
セミセミナー2020（オンライン版）
「セミの各調査地からの声～セミの調査から見えてくるもの～」

日時：2020年11月1日（日）19:00～21:30（途中入退出可）

４．日比谷公園のセミの発生状況について
（抜け殻と鳴き声の記録から）

NACS−J自然観察指導員東京連絡会（NACOT）

松下 浩 小久保 雅之

◇共催：セミの抜け殻しらべ市民ネット
NACS-J 自然観察指導員東京連絡会（NACOT）



国土地理院航空写真（2019年8月8日撮影）

新橋駅

有楽町駅

東京駅

桜田門

国会議事堂



①

②

③
④

①首賭けイチョウ前
②ハナミズキ林前
③野外音楽堂東
④ツツジ山東



地点番号 抜け殻総数 ミンミン比率 ツクツク比率
① 474 4.2% 0.4%
② 161 3.1% 3.7%
③ 570 7.2% 0.2%
④ 115 8.7% 2.6%
⑤ 443 3.4% 0.2%
⑥ 402 10.9% 0.2%
⑦ 311 10.6% 1.0%
⑧ 0 - -
⑨ 426 2.1% 0.5%
⑩ 414 23.9% 0.2%
⑪ 51 0.0% 0.0%
⑫ 514 14.2% 0.2%
⑬ 371 0.3% 0.0%
⑭ 103 1.9% 0.0%
⑮ 543 1.1% 0.0%
⑯ 5 0.0% 0.0%
⑰ 79 1.3% 3.8%
⑱ 175 16.0% 33.7%
⑲ 1417 32.7% 10.6%
⑳ 191 6.8% 2.6%
21 353 1.1% 0.6%
22 681 27.2% 2.2%
23 297 1.7% 5.7%
24 923 6.4% 0.0%
25 262 0.4% 0.4%
26 573 0.3% 4.2%
27 225 0.0% 0.0%

日比谷公園のセミの抜け殻調査 ２００９

日比谷公園の中でも数、種構成が大きく異なる



日比谷公園調査地マップ



雲形池西 (n=1135)
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日比谷公園６カ所のサイトの種構成と抜け殻数 （2012）

雲形池南（n=43）
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首賭けイチョウ前（n=1101)
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野外大音楽堂東（n=728）
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セミの羽化と天候との関係

１．雨の夜はセミの羽化は少ない？

２．気温の低い夜はセミの羽化は少ない？

３．猛暑の夜はセミの羽化は多い？少ない？

４．梅雨明けの時期とセミの羽化、鳴き始めとの関係は？

５．気温や天候とセミの羽化時期や鳴き始めとの関係は？

６．気温や天候とセミの羽化数（抜け殻数）との関係は？



日比谷公園 首賭けイチョウ前サイトにおける羽化状況と天候の関係



日比谷公園　セミの鳴き声状況

ニイニイゼミ アブラゼミ ミンミンゼミ ツクツクボウシ クマゼミ 梅雨 7～9月の日平均気温

鳴きはじめ 鳴き終わり 鳴きはじめ 鳴き終わり鳴きはじめ 鳴き終わり 鳴きはじめ 鳴き終わり 鳴きはじめ 鳴き終わり 入り 明け 最低 最高
1996 7/15 8/15 8/2 9/19 7/26 9/11 8/9 9/17 6/8 7/11 19.4 30.0
1997 7/15 8/13 7/22 9/10 7/22 9/4 8/6 9/10 6/9 7/19 20.1 30.7
1998 7/6 8/17 7/28 9/11 7/21 9/4 7/29 9/22 6/2 8/2 21.9 31.0
1999 7/12 9/2 7/19 9/14 7/21 9/8 8/6 9/14 6/17 7/23 23.0 32.3
2000 7/18 8/16 7/29 9/22 7/26 9/12 7/28 10/3 6/9 7/16 22.7 32.4
2001 7/11 8/15 8/8 9/7 7/21 8/31 8/9 9/12 6/5 7/1 20.4 33.0
2002 7/11 8/20 7/24 9/18 7/23 9/10 7/17 9/18 6/11 7/20 20.4 32.1
2006 7/20 8/25 8/2 9/20 7/20 9/8 8/4 9/11 6/9 7/30 20.7 31.1
2007 7/17 8/20 7/19 9/18 7/19 9/4 8/13 8/31 6/22 8/1 21.8 33.0
2008 7/14 8/21 7/25 10/7 7/22 9/16 8/11 9/24 5/29 7/19 21.7 30.9
2009 7/4 8/20 7/17 9/25 7/16 9/11 8/20 9/16 8/24 6/3 7/14 20.2 30.1
2010 7/9 8/19 7/23 9/15 7/15 9/7 9/7 9/21 8/13 9/3 6/13 7/17 22.3 33.5
2011 7/12 9/14 8/2 9/16 7/15 9/16 8/24 9/22 8/18 5/27 7/9 22.0 31.2
2012 7/11 8/29 7/30 9/12 7/19 9/19 8/13 9/19 8/29 8/30 6/9 7/25 23.3 33.1
2013 7/11 9/3 7/11 9/18 7/10 9/10 8/8 10/8 7/26 8/8 6/10 7/6 21.8 33.2
2014 7/14 8/22 7/25 9/17 7/14 9/11 8/18 9/8 8/5 8/21 6/5 7/21 20.1 31.2
2015 7/14 8/13 7/16 9/16 7/11 9/3 7/30 8/13 8/10 8/14 6/3 7/10 19.8 30.5
2016 7/4 8/18 7/12 9/28 7/7 9/7 8/9 9/13 8/7 6/5 7/29 21.9 31.6
2017 7/11 8/10 7/26 9/21 7/13 9/21 8/23 9/20 7/24 6/7 7/6 19.5 31.8
2018 7/3 8/8 7/10 9/13 7/9 8/28 8/14 9/13 7/17 8/23 6/6 6/29 19.9 32.7
2019 7/22 8/19 7/24 9/26 7/18 9/6 8/23 9/2 7/30 9/2 6/7 7/24 21.6 32.8
2020

平均 7/12 8/21 7/24 9/18 7/18 9/9 8/11 9/15 8/7 8/23 6/8 7/21 21.2 31.8

※2000年　7/18-8/7長期休暇で調査できず
※2003年～2005年名古屋勤務で調査できず
※梅雨明けは関東甲信の確定値。平均は1951年から2020年の平年値。
※最低気温記録日は1999年、2007年、2019年は7月。他は9月。
※最高気温記録日は1996年、1997年は7,8月。2001年、2008年、2017年、2018年は7月。他は8月。

日比谷公園のセミの鳴き声状況



日比谷公園 首賭けイチョウ前サイト（アブラゼミ、ミンミンゼミ、ニイニイゼミ）
ハナミズキ林前サイト(ニイニイゼミ）の2013年～2019年の羽化推移比較



アブラゼミの羽化推移（累積抜け殻数）：赤塚山北公園(兵庫県）　2011
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アブラゼミの羽化推移（累積抜け殻数）：日比谷公園・野外音楽堂東(東京都）　2011
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アブラゼミの羽化の推移2011 兵庫県と東京の比較

総数の50%に達した日（♂）

総数の50%に達した日（♀）

総数の50%に達した日（♂）

総数の50%に達した日（♀）



梅雨明け

アブラゼ

ミ♂

50％超え

梅雨明け

アブラゼ

ミ♂

50％超え

神戸 東京 差

2011年 7月 8日ごろ 7月26日 7月 9日ごろ 8月10日 1 15 2311.3 2296.3 15.0

2012年 7月16日ごろ 7月23日 7月25日ごろ 8月9日 9 17 2354.6 2262.3 92.3

2013年 7月 8日ごろ 7月27日 7月 6日ごろ 8月5日 -21 9 2411.7 2473.6 -61.9

2014年 7月20日ごろ 7月25日 7月21日ごろ 7月30日 1 5 2432.5 2464.9 -32.4

2015年 7月24日ごろ 7月24日 7月10日ごろ 7月29日 -14 5 2519.5 2409.7 109.8

2016年 7月18日ごろ 7月19日 7月29日ごろ 8月2日 11 14 2616.1 2471.5 144.6

2017年 7月13日ごろ 7月24日 7月 6日ごろ 7月25日 -7 1 2444.2 2538.2 -94.0

2018年 7月 9日ごろ 7月19日 6月29日ごろ 7月27日 -10 8 2472.3 2445.0 27.3

2019年 7月24日ごろ 7月20日 7月24日ごろ 8月7日 0 18 2540.7 2384.4 156.3

年

関西 関東甲信越

梅雨明け

の日の差

50％超え

の日の差

積算温度1月～6月

赤塚山北公園と日比谷公園野外音楽堂東サイトの比較



アブラゼミ♂の50%超えの日 vs 積算温度(1月1日から6月30日）



アブラゼミ♂の50%超えの日 vs 7月1日から梅雨明けまでの日数



セミの羽化と天候との関係

１．雨の夜はセミの羽化は少ない？
⇒データで比較していないが、経験的には〇

２．気温の低い夜はセミの羽化は少ない？
３．猛暑の夜はセミの羽化は多い？少ない？

⇒種毎に羽化に好適な気温があるかもしれない。
４．梅雨明けの時期とセミの羽化、鳴き始めとの関係は？

⇒梅雨時期と羽化時期との関係で種毎に異なる可能性
５．気温や天候とセミの羽化時期や鳴き始めとの関係は？

⇒アブラゼミの羽化時期と１～６月の積算温度に相関
６．気温や天候とセミの羽化数（抜け殻数）との関係は？

⇒関係はありそうだが・・？
羽化時期に終齢幼虫となっていたものが、羽化せず年越しすることがあるか？
その年に羽化するかは、いつ決定されるのか？



町田市のセミの鳴き声調査（2014年～2017年）

調査期間は７月～１０月１５日の３か月半。
町田市内を基準地域メッシュ*1で102の区域（メッシュ）にわけて調査。

*1 基準地域メッシュ：国勢調査などの統計をとるために国が定めた方眼の一つで、約１ｋｍの方眼

サポーターは、自宅の周辺でセミの鳴き声を聞いたら、調査シートに○をつける。

メッシュ番号85の例



セミの鳴き声カレンダー（町田市）
ニイニイゼミ

ヒグラシ

アブラゼ
ミ

ミンミンゼミ

クマゼミ

ツクツクボウシ



抜け殻による調査と声による調査のメリットデメリット

抜け殻による調査 声による調査

メリット ・調査地での羽化数を定量的に
調査できる
・抜け殻を保管しておけば、検
証が可能
・調査の時間による影響がない

・数が少なくても、声が聞こえて
いれば、いることを確認できる。

デメリッ
ト

・個体数が少ないと抜け殻を採
集できない可能性がある。（声は
していても抜け殻が見つからない
ことは良くある）
・手の届かない場所の抜け殻は
採取できない。
・抜け殻が見分けられる必要が
ある。
・ 1回の調査では全体を把握でき
ない、

・定量的な調査ができない。
・調査範囲を限定するのが難しい。
・録音しないと、調査者が聞き分
けられているか検証できない。
・調査時間によって鳴くセミの種
類が異なる。
・ 1回の調査では全体を把握でき
ない、



日比谷公園ではクマゼミの声が聞こえるのに、
何故抜け殻か取れないのか？

• 日比谷公園の面積161,636.66 ㎡

• 土と樹木のある面積を約1／3と仮定 約54,000 ㎡

• 2009年に調査した面積 約100 ㎡ × 29箇所 ＝ 約3,000 ㎡

調査した面積は1／18

•2009年に収集した抜け殻数：10,079個
•全体では約180,000個の抜け殻＝セミの数

クマゼミの声は一度に５箇所くらいから聞こえてくる → ２０匹くらいはいそう

１万匹のセミの中に１匹いるかいないか。

９５％の確率でクマゼミの抜け殻をとるには30,000個の抜け殻の採取が必要

抜け殻調査は感度が低い！


