
 

１．コウノトリ 

   国の特別天然記念物で絶滅危惧種。昭和 46 年に国内野生種は絶滅。兵庫県豊岡市で 10年前から放鳥を続けて

います。野田市では平成 24 年に飼育を始め 3 年連続で繁殖に成功しました。主に樹上に雌雄で造巣します。 

ツルに間違われたコウノトリ 

コウノトリは白と黒の大きな鳥のため､昔からツル(タンチョウ)と間違えられて 

木にとまるツルの表現はコウノトリの間違いだった事をいくつかご紹介します。 

● タンチョウ ツル科・・鳴く、雑食、全長 約 125ｃｍ～152ｃｍ、体重 6～9 ㎏ 

足の親指が短く木に止まれません。 

● コウノトリ コウノトリ科・・動物食、鳴かない、全長 約 110ｃｍ～115cm、体重 約 4～6kg、足の 

 親指が長く木に止まれます 

● 鶴 コウノトリを遠くから見るとツルとも似ているため、度々ツルと混同されることもありました。 

しかし、形態、鳴き声、捕食行動により区別出来ます。 

具体的には、現在の日本で観察されるツルは道東の留鳥であるタンチョウと、冬鳥として山口県や鹿

児島県出水市に渡来し、その他兵庫県にもいるマナヅルおよびナベヅルである。これらのうち、タン

チョウは頭部が赤く、首が黒く、脚が黒い。ナベヅルは頭部が赤く、胴体や羽の大部分が黒色から灰

色であり、脚が黒い。そしてマナヅルは胴体や羽の大部分が黒色から灰色です。これらに対しコウノト

リは、首と胴体が白色であり、脚は赤いため、形態により区別は容易です。 

また、鳴き声でも区別することができます。ツルは大きな声で鳴くことができるが、成鳥のコウノトリは

鳴くことはできず、クラッタリングというくちばしを打ち付ける行為のみができます。 

● サギ サギとコウノトリは、水辺に生息し、水棲動物を食べる大型の首の長い鳥という特徴において共

通しています。しかしサギは飛んでいるとき首を曲げているのに対しコウノトリはくびを伸ばして飛

んでいます。 

● 花札の 1 月の柄でもおなじみの「松と鶴｣の組み合わせですが､おめでたい日本画として「松上の鶴」

の代表格としては、「旭日松鶴図」があります。 

松の上に鶴がとまり真っ赤な朝日が描かれている絵で、現代でも日本画によく描かれる構図です。 

こちらもやはり木にとまれない鶴を木の上に描いていることから､コウノトリをモデルに描かれたと推

測されます。 

コウノトリの名称 ～エピソード～ 

•兵庫県鳥がコウノトリ。 

•但馬空港（コウノトリ但馬空港）   

•豊岡市の市鳥。 

•九州石油（現・JX エネルギー）ブランド名"STORK"はコウノトリ意。 

•宇宙ステーション 2 号機 - 愛称が「コウノトリ」 

•「コウノトリが赤ん坊を運んでくる」などの伝承は、シュバシコウ（雑種）について 

語られたもの。 

 

 

 

伊藤若冲作｢旭日松鶴図｣ 
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２ 利根運河 

● 徳川幕府の河川工事 

江戸川は 400 年ほど前までは渡良瀬川の水を東京湾へ注いでいました。 

徳川家康が江戸に入府して手がけた防災・治水目的の河川工事のうち、最大のものが文禄 3 年（1594）

から始まった利根川の流れを江戸の東側に振り向ける「利根川東遷」と呼ばれる大工事でした。 

60 年におよぶ工事の末に利根川は、渡良瀬川、鬼怒川などの水を集めて銚子で太平洋に注ぐようにな

り、現在の江戸川の流れもこの工事に伴って誕生しました。 

● 利根運河の計画 

利根川、江戸川、この二つの河川は流れを変えたため、銚子と江戸への物流航路として重視。 

利根川中流に中州が出来た事により、水路、陸路と物資の積替えが必要になり、ここに運河を建設する

機運が高まりました。 

明治になると、政府はオランダ人技師ムルデルを派遣して、1888 年（明治 21 年）に東北からの物資

を船で東京へ早く安全に運ぶ目的で、利根川と江戸川を結ぶ運河の設計にあたらせました。 

総工費 57 万円、実に 220 万人の労働者を動員して、明治 23 年 6 月全工区が竣工しました。 

総延長 8 ㎞余、河底幅 18ｍ平均水深は、1.6ｍでした。 

● 利根運河の完成 

利根運河が民間資本により完成すると、4日以上もかかっていた東京～銚子は 18時間で結ばれ水運は

益々活発になり、ピークには、年間３万７千余隻一日平均 103 隻もの船がここを利用しました。 

しかし、大正の項になると運輸の花形は貨車輸送となり、栄華をきわめた利根運河は、時の流れにとり

残されました。（総武線－明治 27 年、常磐線－明治 29 年、成田線－明治 31 年に開通） 

治水及び利水に重要な役割を果たした運河は、昭和 16 年国有化され、またその役割も終えました。 

 理窓会記念自然公園 

東京理科大学(前身：物理学校)は明治 14 年(1881 年)に創立され、永い歴史を有する母校が同窓会創

立 100 周年を記念し、昭和 55 年（1980 年）、創立 100 周年の記念行事として、記念自然林公園を完成

させました。ここは谷津と呼ばれる低地と小高い台地が組み合わさった自然豊かなところで、13 万㎡

の森に春の梅林、桜、睡蓮、秋の紅葉など、また野鳥の宝庫として自然林や蓮池を残して遊歩道を設け、

いつでも散策出来ます。 

 

 

利根運河（理窓会記念公園 付近） 


