植物

　地質（岩石）のちがいが土壌のちがいとなり、そこに生える植物の種類のちがいに
なり、さらには植物を利用する昆虫や動物などの種類もそれに合わせて変化します。
栽培に適した農作物の種類も変わるため、地質のちがいは私たちのくらしにも深くか
かわっているのです。

　沖縄市は沖縄島の地質が大きく切りかわる位置にあり、沖縄市の
南東部ではアルカリ性の土壌が、北東部では酸性の土壌が広がって
います。地質によって分けられる沖縄島の自然の 2つのすがたの
ちょうど境目にあたるというのが、沖縄市の自然の大きな特徴です。

今帰仁層
本部層群
岩脈 ( 安山岩 )
国頭れき層
嘉陽層
名護層

琉球石灰岩
沖積層 (海岸堆積物 )

)

) 変成岩
島尻層群 (クチャなど )

古生石灰岩

胡屋十字路胡屋十字路

イタジイ　　　　　　      イジュ　                                  オキナワウラジロガシ

酸性の土壌の代表的な植物

サトウキビ　　　ゴーヤー

代表的
な農作物

リュウキュウモクセイ   　シマタゴ　　　　　　    アマミアラカシ　

パイナップル　

沖縄市の地質

アマミアラカシのドングリ

オキナワウラジロガシ
のドングリ

ᣣ本一ᄢきなࠣࡦ࠼だよ！

代表的
な農作物

コザ十字路コザ十字路

高原十字路高原十字路

知花十字路知花十字路

　アルカリ性の土壌は多くの植物にとって育ちにくい環境
ですが、ミネラルが豊富なので調整剤を使用すると畑に向
いた土になります。島尻マージは保水性に乏しく、逆に
ジャーガルは水はけが悪いので、両方の土を混ぜて畑にし
ていることが多く見られます。

　中北部の酸性の土壌はミネラルに乏しく、やせた土壌です。そのため、土からの
栄養をたくさん必要とする植物は育てにくく、やせた土地でも育てやすいパイナッ
プルや観葉植物などが盛んに栽培されています。
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　沖縄市の北側は、沖縄島の北部 “やんばる” とよばれる地域と同じ、
変成岩由来の土壌が広がっています。そのため、沖縄市の北側はやん
ばると同じような森林がみられ、多くの生き物が共通しています。

　山々が連なる沖縄島の北部の変成岩の地域は、山の間を流れる沢が
たくさん見られます。沖縄市の北側にもたくさんの沢筋があり、そこ
でしか見られない生き物が数多くいます。

アラモトサワガニ

リュウキュウハグロトンボ

イボイモリ

シイシギゾウムシ

ヒラタツユムシ
リュウキュウルリモントンボ

オオシマトラフハナムグリ

スミナガシ

帰ってきたリュウキュウイノシシ
　リュウキュウイノシシは沖縄島の陸上で
見られるもっとも大きな動物で、おもに恩
納村より北側の森林に生息しています。沖
縄市ではかつては見られたようですが、こ
の数十年の間はすがたが見られませんでし
た。
　ところが 2018 年になって、沖縄市の最
北の森に設置したカメラにすがたがとらえ
られ、それ以降定期的に観察されるように
なりました。人が木を切らなくなり、森林
が豊かになるにつれて、イノシシが生息範
囲を広げ、沖縄市に帰ってきたようです。

イタジイやイジュを主体とした森林のすがたはやん
ばると同じです。

定点カメラに写ったリュウキュウイノシシ

ヒカゲヘゴ コシダ ノボタン

コモウセンゴケ ケラマツツジ ヤマモモ

北部の酸性の土壌特有の植物

学校のそばにはあるかな？　この植物が見つかったらそこはやんばると同じ土だよ！

オオハシリグモ

やんばるとのつながり　
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　沖縄島の中南部は都市化がすすみ、生物のすみかとなっていた林や湿地、池沼、畑や田
んぼなどの環境がほとんど見られなくなってしまっています。かつて当たり前にみること
ができた、こうした環境に住む生物は生活場所がなくなってしまいました。一方で人工的
な環境でも住むことのできる生物のみが生き残り、よく見かけるようになっています。

アオカナヘビ

ミナミメダカ タウナギギンブナ

　これは現在の沖縄市と北中城村の一部の地図になります。前ページの大正時代と比べて
みるとたくさんのちがいがあります。水道がひかれ、水をカーにたよらなくてもよくなっ
てから、カーのそばに家を作らなければならないという制限はなくなり、街はどんどん広
がりました。沖縄市は戦後急速に都市化し、それまであった森や林といった緑地や、田畑
の多くがなくなりました。沖縄市でくらしていると、ふだんの生活のなかで自然の豊かさ
を感じることはあまりないかもしれません。

　田んぼやため池に生息する魚や水生昆虫は、土地利用の変化で住みかがなくなることに加え、水質の悪化や外来生物の影響
で激減しました。ギンブナやタウナギ、ミナミメダカは戦前沖縄市が農村だったころには身近な生き物でしたが、現在ではほ
とんど見られなくなりました。沖縄島の淡水魚も水生昆虫もほとんどが絶滅寸前です。

　アオカナヘビは草地にすむトカゲ
の仲間です。かつては沖縄市のどこ
でも見られる生き物でしたが、今で
は生息地は数か所になり、数も減っ
ています。

森林・緑地

畑

1977年(昭和52年) 2016年（平成28年）

ヒメフチトリゲンゴロウ

ハイ

　ハイは森林性のヘビ
で、1978 年には知花で
記録がありますが、現在
では見られなくなりまし
た。

リュウキュウカジカガエル カバマダラ

㧛㨨㧢ࠫࡍで⚫している生き物のᄙくが、 ੱᎿ⊛なⅣႺでも生きていける生き物だよ

　他のカエルと異なり、非
常に浅く、流れのある水辺
で繁殖ができるため、排水
側溝などでもオタマジャク
シが育ちます。そのため、
街中でも鳴き声を聞くこと
のあるカエルです。

　食草のトウワタは沖縄島
にもともと生えていた植物
ではなく、人が植えたもの
です。なので自然豊かな森
の中よりも、市街地でよく
見かけます。

ᷫっߊࠁߡ自然ޓ
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令和元年の地図（国土地理院）



　外来生物がどういった影響を与えるか？ということは、その生物を持ち込んだ時点では
ほとんど分かりません。しかしいったん影響が出ると経済的にも自然環境にもその影響は
とても大きく、元に戻すためにはとても多くのお金と労力が必要となります。

遺伝子をかき乱す（遺伝的攪乱）

病気を媒介する

在来種と争いになる（競合）

環境を変えてしまう

農業への被害

ヤエヤマイシガメ

アメリカハマグルマ

ノネコ

ボタンウキクサマダラロリカリア

ムラサキカタバミアリモドキゾウムシアフリカマイマイ

　現在の私たちは世界規模で様々な物資を流通させ生活を営むようになってきました。物
の流通にともなって生き物が移動し、本来の分布地からかけはなれた場所で繁殖してしま
うという事態が数多くおこっています。こうした本来の生息・生育地からはなれた場所で
繁殖し、集団を作ってしまった生き物のことを「外来生物」といいます。沖縄は日本の中
でも特に外来生物が多く入り込んでいる地域となっていて、注意が必要です。
　野外に放たれた生き物は新たな環境で必死に生きようとします。そのためもともとその
場所にいた動植物（在来種）や私たち人間の生活に様々な影響を与えることが知られてい
ます。

タイワンハブサキシマハブ

人の生命をおびやかす

　沖縄島に住むハブとは毒性が異なることが知られており、血清が効かない可能
性があります。種類の異なるハブ同士が交雑する可能性もあり、そうなった場合
毒性は予想がつきません。医療現場に混乱を招く恐れが高いです。

　アリモドキゾウムシやイモゾウムシはベニイモ（サツマイモ）の強力な害虫で、
そのため沖縄県からの生のベニイモの持ち出しが禁止されています。直接農作物を
食べてしまうだけでなく、そうした副次的な被害がでる場合もあります。

　マダラロリカリアもテラピアも産卵のために巣穴をほったり、水草や藻類をたべ
たりと川の環境を変えてしまいます。ボタンウキクサが水面を覆うと、水中に光が
届かなくなり、その下の水草が育たなくなり、池の中の環境がとたんに悪化します。

在来種を食べる

ニューギニア
ヤリガタリクウズムシ

ノネコフイリマングース

タイワンスジオ

　沖縄島の様に肉食の哺乳類が
いない場所へ侵入したマングー
スやノネコは非常に脅威で、マ
ングースの駆除に成功した奄美
大島ではアマミノクロウサギ
が、沖縄島北部ではヤンバルク
イナなどが個体数を回復してお
り、いかに影響が大きいかがわ
かります。マングースが駆除さ
れた後、次に脅威となっている
のがノネコです。

　グッピーの生活史はミナミメダカとよく似ており、汚濁に強いグッピーは水質
の悪化もともなって分布を拡大し、ミナミメダカは激減しました。現在、外来の
魚の侵入があるところではメダカは見られません。

　ノネコやノラネコの罹患するネコエイズがイリオモテヤマ
ネコにうつった場合、個体数の少ないイリオモテヤマネコに
とって致命的なダメージになると予想され、ノネコの捕獲と、
ネコの適正飼育が求められています。

　リュウキュウヤマガメとヤエヤマイシガメは容
易に交雑してしまうことがわかり、交雑が進めば
リュウキュウヤマガメがその姿を保てなくなりま
す。沖縄島のリュウキュウイノシシでは、野良飼
いや逃げ出した家畜のブタとの交雑が進んでいる
ことが知られています。

グッピー

テラピア類
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トクサバモクマオウ

ムラサキヒゲシバ ユウゲショウキンチョウツボミオオバコ ツルヒヨドリ

コケセンボンギクモドキ カッコウアザミタイワンハチジョウナシロノセンダングサ

　みなさんの身近に、外来生物はどれくらいいるのでしょうか？　人の生活がさかんな市
街地は、在来の生き物が少なくなっており、特に外来生物が入り込みやすい環境です。調
べてみると、多くの外来生物に囲まれてくらしていることがわかります。

　校庭に生えている植物を観察し
て、原産地を調べてみましょう。
原産地がわかったら、地図で探し
て地図の上に並べていってみま
しょう。ふだん見ていた植物が、
実は世界中のあちこちからやって
きたことがわかります。世界地図
は植物で埋まるでしょうか？

やってみよう！　雑草で世界地図

シュロガヤツリ
東南アジア・

オーストラリア原産
マダガスカル原産

カモノハシガヤ
東アジア原産 熱帯アメリカ原産 熱帯アメリカ原産

ナガバハリフタバギンネム ルリハコベニチニチソウ
熱帯アメリカ原産 マダガスカル原産 熱帯アメリカ原産 ヨーロッパ原産

北アメリカ原産 マダガスカル原産 熱帯アメリカ原産
ギョウギシバ
熱帯アフリカ原産

モミジヒルガオ
熱帯アフリカ・
熱帯アジア原産

ハイニシキソウ
熱帯アメリカ原産

コバノニシキソウ
台湾・フィリピン原産

原産地不明 熱帯アメリカ原産 ヨーロッパ原産 熱帯アメリカ原産

校庭でよく
見る
外来植物
プチ図鑑

ヘンヨウボク（クロトン）
東南アジア・

オーストラリア原産

ブッソウゲ
（ハイビスカス）

原産地不明

ジュズサンゴ
熱帯アメリカ原産
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注意するポイント！

ぼうし

長そで
長ズボン

くつ

水とう

気をつけたい生き物
毒のある毛虫のなかま

毒ヘビ
ハチ

草かぶれをおこす植物

コシロモンドクガの
幼虫

オキナワドクガの
幼虫

マエグロマイマイの
幼虫

オキナワチビアシナガバチ ハブ

ハゼノキ ハゼノキの幹

　生き物を観察しに外へ出かける時は、自分の身を守れるよう、安全なかっこうをしま
しょう。また、出かける前に保護者の方にどこへ出かけるのか伝え、危険な場所へは一
人で行かないようにしましょう。

　日差しや木のえだから頭をまもるた
めに、必ずぼうしをかぶりましょう。
日差しの強い沖縄では、すずしいと感
じる日でも、外で動いているとすぐに
熱中症になってしまうことがあります。

　熱中症にならないために、こまめ
な水分補給を心がけましょう。いっ
しょに塩分タブレットなども用意し
ておくとさらに安心です。少しでも
気分が悪いな、と感じたら、すぐに
日かげやすずしいところで休みま
しょう。

　動きやすい、はきなれたくつをはきましょう。サン
ダルはつま先をけがしたり、えだが貫通したりするの
で、自然観察のときは絶対にやめましょう。長グツだと、
ひざまでガードしてくれるので安心です。

　毛虫や草かぶれ、
すり傷などからはだ
をまもるために、手
や足はできるだけ出
さないほうが良いで
す。

　毒のある毛虫は、もっともよく出会う気をつけたい生き物です。人を殺してしまうよ
うな毒をもつものはいませんが、さわってしまうとぶつぶつができて、かゆみと痛みが
続くことがあります。気がつかない間に触ってしあうことも多いので、長そで・長ズボ
ンを身に着けるなど、はだをできるだけ出さないようにするのが大切です。もしかぶれ
てしまった場合は、ガムテープなどをはってはがしてをくり返して毒の毛（目には見え
ません。）を取り除き、石っけんでよく洗った後、虫かぶれの薬（抗ヒスタミン剤）を
ぬりましょう。

　アシナガバチやミツバチなどの家族
で巣を作るハチは、巣をまもるために
刺してきます。ハチの巣を見つけても、
近づかないようにします。

　オキナワチビ
アシナガバチは
草むらに巣を作
るので、気がつ
かないうちに巣
に近づいて刺さ
れてしまうこと
もあります。

　ハブは有名な毒ヘビですが、沖縄市では
数が少なくなっており、見かけることは多
くありません。夜行性なので、夜歩くとき
は必ずライトをもつ、やぶに入る時は注意
するなど心がけましょう。

　赤と黒のもようのアカ
マタは毒はありません。

　植物のなかには、さわったり
汁がついたりするとかぶれをお
こすものがあります。やはり、
できるだけはだを出さないよう
にして、身を守りましょう。

　ハゼノキはかぶれをおこしやすい植物で、体質によっては近くにいっただ
けでもかぶれることがあります。街中でも公園や空き地に生えていることが
あるので、注意しましょう。

生き物を安全に観察するために　
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沖縄
自動
車

道

沖縄南
ＩＣ

胡屋十字路

はんこ屋

沖縄市
文化センター

グラウンド通り

空港通り

　自然のことを勉強していて、わからないことがあったら、博物館を訪ねてみてくださ
い。博物館では、沖縄市の自然のことを長い間調べ続けています。みなさんの「わから
ない！」を解決するお手伝いができると思います。

仁添まりな

もっと知りたい！沖縄市の自然

 長堂　綾（沖縄市立郷土博物館）

写真・協力（順不同）　
　金尾　由恵（沖縄こどもの国）
　   陳　  祐而（沖縄こどもの国）
　三輪千恵子（沖縄こどもの国）
　藤根　誠道（沖縄こどもの国）
　木下　あや（沖縄こどもの国）
　比嘉　正一（沖縄昆虫同好会）
　村田　尚史（名護博物館）
　   藤　 彰矩（北谷町教育委員会）

本文執筆・デザイン　刀禰浩一（沖縄市立郷土博物館）
本文執筆　　　    佐藤寛之（沖縄生物倶楽部）

令和３（2021）年３月３０日

発行　沖縄市立郷土博物館
〒904-0031　沖縄県沖縄市上地 2-19-6
　　文化センター 3階
Tel:098-932-6882

印刷　室川印刷　
〒904-0021　沖縄県沖縄市胡屋 5-11-3
Tel:098-989-1103

※本書を無断で複写・複製することを禁ずる。
※本書は沖縄県地域振興協会 地域振興事業（地域環境保全推進事業）助成金を利用して作成されました。

   寺田　剛     （岡山県環境保全事業団）
吉村　正志（沖縄科学技術大学院大学）
小笠原雅子（沖縄科学技術大学院大学）
佐々木健志（琉球大学風樹館）
   熊井　健　  
比嘉　二規（沖縄市立郷土博物館）
八田　夕香（沖縄市立郷土博物館）
横手伸太郎（沖縄市立郷土博物館）

　　　　　　　　　　　　　イラスト
生き物の名前を調べたいときは ・ ・ ・

写真は角度を変えてたくさんとること！

・ いつ
・ どこで
・ だれが　見つけたのかを記録すること！

どんなはっぱについていたのか、 周りはどんな場
所だったのかをいっしょにメモしておくといいね！

生き物の体そのものである標本があると一番確実！

博物館では標本の作り方も教えているよ！

沖縄県沖縄市上地 2-19-6
文化センター 3階
でんわ :098-932-6882

開館時間：9:00
　　　　　～ 17:00
月曜・祝日　休館

わからないことがあったら・・・ この本をつくったひとたち

沖 縄 市 立 郷 土 博 物 館
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オキナワキノボリトカゲクロイワトカゲモドキ

イボイモリ

タカツルラン

ヒメユリサワガニ

フタオチョウ

クロイワトカゲモドキ オキナワキノボリトカゲ

イボイモリヒメユリサワガニ

フタオチョウタカツルラン

沖縄市でみられる貴重な生き物沖縄市でみられる貴重な生き物
お き な わ し き ち ょ う い も のお き な わ し き ち ょ う い も の
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