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第
一
節
　
ど
ん
な
動
物
が
い
る
か

　
静
岡
県
は
生
物
多
様
性
の
豊
か
な
場
所
で
あ
る
。
東
西
に
幅
広
く
、
富
士
山

や
南
ア
ル
プ
ス
と
い
う
日
本
を
代
表
す
る
高
山
が
あ
り
、
ま
た
日
本
の
中
心
的

な
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
方
系
・
北
方
系
い
ず
れ
の
要
素
の
も
の
も
見
ら

れ
る
た
め
、
生
息
・
生
育
す
る
生
物
の
種
数
が
た
い
へ
ん
多
い
。

　
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
に
静
岡
県
が
「
静
岡
県
野
生
生
物
目
録
」
を
公
表

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
哺
乳
類
六
○
種
、
鳥
類
四
二
一
種
、
爬は

虫ち
ゅ
う

類

一
九
種
、
両
生
類
二
一
種
、
淡
水
魚
類
一
八
六
種
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
脊せ

き

椎つ
い

動
物
に
つ
い
て
は
、
富
士
宮
市
域
に
ど
ん
な
種
が
生
息
し
て
い
る
か
お

お
む
ね
わ
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
項
よ
り
順
に
述
べ
る
。

　
一
般
に
「
動
物
」
と
い
う
と
こ
の
よ
う
な
「
脊
椎
動
物
」、
も
し
く
は
「
哺

乳
類
」
を
想
像
す
る
方
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
小
さ

な
動
物
た
ち
が
存
在
す
る
。
陸
地
や
淡
水
に
限
っ
て
も
、
節せ

っ

足そ
く

動
物
（
後
述
す

る
昆
虫
類
の
他
、
ク
モ
類
、
ム
カ
デ
・
ヤ
ス
デ
と
い
っ
た
多た

足そ
く

類
、
エ
ビ
・
カ

ニ
・
ダ
ン
ゴ
ム
シ
と
い
っ
た
甲こ

う

殻か
く

類
を
含
む
）、
環か

ん

形け
い

動
物
（
ミ
ミ
ズ
・
ヒ
ル

な
ど
）、
軟な

ん

体た
い

動
物
（
カ
タ
ツ
ム
リ
・
ナ
メ
ク
ジ
・
タ
ニ
シ
な
ど
）、
扁へ

ん

形け
い

動
物

（
コ
ウ
ガ
イ
ビ
ル
・
プ
ラ
ナ
リ
ア
な
ど
）、
線せ

ん

形け
い

動
物
（
線せ

ん

虫ち
ゅ
う

類
）、
類る

い

線せ
ん

形け
い

動

物
（
ハ
リ
ガ
ネ
ム
シ
類
）、
緩か

ん

歩ぽ

動
物
（
ク
マ
ム
シ
）
な
ど
が
陸
上
に
す
ん
で

い
る
し
、
加
え
て
淡
水
中
に
は
海か

い

綿め
ん

動
物
（
淡
水
海
綿
）、
刺し

胞ほ
う

動
物
（
淡
水

ク
ラ
ゲ
、ヒ
ド
ラ
な
ど
）、輪り

ん

形け
い

動
物
（
ワ
ム
シ
）、腹ふ

く

毛も
う

動
物
（
イ
タ
チ
ム
シ
）、

外が
い

肛こ
う

動
物
（
コ
ケ
ム
シ
な
ど
）
な
ど
が
、
静
岡
県
内
に
生
息
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
前
途
の
動
物
群
は
ほ
ぼ
す
べ
て
生
物
分
類
学
上
の
「
門も

ん

」
と
い
う
階
級
に
当

た
る
分
類
群
で
あ
る
。
生
物
の
分
類
に
は
、
界か

い

門も
ん

綱こ
う

目も
く

科か

属ぞ
く

種し
ゅ

と
い
う
必
須
の

階
級
が
あ
り
、
例
え
ば
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
い
う
「
種
」
は
、
動
物
界
脊せ

き

索さ
く

動
物

門
哺
乳
綱
食
肉
目
ク
マ
科
ク
マ
属
に
分
類
さ
れ
る
（
脊
索
動
物
門
は
脊
椎
動
物

＋
ホ
ヤ
類
＋
ナ
メ
ク
ジ
ウ
オ
類
か
ら
な
る
）。
こ
う
し
て
み
る
と
「
門
」
と
い

う
階
級
が
い
か
に
大
き
な
く
く
り
の
分
類
で
あ
る
の
か
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け

る
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
群
の
門
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
静
岡
県

や
富
士
宮
市
域
に
ど
ん
な
種
が
生
息
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

昆
虫
の
一
部
と
陸
生
・
淡
水
生
の
貝
類
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な

い
。こ
う
し
た
動
物
の
ほ
と
ん
ど
は
人
目
に
つ
き
に
く
い
小
さ
な
も
の
で
あ
り
、

研
究
す
る
人
も
少
な
く
、
そ
の
生
息
の
実
態
は
日
本
全
国
と
い
う
規
模
で
も
地

域
レ
ベ
ル
で
も
未
解
明
の
こ
と
が
た
い
へ
ん
多
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

富
士
宮
市
の
動
物
相
の
特
徴

　
富
士
宮
市
域
に
は
東
側
に
富
士
山
が
あ
り
、
西
側
に
は
毛け

無な
し

山・長
者
ヶ
岳・

天
子
ヶ
岳
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
山
梨
県
境
に
位
置
す
る
天
子
山
地
、
そ
れ
ら
の

間
に
は
朝
霧
高
原
な
ど
広
大
な
富
士
の
裾
野
が
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
田
貫
湖

の
よ
う
な
広
い
開
水
面
や
富
士
川
・
芝
川
な
ど
の
河
川
と
い
っ
た
陸
水
環
境
が

あ
り
、
小こ

田だ

貫ぬ
き

湿
原
の
よ
う
な
湿
地
環
境
も
存
在
す
る
。
ま
た
ヒ
ノ
キ
・
ス
ギ

の
植
林
地
、
畑
地
や
水
田
な
ど
の
農
耕
地
、
そ
し
て
市
街
地
な
ど
多
種
多
様
な
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環
境
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
独
自
の
生
態
系
が
成
立
し
、
動
物
た
ち

が
く
ら
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
富
士
宮
市
の
動
物
相
の
顕
著
な
特
徴
に
つ
い
て

述
べ
る
。

垂
直
分
布
の
面
白
さ

　
富
士
宮
市
に
は
海
岸
線
が
な
い
の
で
、
海
洋
性
・
海
岸
性
の
生
物
は
存
在
し

な
い
が
、
海
抜
二
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
富
士
山
の
山
頂
ま
で
の
、
ひ
と
つ
の
市
町

村
で
は
日
本
一
と
い
う
標
高
差
を
有
し
て
お
り
、
標
高
差
に
応
じ
た
動
物
の
垂

直
分
布
が
見
ら
れ
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　
気
候
帯
で
見
て
も
低
標
高
か
ら
高
標
高
に
向
け
て
暖
帯
・
温
帯
・
亜
寒
帯
と

移
行
し
、
富
士
山
の
森
林
限
界
を
超
え
た
高
山
に
至
る
。
ま
た
植
生
も
気
候
帯

と
合
わ
せ
て
照
葉
樹
林
、
落
葉
広
葉
樹
林
、
針
葉
樹
林
の
亜
高
山
帯
・
高
山
帯

と
変
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
植
生
に
適
応
し
た
動
物
群
集
が
成
立
し
て
お
り
、
そ

れ
ら
が
連
続
的
に
観
察
で
き
る
貴
重
な
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
垂
直
分
布
に
つ

い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
群
で
見
ら
れ
る
が
、
特
に
鳥
類
で
は
山
を
登
り
な

が
ら
、
そ
の
移
り
変
わ
り
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
本
章
第
三
節
）。

　
ま
た
、
モ
グ
ラ
の
仲
間
で
あ
る
食
虫
類
の
地
表
性
種
で
あ
る
ヒ
ミ
ズ
と
ヒ
メ

ヒ
ミ
ズ
の
関
係
も
標
高
に
関
連
し
た
興
味
深
い
現
象
が
観
察
さ
れ
る
。
ヒ
メ
ヒ

ミ
ズ
は
ヒ
ミ
ズ
よ
り
も
体
が
小
さ
く
、
こ
の
二
種
は
一
般
的
に
競
合
す
る
と
ヒ

メ
ヒ
ミ
ズ
が
駆
逐
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ
が
高
標

高
地
に
お
い
や
ら
れ
、
低
標
高
に
は
ヒ
ミ
ズ
、
高
標
高
地
に
ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ
と
い

う
分
布
パ
タ
ー
ン
が
で
き
あ
が
る
。
し
か
し
、
新
し
い
溶
岩
に
覆
わ
れ
て
い
る

場
所
に
は
ヒ
ミ
ズ
が
侵
入
で
き
な
い
ら
し
く
、
こ
う
し
た
場
所
で
は
低
標
高
地

に
も
ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ
が
高
密
度
で
生
息
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
単
な
る
標
高
の

違
い
の
み
な
ら
ず
、
溶
岩
の
存
在
が
動
物
の
分
布
を
規
定
し
て
い
る
富
士
山
な

ら
で
は
の
現
象
で
あ
る
。

少
な
い
高
山
性
動
物

　
富
士
山
は
誰
も
が
知
る
日
本
一
高
い
山
で
あ
る
が
、
意
外
な
こ
と
に
高
山
性

の
生
物
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
富
士
山
が
新
し
い
山
で
あ
る

こ
と
だ
。
現
在
、
日
本
ア
ル
プ
ス
の
高
山
な
ど
に
見
ら
れ
る
高
山
性
生
物
は
氷

河
期
に
は
よ
り
低
標
高
の
土
地
に
広
く
分
布
し
て
い
た
。
そ
れ
が
氷
河
期
の
終

末
と
と
も
に
、
高
標
高
地
に
登
り
は
じ
め
た
頃
、
富
士
山
は
活
発
な
火
山
活
動

を
行
っ
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
火
山
灰
や
溶
岩
に
覆
わ
れ
た
大
地
は
、
そ
う
し

た
寒
地
性
の
生
物
た
ち
の
避
難
地
に
な
り
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。

　
た
だ
し
、
亜
高
山
か
ら
高
山
帯
に
見
ら
れ
る
ホ
シ
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
種
が
生

息
し
て
い
る
、
鳥
類
は
羽
に
よ
り
自
力
で
飛
ん
で
来
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
、

生
息
域
を
拡
げ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
昆
虫
の
節
で
後
述
す
る

蛾が

類
の
フ
ジ
シ
ロ
ミ
ャ
ク
ヨ
ト
ウ
は
富
士
山
五
合
目
付
近
が
日
本
で
唯
一
知
ら

れ
て
い
る
生
息
地
で
あ
る
。
例
外
的
に
見
ら
れ
る
高
山
性
の
動
物
と
し
て
コ
バ

ネ
ヒ
ナ
バ
ッ
タ
が
あ
げ
ら
れ
る
（
本
章
第
七
節
）。
こ
の
よ
う
な
高
山
性
生
物

は
富
士
山
の
溶
岩
が
到
達
し
な
か
っ
た
わ
ず
か
な
場
所
で
そ
の
生
息
を
つ
な
い

で
き
た
も
の
た
ち
の
子
孫
と
考
え
ら
れ
る
。

　
消
え
ゆ
く
草
原
性
の
動
物

　
富
士
西
麓
に
広
が
る
朝
霧
高
原
は
草
原
性
の
動
物
の
貴
重
な
生
息
地
で
あ
っ

た
。
日
本
の
温
帯
で
は
自
然
に
草
原
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、

長
く
草
原
生
態
系
が
維
持
さ
れ
て
い
た
場
所
の
ほ
と
ん
ど
は
人
為
の
介
在
が

あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。
富
士
山
周
辺
の
裾
野
に
は
広
大
な
草
原
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
こ
う
し
た
草
原
環
境
は
、
富
士
山
の
噴
火
の
後
に
溶
岩
や
火
山
灰

に
覆
わ
れ
た
環
境
に
自
然
に
生
じ
た
一
次
草
原
を
基
と
し
て
、
そ
の
後
、
火
入

れ
や
草
刈
な
ど
の
生
活
の
た
め
の
人
々
の
営
み
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
存
続
し
て
き
た
「
里
山
」
的
な
二
次
草
原
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
草
原
に
生
息
す
る
生
物
は
、
大
陸
内
陸
の
比
較
的
乾
燥
し
た
地
域

に
見
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
日
本
列
島
が
今
よ
り
冷
涼
だ
っ
た
こ
ろ
に
大
陸
か

ら
渡
っ
て
き
て
繁
栄
し
て
い
た
も
の
た
ち
の
生
き
残
り
だ
。
し
か
し
、
近
年
、

人
の
生
活
様
式
が
変
化
す
る
こ
と
に
伴
い
農
林
業
の
形
態
も
変
わ
り
、「
里
山
」

か
ら
人
の
管
理
が
消
え
、
草
原
が
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
具
体
的
に
は

粗
放
的
な
牧
畜
が
行
わ
れ
灌か

ん

木ぼ
く

の
点
在
し
て
い
た
生
物
多
様
性
が
高
い
草
原
で

あ
っ
た
場
所
が
、
管
理
の
行
き
届
い
た
牧
草
地
に
変
わ
っ
た
こ
と
や
、
採
草
や

火
入
れ
の
行
わ
れ
な
く
な
る
場
所
が
増
え
る
と
、
人
の
手
に
よ
り
保
た
れ
て
い

た
草
原
が
や
ぶ
化
、
樹
林
に
遷
移
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
急
速

に
草
原
性
の
生
物
が
減
少
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
絶
滅
危
惧
種
に
あ
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
鳥
類
の
節
（
本
章
第
三
節
）
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、県
内
で
は
富
士
山
麓
が
唯
一
の
渡
来
地
で
あ
る
夏
鳥
の
オ
オ
ジ
シ
ギ（
環

境
省
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
・
準
絶
滅
危
惧
種
）
と
ア
カ
モ
ズ
（
環
境
省
レ
ッ

ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
・
絶
滅
危
惧
Ｉ
Ｂ
類
：
静
岡
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
・
絶

滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
）
が
朝
霧
高
原
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
チ
ョ

ウ
類
で
も
朝
霧
高
原
は
草
原
性
種
の
重
要
な
生
息
地
で
あ
る
が
、
い
く
つ
も
の

種
が
地
域
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
と
関
連
す
る
興
味
深
い
分
布

　
富
士
山
や
そ
の
周
辺
は
南
部
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
に
位
置
し
て
い
る
。
フ
ォ
ッ

サ
マ
グ
ナ
は
本
州
の
中
央
部
を
南
北
に
つ
ら
ぬ
く
大
地
溝
帯
で
、
少
な
く
と
も

六
〇
〇
万
年
前
頃
ま
で
は
海
で
あ
り
、
太
平
洋
と
日
本
海
を
結
ぶ
海
峡
で
あ
っ

た
。
陸
生
生
物
の
多
く
は
こ
の
海
峡
を
渡
る
こ
と
が
で
き
ず
、
分
断
さ
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
陸
化
し
て
陸
生
生
物
の
往
来
が
可
能
に
な
り
、

フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
東
西
を
由
来
と
す
る
動
物
た
ち
は
混
じ
り
合
っ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
頃
の
分
断
に
由
来
す
る
と
み
ら
れ
る
興
味
深
い
分
布

が
認
め
ら
れ
る
。

　
代
表
的
な
も
の
は
、
西
日
本
に
分
布
の
中
心
の
あ
る
コ
ウ
ベ
モ
グ
ラ
と
東
日

本
に
分
布
の
中
心
が
あ
る
ア
ズ
マ
モ
グ
ラ
で
あ
る
。
こ
の
分
布
の
成
因
の
大
元

に
は
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
存
在
が
あ
り
そ
う
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
分
布
境
界

で
は
、
両
種
の
競
争
が
起
こ
り
、
現
在
で
も
分
布
域
が
変
化
す
る
現
象
が
知
ら

れ
て
い
る
。
長
野
県
諏
訪
地
方
で
は
コ
ウ
ベ
モ
グ
ラ
が
ア
ズ
マ
モ
グ
ラ
を
駆
逐

し
、
一
〇
年
間
で
一
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
分
布
を
拡
大
さ
せ
た
事
例
が
観
察
さ

れ
て
い
る
。
富
士
宮
市
で
も
朝
霧
高
原
に
お
い
て
、
コ
ウ
ベ
モ
グ
ラ
と
ア
ズ
マ

モ
グ
ラ
の
混
成
地
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
種
間
関
係
に
つ
い
て
の
詳

細
な
研
究
は
な
い
も
の
の
た
い
へ
ん
興
味
深
い
場
所
で
あ
る
。

　
ま
た
、
南
部
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
に
特
有
の
種
も
見
ら
れ
る
。
第
四
節
で
紹
介

さ
れ
て
い
る
オ
カ
ダ
ト
カ
ゲ
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
、
伊
豆
諸
島
・
伊
豆
半

島
か
ら
富
士
山
南
麓
に
か
け
て
分
布
し
て
い
る
。
伊
豆
半
島
は
か
つ
て
海
上
に

誕
生
し
た
火
山
島
を
起
源
と
し
て
、
拡
大
し
な
が
ら
本
州
に
衝
突
し
た
陸
塊
で

あ
り
、
オ
カ
ダ
ト
カ
ゲ
は
そ
う
し
た
大
地
の
動
き
に
連
動
し
て
成
立
・
分
布
を

形
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
富
士
宮
市
を
は
じ
め
富
士
山
南
麓
で
は
、

オ
カ
ダ
ト
カ
ゲ
が
分
布
の
境
界
を
接
す
る
ヒ
ガ
シ
ニ
ホ
ン
ト
カ
ゲ
と
交
雑
を
起

こ
し
て
い
る
こ
と
も
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

　
こ
の
地
域
で
の
近
縁
種
の
交
雑
に
関
連
し
て
、
後こ

う

翅し

が
退
化
し
た
甲
虫
の
オ

オ
ア
リ
ガ
タ
ハ
ネ
カ
ク
シ
属
に
つ
い
て
の
話
題
も
あ
る
。
南
部
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ

ナ
に
分
布
す
る
ク
ロ
サ
ワ
オ
オ
ア
リ
ガ
タ
ハ
ネ
カ
ク
シ
と
東
日
本
に
広
く
分
布

す
る
ル
イ
ス
オ
オ
ア
リ
ガ
タ
ハ
ネ
カ
ク
シ
の
富
士
西
麓
で
の
分
布
境
界
は
、
富

士
宮
市
滑な

め

沢さ
わ

に
お
い
て
ほ
ぼ
直
線
的
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（『
富
士

宮
市
の
自
然
』〈
一
九
九
五
〉）。
ま
た
、
こ
の
な
か
で
一
カ
所
で
の
み
二
種
の

混
成
地
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
種
の
ハ
ネ
カ
ク
シ
は
山
梨
県
丹
波
山
村

の
混
成
地
に
お
い
て
、
雑
種
の
形
成
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
富
士
宮
に
お
い
て
も

交
雑
が
起
き
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、今
後
の
調
査
の
進
展
が
楽
し
み
で
あ
る
。



111

外
来
生
物
な
ど
の
新
規
侵
入
種

　
人
間
が
持
ち
込
ん
だ
外
来
生
物
が
各
地
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
富

士
宮
市
域
で
も
多
く
の
外
来
種
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
侵
略
的

と
な
り
、
人
間
生
活
や
生
態
系
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
外
来
生
物
法
で
規
制

さ
れ
る
オ
オ
ク
チ
バ
ス
や
ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
の
「
特
定
外
来
生
物
」
も
生
息
し

て
い
る
。
人
間
が
持
ち
込
ん
だ
こ
う
し
た
侵
略
的
外
来
生
物
は
、
人
間
が
防
除

し
根
絶
を
目
指
す
べ
き
だ
が
、
し
ば
し
ば
た
い
へ
ん
困
難
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
根
絶
に
成
功
し
た
事
例
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
田
貫
湖
で
昭
和

六
〇
年
（
一
九
八
五
）
に
最
初
の
野
生
化
が
確
認
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
ガ
ン
だ
。
そ

の
後
繁
殖
を
繰
り
返
し
て
山
梨
や
神
奈
川
な
ど
に
も
拡
大
し
一
〇
〇
羽
を
超
え

た
が
、
そ
の
後
、
捕
獲
と
卵
の
除
去
を
継
続
し
、
平
成
二
七
年
（
二
○
一
五
）

に
最
後
の
一
羽
が
捕
獲
さ
れ
、
国
内
で
は
根
絶
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
事
例
は
定
着
の
初
期
に
、
多
く
の
方
々
の
努
力
で
根
気
よ
く
防
除
を
続
け

る
こ
と
が
で
き
た
た
め
の
成
功
で
あ
っ
た
。

　
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
施
行
さ
れ
た
外
来
生
物
法
は
、
生
態
系
、
人

の
生
命
身
体
、
農
林
水
産
業
に
被
害
を
及
ぼ
す
、
も
し
く
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
侵
略
的
外
来
生
物
を
政
令
に
よ
り
特
定
外
来
生
物
に
指
定
し
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
、
飼
育
・
保
管
運
搬
、
輸
入
、
野
外
へ
の
放
出
、
譲
渡
や
販
売
な
ど
の

行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
定
外
来
生
物
に
は
指
定
さ
れ
て
い
な
い

が
、取
り
扱
い
に
注
意
が
必
要
な「
生
態
系
被
害
防
止
外
来
種
」が
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ッ
ト
と
し
て
親
し
ま
れ
、
各
地
に
分
布
し
て
い
る
ア
カ
ミ

ミ
ガ
メ
と
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
が
、
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
よ
り
新
た
に
飼

育
は
可
能
な
も
の
の
、輸
入
や
野
外
へ
の
放
出
、販
売
な
ど
が
規
制
さ
れ
る
「
条

件
付
特
定
外
来
生
物
」
に
指
定
さ
れ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
外
来
生
物
の
被
害
拡
大
防
止
の
た
め
に
は
、
入
れ
な
い
こ
と
や
逃
が
さ
な
い

こ
と
、
そ
し
て
捕
獲
な
ど
の
防
除
と
と
も
に
、
侵
入
を
い
ち
早
く
と
ら
え
る
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
も
重
要
で
あ
る
。

多
様
な
動
物
を
は
じ
め
と
す
る
生
物
多
様
性
の
保
全

　
生
物
多
様
性
と
い
う
概
念
は
、
多
様
な
生
物
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
関
わ
り

合
っ
て
く
ら
し
て
い
る
こ
と
を
包
括
的
に
指
す
も
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
の
後

半
か
ら
、
生
物
多
様
性
の
重
要
性
と
そ
の
保
全
の
必
要
性
が
話
題
に
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
な
っ
た
。
人
類
の
存
続
の
基
盤
と
し
て
も
生
物
多
様
性
は
必
要
不
可

欠
な
も
の
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
私
た
ち
の
食
料
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
他

の
生
物
に
依
存
し
て
お
り
、
農
林
水
産
業
が
維
持
さ
れ
る
基
盤
と
し
て
も
、
良

好
な
生
態
系
や
生
物
多
様
性
の
保
全
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
で
、
開
発
な
ど
の
人
間
活
動
が
生
態
系
に
影
響
を
与
え
、
生
物
多
様
性
の

劣
化
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
現
れ
、
こ
う
し
た
劣
化
を
減
速
し
、
生
物
多
様
性

を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
叫
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
支

え
る
も
の
と
し
て
、
国
レ
ベ
ル
で
は
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
が
策
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
国
家
戦
略
は
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
に
最
初
に
策
定
さ
れ
、
以
降

数
度
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
重
ね
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
レ
ベ
ル
で
は
静
岡
県
が

「
ふ
じ
の
く
に
生
物
多
様
性
地
域
戦
略
」を
平
成
三
〇（
二
〇
一
八
）に
策
定
し
、

お
お
よ
そ
一
〇
年
間
の
目
標
や
施
策
を
記
載
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
市
民
の

役
割
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
県
内
の
自
治
体
で
も
独
自
の
生
物
多
様
性
地

域
戦
略
を
作
成
す
る
と
こ
ろ
も
出
て
き
て
お
り
、
行
政
・
市
民
が
一
体
と
な
っ

た
多
様
性
保
全
が
よ
り
進
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
以
上
、
こ
こ
に
述
べ
、
次
節
以
降
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
富
士
宮
市
域
に
は
、

興
味
深
い
動
物
相
や
群
集
が
存
在
し
、
未
知
の
種
や
詳
し
い
研
究
が
俟ま

た
れ
る

興
味
深
い
現
象
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
生
物
多
様
性
の
保
全
に
つ

い
て
は
、
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
実
効
的
な

対
策
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
の
さ
ら
な
る
推
進
が
必
要
で
あ
る
。
か
け
が
え
な

い
動
物
た
ち
の
生
息
で
き
る
貴
重
な
自
然
を
守
り
、
次
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と

は
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
の
大
き
な
責
務
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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第
二
節
　 

富
士
宮
市
の
野
生
動
物
（
哺
乳
類
）

　
富
士
宮
市
は
、市
域
に
富
士
山
や
天
子
山
地
を
含
み
、奥
山
、中
山
間
地
（
里

地
里
山
）、平
地
に
広
が
る
市
街
地
な
ど
、多
様
な
環
境
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
環
境
の
下
、野
生
の
哺
乳
類
で
は
、多
様
な
種
が
生
息
し
て
お
り
、

本
州
で
見
ら
れ
る
種
の
大
部
分
が
生
息
し
て
い
る
。

　
大
型
の
種
で
は
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
・
ニ
ホ
ン
ジ
カ
・
カ
モ
シ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
、

中
型
の
種
で
は
、
タ
ヌ
キ
・
キ
ツ
ネ
・
ア
ナ
グ
マ
・
ニ
ホ
ン
ザ
ル
・
ニ
ホ
ン
ノ

ウ
サ
ギ
・
テ
ン
・
イ
タ
チ
・
ニ
ホ
ン
リ
ス
・
ム
サ
サ
ビ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
・
ア
ラ

イ
グ
マ
、
小
型
の
種
で
は
、
ヤ
マ
ネ
・
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
・
ア
カ
ネ
ズ
ミ
・
カ
ヤ
ネ

ズ
ミ
・
モ
グ
ラ
・
ヒ
ミ
ズ
・
ジ
ネ
ズ
ミ
・
コ
ウ
モ
リ
類
な
ど
が
生
息
し
て
い
る
。

富
士
宮
市
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
種

ニ
ホ
ン
ジ
カ
（
写
真
４−

１
）

　
シ
カ
は
縄
文
時
代
に
は
、
イ
ノ
シ
シ
と
と
も
に
常
食
さ
れ
た
。
シ
カ
は
カ
ノ

シ
シ
と
も
呼
ば
れ
る
が
、シ
シ
と
は
肉
、あ
る
い
は
食
用
の
獣
の
意
味
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
に
も
、
巻
狩
り
な
ど
で
イ
ノ
シ
シ
と
と
も
に
猟
の
対
象
と
さ
れ
た
。

富
士
宮
市
の
地
名
に
も
、「
大お

お

鹿し
か

窪く
ぼ

」
と
鹿
が
つ
く
地
名
が
あ
る
。『
富
士
宮
市

史　
上
巻
』（
一
九
七
一
）
で
は
、
鹿
の
頭
数
が
減
少
し
て
い
る
と
の
記
述
が

あ
る
が
、
近
年
は
急
増
し
て
い
る
。
富
士
宮
の
シ
カ
は
、
本
州
に
広
く
分
布
す

る
在
来
種
の
ニ
ホ
ン
ジ
カ
（
ホ
ン
シ
ュ
ウ
ジ
カ
）
で
、
四
つ
の
胃
袋
を
持
つ

反は
ん

芻す
う

獣
で
あ
る
。
反
芻
と
は
、
胃
の
中
に
入
れ
た
食
べ
物
を
口
に
戻
し
て
噛か

む

こ
と
を
意
味
す
る
。
シ
カ
は
、草
だ
け
で
な
く
、樹
葉
や
樹
皮
も
食
べ
る
た
め
、

牧
草
を
含
め
た
農
産
物
や
森
林
被
害
が
深
刻
化
し
て
い
る
。
森
林
の
下
草
な
ど

を
食
べ
つ
く
す
こ
と
で
、
生
態
系
の
破
壊
や
土
砂
崩
れ
な
ど
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
た
め
、
個
体
数
調
整
な
ど
の
対
策
が
行
わ
れ
て
い
る
。

イ
ノ
シ
シ
（
写
真
４−

２
）

　
イ
ノ
シ
シ
も
シ
カ
と
同
様
に
、古
く
か
ら
富
士
宮
市
域
に
数
多
く
生
息
す
る
。

猪い

之の

頭か
し
ら

な
ど
猪
の
付
く
地
名
も
見
ら
れ
る
が
、「
井
の
頭
」
が
語
源
と
の
説
も

あ
る
。

　
鎌
倉
時
代
に
は
、
武
士
の
鍛
錬
と
し
て
巻
狩
り
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
獲
物

は
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
だ
っ
た
。
佐さ

折お
り

地
区
か
ら
北
山
・
赤あ

か

焼や
け

に
か
け
て
部
分
的

に
残
る
土
手
は
、
巻
狩
り
の
際
に
イ
ノ
シ
シ
な
ど
を
追
い
詰
め
る
た
め
に
使
わ

れ
た
「
猪し

し

土ど

手て

」
で
あ
る
と
の
伝
承
も
あ
る
。
ま
た
、
全
国
各
地
に
は
イ
ノ
シ

シ
や
シ
カ
に
よ
る
農
産
物
被
害
を
防
ぐ
た
め
の
シ
シ
垣
が
見
ら
れ
る
が
、「
猪

土
手
」
も
そ
れ
に
該
当
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
イ
ノ
シ
シ
は
在
来
種
で
、
単
胃
・
雑
食
で
繁
殖
力
が
強
い
。
近
年
は
豚ぶ

た

熱ね
つ

に

感
染
し
た
野
生
イ
ノ
シ
シ
が
、
ブ
タ
へ
感
染
さ
せ
る
事
例
が
全
国
的
に
増
加
し

て
お
り
、
そ
の
対
策
が
急
が
れ
て
い
る
。

カ
モ
シ
カ
（
写
真
４−

３
）

　
富
士
山
や
天
子
山
地
な
ど
に
生
息
し
て
い
る
。
国
指
定
の
特
別
天
然
記
念
物

で
、
狩
猟
や
捕
獲
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
全
国
的
に
分
布
域
が
拡

大
し
、奥
山
だ
け
で
は
な
く
、山
麓
や
農
地
周
辺
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ウ
シ
の
仲
間
で
草
食
性
の
た
め
、
反
芻
を
行
う
。
雌
雄
と
も
短
い
角
が
あ
り
、

毎
年
少
し
ず
つ
成
長
し
、
生
え
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
群
れ
を
成
す
シ
カ
と
異

な
り
、
単
独
行
動
を
す
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
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写真４−１　ニホンジカ

写真４−２　イノシシ

写真４−３　カモシカ
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タ
ヌ
キ
（
写
真
４−

４
）

　
市
街
地
も
含
め
、
市
域
に
広
く
生
息
し
て
い
る
が
、
標
高
の
高
い
場
所
に
は

少
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
身
近
な
動
物
と
言
え
る
が
、
日
中
に
姿
を
見
か
け
る

こ
と
は
ま
れ
で
、
石
や
木
の
下
の
隙
間
、
家
の
床
下
や
倉
庫
と
い
っ
た
物
陰
で

休
息
し
、
夜
間
に
活
動
す
る
。
果
実
・
昆
虫
・
カ
エ
ル
な
ど
を
食
べ
る
雑
食
性

で
、
人
間
活
動
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
野
菜
く
ず
や
、
生
ご
み
な
ど
も
餌
と
し
て

い
る
。

　
近
年
は
、
疥か

い

癬せ
ん

（
ダ
ニ
に
よ
る
皮
膚
病
）
に
よ
り
、
全
身
の
毛
が
抜
け
、
皮

膚
が
象
の
よ
う
に
な
り
、
衰
弱
死
す
る
個
体
も
見
ら
れ
る
。

ニ
ホ
ン
ノ
ウ
サ
ギ
（
写
真
４−

５
）

　
う
さ
ぎ
追
い
し
か
の
山
、
と
「
故ふ

る

郷さ
と

」
の
歌
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
里
地
里
山

を
代
表
す
る
種
で
あ
る
。
山
地
・
草
地
・
農
地
・
河
川
敷
な
ど
に
広
く
生
息
し

て
お
り
、
朝
霧
高
原
の
草
原
な
ど
で
も
良
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
と
て
も
速

く
走
り
、
全
身
茶
褐
色
の
た
め
、
人
間
が
気
付
か
な
い
う
ち
に
草
陰
な
ど
に
隠

れ
て
し
ま
う
。

　
草
食
性
で
、
植
物
の
葉
・
芽
・
樹
皮
な
ど
を
食
べ
る
。

ニ
ホ
ン
リ
ス
（
写
真
４−

６
）

　
樹
上
で
生
活
す
る
た
め
、
ま
と
ま
っ
た
樹
林
地
が
あ
る
富
士
山
麓
や
天
子
山

地
な
ど
に
生
息
し
て
い
る
。
お
腹
の
毛
色
は
一
年
中
白
く
、
夏
の
背
中
は
赤
褐

色
、
冬
は
灰
褐
色
に
な
る
。
木
の
実
、
植
物
の
葉
・
芽
な
ど
を
中
心
に
、
昆
虫

な
ど
も
食
べ
る
。
日
中
に
木
か
ら
木
へ
と
移
動
し
な
が
ら
採
食
す
る
が
、
小
型

で
動
き
が
速
く
、
樹
木
の
色
が
保
護
色
と
な
り
、
人
間
が
気
付
く
こ
と
は
ま
れ

で
あ
る
。
ク
ル
ミ
や
マ
ツ
の
実
（
松
ぼ
っ
く
り
）
が
好
物
で
、
種
を
か
じ
り
取

ら
れ
た
松
ぼ
っ
く
り
は
、
エ
ビ
フ
ラ
イ
の
よ
う
な
特
徴
的
な
形
に
な
る
。

　
一
方
で
、
近
年
、
マ
ツ
枯
れ
が
ま
ん
延
し
、
マ
ツ
の
木
が
減
少
し
て
お
り
、

ニ
ホ
ン
リ
ス
へ
の
影
響
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

ま
れ
に
見
ら
れ
る
種

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
・
ニ
ホ
ン
ザ
ル

　
両
種
と
も
市
内
で
の
生
息
数
は
少
な
く
、
富
士
山
の
北
・
東
側
、
天
子
山
地

の
西
側
、
富
士
川
流
域
な
ど
、
市
外
・
県
外
か
ら
の
移
入
個
体
の
存
在
も
考
え

ら
れ
る
。

　
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
攻
撃
性
が
高
い
種
で
は
な
い
が
、
出
合
い
頭
に
出
く
わ
し

た
り
、
幼
獣
を
連
れ
て
い
る
時
に
は
攻
撃
し
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
人
間
の
存

在
を
知
ら
せ
る
鈴
な
ど
を
携
帯
し
、
ク
マ
に
先
に
去
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
食
べ
物
は
木
の
実
や
植
物
の
芽
、
昆
虫
類
な
ど
の
雑
食
で
あ
る
が
、

人
間
活
動
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
生
ご
み
や
、
飼
わ
れ
て
い
る
ニ
ワ
ト
リ
な
ど
を

食
べ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
人
間
と
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
の
生
活
圏
が
重
な
ら

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

外
来
種

ハ
ク
ビ
シ
ン
・
ア
ラ
イ
グ
マ

　
ハ
ク
ビ
シ
ン
は
東
南
ア
ジ
ア
、
ア
ラ
イ
グ
マ
は
北
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
外
来
種

（
人
間
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
種
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ク
ビ
シ
ン
は

市
内
全
域
で
生
息
し
て
お
り
、
ア
ラ
イ
グ
マ
も
分
布
域
を
拡
大
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。

　
両
種
と
も
雑
食
性
で
、
木
登
り
が
上
手
く
、
手
先
も
器
用
な
た
め
、
農
作
物

に
対
す
る
被
害
が
生
じ
て
い
る
。
特
に
ア
ラ
イ
グ
マ
は
「
特
定
外
来
生
物
」
に

指
定
さ
れ
て
お
り
、
飼
育
や
野
外
に
放
つ
こ
と
が
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
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写真４−４　タヌキ

写真４−５　ニホンノウサギ

写真４−６　ニホンリス
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第
三
節
　
野
鳥
の
仲
間

　
市
域
の
標
高
差
が
三
七
五
〇
ｍ
と
全
国
一
を
誇
る
富
士
宮
市
に
は
、
低
地
か

ら
高
山
帯
に
か
け
て
市
街
地
・
農
耕
地
・
河
川
・
草
原
・
人
工
林
・
自
然
林
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
が
あ
る
。
中
で
も
山
麓
か
ら
高
山
帯
に
か
け
て
幅
広
い
生

物
の
垂
直
分
布
が
見
ら
れ
る
富
士
山
、
市
域
北
部
に
位
置
す
る
朝
霧
高
原
、
西

部
を
南
北
に
連
な
る
天
子
山
系
は
、
富
士
宮
市
の
自
然
を
特
徴
づ
け
る
地
域
と

言
え
る
。
ま
た
、市
内
に
は
富
士
川・潤
井
川・芝
川
な
ど
の
一
級
河
川
が
流
れ
、

こ
の
流
域
は
周
囲
の
自
然
と
相
ま
っ
て
多
く
の
野
鳥
た
ち
の
生
息
地
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
様
に
多
様
な
環
境
を
も
つ
富
士
宮
市
で
は
、
現
在
五
二
科
二
〇
〇

種
の
野
鳥
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

市
街
地
周
辺

　

富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
（
浅
間
大
社
、
写
真
４−
８
）・
潤
井
川
を
中
心
と

す
る
市
街
地
で
は
、
ス
ズ
メ
・
カ
ラ
ス
類
の
ほ
か
に
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
・
ヒ
ヨ
ド

リ
・
ム
ク
ド
リ
・
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
な
ど
が
年
間
を
通
じ
て
生
息
し
て
い
る
。
浅

間
大
社
の
森
で
は
、
初
夏
に
な
る
と
ア
オ
バ
ズ
ク
が
渡
来
し
、
夕
暮
れ
時
か
ら

特
徴
の
あ
る
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

　
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
浅
間
大
社
の
森
で
二
〇
〇
羽
を
超
え
る
ゴ
イ
サ
ギ

の
集
団
繁
殖
地
が
で
き
、
鳴
き
声
と
フ
ン
の
悪
臭
に
閉
口
し
た
も
の
だ
が
、
そ

の
後
こ
の
繁
殖
地
は
富
士
フ
イ
ル
ム
富
士
宮
工
場
の
植
え
込
み
に
移
動
し
た
後

自
然
消
滅
し
、
現
在
で
は
ゴ
イ
サ
ギ
の
姿
も
声
も
珍
し
く
な
っ
た
。

　
潤
井
川
の
星ほ

し

山や
ま

放
水
路
水
門
周
辺
（
写
真
４−

９
）
で
は
、
冬
に
な
る
と
多

く
の
カ
モ
た
ち
が
越
冬
す
る
。
マ
ガ
モ
・
カ
ル
ガ
モ
・
コ
ガ
モ
の
ほ
か
に
オ
カ

ヨ
シ
ガ
モ
・
ヒ
ド
リ
ガ
モ
・
キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ
な
ど
が
訪
れ
る
。
潤
井
川
や
周

辺
の
水
田
地
帯
で
は
初
夏
に
な
る
と
留り

ゅ
う

鳥ち
ょ
う

（
同
じ
地
域
に
一
年
中
生
息
し
て
、

季
節
的
な
移
動
を
し
な
い
鳥
）
の
カ
ル
ガ
モ
に
加
え
て
、
近
年
は
か
つ
て
冬ふ

ゆ

鳥ど
り

（
越
冬
す
る
た
め
に
秋
に
日
本
に
渡
来
し
冬
を
過
ご
し
、
春
に
北
方
へ
渡
っ
て

い
く
渡
り
鳥
）
で
あ
っ
た
マ
ガ
モ
が
繁
殖
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
の
冬
に
潤
井
川
で
初
め
て
確
認
さ
れ
た
オ
オ
バ

ン
（
写
真
４−

10
）
は
、
そ
の
後
数
を
増
や
し
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
に

は
一
五
〇
羽
を
超
え
た
。

　
平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
頃
か
ら
潤
井
川
流
域
で
姿
を
見
か
け
る
よ
う
に

な
っ
た
イ
ソ
ヒ
ヨ
ド
リ
は
、
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
に
万
野
原
新
田
、
令

和
三
年
（
二
〇
二
一
）
に
は
富
士
山
に
最
も
近
い
粟
倉
地
区
で
観
察
さ
れ
た
。

市
街
地
の
建
造
物
で
の
繁
殖
例
も
増
え
、市
域
で
の
生
息
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

富
士
山
二
合
目
周
辺

　
富
士
山
の
中
腹
、
標
高
一
〇
〇
〇
ｍ
～
一
六
〇
〇
ｍ
の
森
林
は
、
ブ
ナ
・
カ

エ
デ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
と
カ
ラ
マ
ツ
・
ウ
ラ
ジ
ロ
モ
ミ
な
ど
の
針
葉
樹
が
混

在
す
る
豊
か
な
森
で
、
多
く
の
野
鳥
の
生
息
地
と
な
っ
て
い
る
。（
写
真
４−

11
）

こ
こ
で
は
年
間
を
通
じ
て
コ
ゲ
ラ
・
ア
カ
ゲ
ラ
・
ア
オ
ゲ
ラ
・
コ
ガ
ラ
・
ヤ
マ

ガ
ラ
・
ヒ
ガ
ラ
・
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
・
ゴ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
・
ミ
ソ
サ
ザ
イ
・
ホ
オ
ジ

ロ
な
ど
が
生
息
し
て
い
る
。
初
夏
を
迎
え
る
と
ツ
ツ
ド
リ
・
カ
ッ
コ
ウ
・
ホ
ト

ト
ギ
ス
・
セ
ン
ダ
イ
ム
シ
ク
イ
・
ア
カ
ハ
ラ
・
ク
ロ
ツ
グ
ミ
・
コ
ル
リ
・
コ
サ

メ
ビ
タ
キ
・
キ
ビ
タ
キ
・
オ
オ
ル
リ
な
ど
の
夏な

つ

鳥ど
り

（
繁
殖
す
る
た
め
に
春
に
日

本
に
渡
来
し
夏
を
過
ご
し
、
秋
に
南
方
へ
渡
っ
て
い
く
渡
り
鳥
）
が
南
の
国
か

ら
渡
っ
て
く
る
。
冬
に
は
シ
ロ
ハ
ラ
・
ツ
グ
ミ
・
ア
ト
リ
・
マ
ヒ
ワ
・
シ
メ
・

カ
シ
ラ
ダ
カ
・
ミ
ヤ
マ
ホ
オ
ジ
ロ
な
ど
の
冬
鳥
が
北
国
か
ら
渡
っ
て
く
る
。

　
富
士
宮
市
域
の
富
士
山
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
珍
し
い
夏
鳥
だ
っ
た

キ
ビ
タ
キ
が
平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
以
降
徐
々
に
生
息
数
を
増
や
し
て
い

る
。
そ
れ
に
続
く
よ
う
に
平
成
二
七
年
（
二
〇
一
五
）
以
降
オ
オ
ル
リ
の
生
息
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写真４−８　富士山本宮浅間大社
境内に大木の茂る鎮守の森や富士山の湧水・湧玉池があり、
四季を通じて多くの野鳥が生息している。

写真４−10　潤井川に群れるオオバン
2010 年代まではカモの仲間がここの主役だったが、2020
年代に入るとオオバンにその座を奪われようとしている。

写真４−11　富士山二合目の自然林
ブナ・ミズナラ・カエデ・ヒメシャラなどの大木が残る富
士山中腹の自然林は、野鳥だけでなく多くの動植物の命を
育む。

写真４−７　富士宮市の鳥　ヒバリ
かつて郊外の農耕地に麦畑が広がるころはあちこちでその
声が聞かれたが、現在では朝霧高原が主な生息地となって
いる。

写真４−９　星山放水路水門からの潤井川
潤井川の水面が広がる星山放水路水門の上流は、冬になる
と多くのカモたちの越冬地となる。
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数
も
増
え
て
い
る
。
標
高
一
二
〇
〇
ｍ
の
西に

し

臼う
す

塚づ
か

周
辺
は
夏
鳥
と
し
て
局
地
的

に
渡
来
す
る
マ
ミ
ジ
ロ
（
写
真
４−

12
）・ア
カ
ハ
ラ
の
生
息
地
と
な
っ
て
い
る
。

富
士
山
五
合
目

　

富
士
山
の
森
林
限
界
（
写
真
４−

13
）、
標
高
二
四
〇
〇
ｍ
に
位
置
す
る
五

合
目
周
辺
は
ホ
シ
ガ
ラ
ス
（
写
真
４−

14
）・
メ
ボ
ソ
ム
シ
ク
イ
・
イ
ワ
ヒ
バ
リ
・

カ
ヤ
ク
グ
リ
な
ど
高
山
に
住
む
野
鳥
の
生
息
地
で
あ
る
。
ダ
ケ
カ
ン
バ
・
ミ
ヤ

マ
ハ
ン
ノ
キ
・
ナ
ナ
カ
マ
ド
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
に
カ
ラ
マ
ツ
・
シ
ラ
ビ
ソ
な

ど
の
針
葉
樹
が
混
ざ
る
樹
林
帯
は
麓
よ
り
約
一
か
月
遅
れ
て
新
緑
が
芽
吹
く
。

六
月
末
頃
に
な
る
と
こ
の
森
で
は
多
く
の
野
鳥
た
ち
が
繁
殖
期
を
迎
え
る
。
キ

ク
イ
タ
ダ
キ
・
コ
ガ
ラ
・
ヒ
ガ
ラ
・
ミ
ソ
サ
ザ
イ
・
ル
リ
ビ
タ
キ
・
ビ
ン
ズ
イ
・

ウ
ソ
な
ど
の
さ
え
ず
り
が
林
内
に
響
き
、
岩
場
で
繁
殖
す
る
ア
マ
ツ
バ
メ
が
上

空
を
飛
び
交
う
。
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
以
前
に
は
観
察
例
の
少
な
か
っ
た

ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
・
ウ
グ
イ
ス
が
、
最
近
の
五
合
目
で
は
夏
季
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

朝
霧
高
原

　

富
士
山
の
西
麓
に
広
が
る
朝
霧
高
原
（
写
真
４−

15
）
は
、
市
域
の
北
部
、

標
高
七
〇
〇
ｍ
～
九
七
〇
ｍ
に
あ
る
。
現
在
で
は
森
林
や
牧
草
地
と
な
っ
た
場

所
も
多
い
が
、
こ
の
地
域
を
特
徴
づ
け
る
環
境
と
し
て
高
原
性
の
草
原
地
帯
が

あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
根
原
地
区
の
ス
ス
キ
を
主
な
植
生
と
し
、
灌か

ん

木ぼ
く

が
点
在
す

る
草
原
地
帯
に
は
留
鳥
の
キ
ジ
・
ノ
ス
リ
・
モ
ズ
・
ヒ
バ
リ
（
写
真
４−

７
）・

ウ
グ
イ
ス
・
イ
カ
ル
・
ホ
オ
ジ
ロ
な
ど
が
生
息
し
、
初
夏
に
は
カ
ッ
コ
ウ
・
ホ

ト
ト
ギ
ス
・
オ
オ
ヨ
シ
キ
リ
・
コ
ヨ
シ
キ
リ
・
ア
カ
ハ
ラ
・
コ
ム
ク
ド
リ
・
ホ

オ
ア
カ
な
ど
の
夏
鳥
が
渡
来
す
る
。
中
で
も
県
内
で
は
富
士
山
麓
に
し
か
渡
来

し
な
い
オ
オ
ジ
シ
ギ
・
ア
カ
モ
ズ
・
ノ
ビ
タ
キ
（
写
真
４−

16
）
の
三
種
は
こ

の
地
域
を
代
表
す
る
野
鳥
と
言
え
る
。
し
か
し
令
和
三
年（
二
〇
二
一
）現
在
、

こ
の
三
種
の
う
ち
ノ
ビ
タ
キ
だ
け
は
渡
来
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
オ
ジ
シ

ギ
・
ア
カ
モ
ズ
は
記
録
が
途
絶
え
た
。

　
冬
に
は
タ
ゲ
リ
・
ツ
グ
ミ
・
シ
ロ
ハ
ラ
・
ジ
ョ
ウ
ビ
タ
キ
・
カ
ヤ
ク
グ
リ
・

タ
ヒ
バ
リ
・
ベ
ニ
マ
シ
コ
・
カ
シ
ラ
ダ
カ
な
ど
の
冬
鳥
が
訪
れ
、
年
に
よ
っ
て

は
ハ
イ
イ
ロ
チ
ュ
ウ
ヒ
・
コ
ミ
ミ
ズ
ク
・
コ
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
も
飛
来
す
る
。

上
井
出
地
区
に
あ
る
富
士
桜
自
然
墓
地
公
園
で
は
、
園
内
の
池
の
中
の
島
に

あ
っ
た
ア
オ
サ
ギ
の
コ
ロ
ニ
ー
に
割
り
込
む
よ
う
に
平
成
一
四
年（
二
〇
〇
二
）

春
か
ら
カ
ワ
ウ
が
繁
殖
を
始
め
た
。
そ
の
後
カ
ワ
ウ
は
数
を
増
や
し
続
け
、
平

成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
に
は
完
全
に
カ
ワ
ウ
の
コ
ロ
ニ
ー
と
な
る
。
そ
の

後
さ
ら
に
数
は
増
え
、
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
五
月
に
は
九
一
個
の
巣
と

四
二
〇
羽
の
カ
ワ
ウ
が
確
認
さ
れ
た
。

写真４−12　マミジロ
富士山二合目の自然林では、五月に入るとマミジロ・ク
ロツグミ・アカハラ・コルリ・コサメビタキ・キビタキ
などの夏鳥の声が響き渡る。
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写真４−14　五合目で繁殖するホシガラス
森林限界で繁殖するホシガラスのほかに、こ
このカラマツ林はイワヒバリやカヤクグリな
どの繁殖地でもある。

写真４−13　富士山五合目の森林限界
丈の低いカラマツが地面を這うように茂り、
その下方にはダケカンバ・ミヤマハンノキ・
ナナカマドなどの広葉樹林帯がある。

写真４−15　朝霧高原
ススキの草原と畑地が混在する根原地区の
草原は、市内でも貴重な草原性の野鳥の生
息地である。

写真４−16　朝霧高原のノビタキ
視界を遮るものの無い広い草原を好むノビ
タキは、人間の開発による草原の減少で生
息地が狭められている。
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田
貫
湖
周
辺

 
朝
霧
高
原
の
西
側
、
長
者
ヶ
岳
の
麓
に
市
内
で
唯
一
の
湖
、
田
貫
湖
が
あ
る
。

（
写
真
４−

17
）
周
囲
四
㎞
ほ
ど
の
人
造
湖
で
、
年
間
を
通
じ
て
カ
ル
ガ
モ
・

カ
イ
ツ
ブ
リ
・
カ
ワ
ウ
な
ど
留
鳥
の
水
鳥
が
生
息
し
て
い
る
。
冬
に
な
る
と
ヒ

ド
リ
ガ
モ
・
マ
ガ
モ
・
ハ
シ
ビ
ロ
ガ
モ
・
オ
ナ
ガ
ガ
モ
・
コ
ガ
モ
・
ホ
シ
ハ
ジ

ロ
・
キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ
・
カ
ワ
ア
イ
サ
（
写
真
４−

18
）
な
ど
が
渡
来
す
る
が

近
年
減
少
傾
向
に
あ
る
。
逆
に
数
を
増
や
し
て
い
る
の
が
オ
オ
バ
ン
で
、
冬
季

の
湖
面
で
最
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　
田
貫
湖
に
近
い
猪い

之の

頭か
し
ら

地
区
に
は
、
一
級
河
川
の
芝
川
の
水
源
が
あ
り
、
こ

の
周
囲
は
渡
来
が
局
地
的
な
夏
鳥
の
ノ
ジ
コ
の
生
息
地
で
あ
る
。
芝
川
流
域
は

過
去
に
は
ヤ
マ
セ
ミ
（
写
真
４−

19
）
の
生
息
地
だ
っ
た
が
、
ほ
か
の
地
域
も

含
め
て
近
年
で
は
市
内
で
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

天
子
山
系

　
田
貫
湖
の
西
側
に
は
、
北
は
山
梨
県
境
の
竜
ヶ
岳
か
ら
雨あ

ま

ヶが

岳た
け

・
毛け

無な
し

山
・

長
者
ヶ
岳
・
天
子
ヶ
岳
・
白
水
山
と
連
な
る
天
子
山
系
が
あ
る
。
自
然
林
と
人

工
林
が
混
在
し
、
富
士
川
水
系
の
芝
川
・
稲
子
川
・
大
倉
川
（
写
真
４−

20
）

な
ど
の
渓
流
が
流
れ
て
い
て
自
然
度
は
高
い
。山
野
に
生
息
す
る
野
鳥
の
種
類・

数
と
も
に
多
く
、
山
が
深
く
人
の
手
の
入
ら
な
い
地
域
も
多
い
こ
と
か
ら
、
野

鳥
の
生
態
系
の
頂
点
に
立
つ
ク
マ
タ
カ
が
生
息
し
て
い
る
。
夏
鳥
と
し
て
日
本

に
渡
来
す
る
タ
カ
類
の
サ
シ
バ
・
ハ
チ
ク
マ
が
、
富
士
山
の
北
側
を
通
過
し
こ

の
山
を
越
え
て
南
に
渡
る
様
子
が
秋
に
観
察
さ
れ
る
。

明
星
山
周
辺

　
富
士
宮
市
街
地
上
空
は
、
天
子
山
系
と
同
様
に
富
士
山
の
南
側
を
通
過
し
て

南
に
渡
っ
て
い
く
野
鳥
の
渡
り
の
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
富
士
宮
市
南
部

に
位
置
す
る
明み

ょ
う

星じ
ょ
う

山
の
山
頂
か
ら
は
、
秋
に
な
る
と
サ
シ
バ
（
写
真
４−

21
）・

ハ
チ
ク
マ
に
加
え
ア
カ
ハ
ラ
ダ
カ
・
ツ
ミ
・
ハ
イ
タ
カ
・
チ
ゴ
ハ
ヤ
ブ
サ
な
ど

の
タ
カ
類
が
上
空
を
通
過
し
て
い
く
様
子
が
、
多
い
年
に
は
一
ヶ
月
間
で
五
千

羽
以
上
も
観
察
さ
れ
て
い
る
（
写
真
４−

22
）。
こ
の
季
節
に
は
タ
カ
類
以
外

に
も
ヨ
タ
カ
・
ハ
リ
オ
ア
マ
ツ
バ
メ
・
ア
マ
ツ
バ
メ
・
サ
ン
シ
ョ
ウ
ク
イ
・
コ

シ
ア
カ
ツ
バ
メ
・
ク
ロ
ツ
グ
ミ
・
エ
ゾ
ビ
タ
キ
・
コ
サ
メ
ビ
タ
キ
な
ど
の
夏
鳥

が
南
に
渡
っ
て
い
く
姿
が
観
察
で
き
る
。

写真４−17　
田貫湖から望む富士山
田貫湖の西側には水と緑の
豊かな天子山系が連なり、
小鳥だけでなく、クマタカ・
オオタカ・ノスリなどの猛

もう

禽
きん

類
るい

も生息する。

写真４−18　
田貫湖に飛来したカワアイサ
かつては湖一面にカモたちの姿が見
られたが、周囲の開発か地球温暖化
の影響か、近年その数が減ってきた。
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写真４−19　ヤマセミ
かつて市内を流れる渓流ならどこでもみられた
ヤマセミは、全国的な傾向としてその数を減ら
し続けている。

写真４−21　明星山上空のサシバの群れ
上昇気流をつかんだサシバの群れは旋回飛翔で高
度を稼ぎ、次々と西の空を目指して渡っていく。

写真４−20　天子山系を流れる大倉川
市内の渓流は多くの水生昆虫や魚類を育み、こ
れらを捕食するセキレイ類・カワガラス・カワ
セミ類などの生息地となる。

写真４−22　明星山山頂でタカの渡りの観察
例年 9 月末から 10 月初めが野鳥たちの秋の渡
りのピークで、明星山ではタカだけでなく林の
中を渡っていく多くの野鳥が観察できる。
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第
四
節
　
ト
カ
ゲ
・
ヘ
ビ
の
仲
間

　
ト
カ
ゲ
・
ヘ
ビ
の
仲
間
を
爬は

虫ち
ゅ
う

類
と
呼
ぶ
。
富
士
宮
市
に
生
息
が
確
認
さ
れ

て
い
る
ト
カ
ゲ
類
は
、
ヒ
ガ
シ
ニ
ホ
ン
ト
カ
ゲ
・
オ
カ
ダ
ト
カ
ゲ
（
写
真
４−

23
）・
ニ
ホ
ン
カ
ナ
ヘ
ビ
・
ニ
ホ
ン
ヤ
モ
リ
で
あ
る
。

　
『
学
研
の
図
鑑　
爬
虫
・
両
生
類
』（
一
九
七
三
）
を
見
る
と
全
国
に
生
息
し

て
い
る
ト
カ
ゲ
類
は
ニ
ホ
ン
ト
カ
ゲ
・
カ
ナ
ヘ
ビ
・
ヤ
モ
リ
と
書
か
れ
て
い

る
が
、
伊
豆
半
島
に
生
息
し
た
も
の
は
オ
カ
ダ
ト
カ
ゲ
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
西
は
富
士
川
を
境
界
と
し
、
東
は
神
奈
川
県
の
酒さ

か
わ匂
川
ま
で
生
息
し

て
い
る
。
北
は
富
士
山
の
南
麗
ま
で
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ニ
ホ
ン
ト
カ
ゲ
は
関
西
を
境
に
東
西
で
遺
伝
的
に
異
な
る
こ
と
が

判
明
し
、
東
の
も
の
は
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
に
ヒ
ガ
シ
ニ
ホ
ン
ト
カ
ゲ

と
し
て
新
種
記
載
さ
れ
た
。
ま
た
遺
伝
的
解
析
に
よ
り
、
ヒ
ガ
シ
ニ
ホ
ン
ト
カ

ゲ
と
オ
カ
ダ
ト
カ
ゲ
の
交
雑
個
体
が
、
富
士
宮
市
・
富
士
市
・
裾
野
市
・
御
殿

場
市
・
駿
東
郡
小
山
町
・
静
岡
市
清
水
区
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
日
本
国
内
で

こ
こ
だ
け
に
見
ら
れ
る
珍
し
い
事
例
で
あ
る
。

　
ヒ
ガ
シ
ニ
ホ
ン
ト
カ
ゲ
・
オ
カ
ダ
ト
カ
ゲ
・
ニ
ホ
ン
カ
ナ
ヘ
ビ
の
三
種
の
生

息
場
所
は
草
地
で
、
昼
間
小
さ
な
昆
虫
類
を
餌
と
し
て
い
る
。
ニ
ホ
ン
ヤ
モ
リ

は
民
家
の
雨
戸
の
中
や
隙
間
に
隠
れ
て
い
て
、
夜
に
な
る
と
窓
や
壁
に
張
り
付

き
、
電
灯
の
光
に
集
ま
る
カ
や
ガ
な
ど
を
捕
ま
え
て
餌
と
し
て
い
る
。
指
先
に

は
細
か
な
鉤か

ぎ

状じ
ょ
う

の
突
起
が
あ
り
、
こ
れ
を
ひ
っ
か
け
る
こ
と
に
よ
り
垂
直
な
ガ

ラ
ス
窓
も
登
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
富
士
宮
市
で
こ
れ
ま
で
に
記
録
さ
れ
て
い
る
ヘ
ビ
類
は
、
ヤ
マ
カ
ガ
シ
（
写

真
４−
24
）・
シ
マ
ヘ
ビ
（
写
真
４−

25
）・
ヒ
バ
カ
リ
・
ジ
ム
グ
リ
（
写
真
４−

26
）

で
あ
る
。『
富
士
宮
市
の
自
然
』（
一
九
八
八
）
で
は
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
・
マ
ム

シ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
採
集
地
・
確
認
地
点
の
記
載
が
な
い
た
め
生
息
種

か
ら
除
外
し
た
。

写真４−24　ヤマカガシ
全長 60〜120cm。水田や河川の周辺で多く見られる。
主にカエルと小魚を食べる。
毒蛇であるが気性はおとなしい。

写真４−23　オカダトカゲ
体長は 20〜25cm、体色は褐色か暗褐色。長い尻尾
をもつ。子供の頃は尻尾の青が目立つ。
産卵は６〜７月、倒木や石の下に 10cm 程の巣を作り、
３〜15 個の楕

だ

円体状の乳白色の卵を産む。メスは抱
卵して孵

ふ

化
か

まで絶食して卵を守る。
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写真４−26　ジムグリ　
全長 70〜100cm。体色は赤みがかった茶褐色で、黒
い斑点がはいる。
主に山地に生息し、地に潜ってネズミやモグラを捕食
することから、ジムグリの呼び名がついた。

写真４−25　シマヘビ
全長 80〜150cm。背面の体色は普通わら色で、4 本
の黒褐色の縦縞

じま

模様が走る。カエル・トカゲ・ネズミ・
小鳥・マムシやヤマカガシの幼蛇など多様な動物を
食べる。
気性は荒くかみつくことが多い。

富士宮市の爬虫類の生息記録

ニホンヤモリ

●朝霧高原野外活動センター
●下柚野　　　　 ●下稲子 大間　　　　●羽鮒 坂本　　　
●大久保 堤　　　●上稲子 神矢野　　　●上稲子 西沢

●半野　　　　●佐折　　　●上井出　　●下稲子
●内房 落合 ●下柚野 大畑

●朝霧高原野外活動センター　　　●朝霧高原牧場

●下稲子

●大久保 堤　　　　　●上稲子 森

●上条 大石寺境内　　●上条 大石寺周辺
●白糸の滝周辺

●外神

●内野 法藏院

●小田貫湿原　　　　 ●朝霧高原野外活動センター
●長貫 楠金　　　　　 ●上稲子 塩野
●上柚野 桜峠　　　　●下稲子　　　　
●青木平団地周辺

●青木平 ●栗倉南　　　●外神スポーツ広場

ニホンカナヘビ

ヒガシニホントカゲ

ヒガシニホントカゲと
オカダトカゲの交雑個体

オカダトカゲ

タカチホヘビ
ヒバカリ
ジムグリ

シマヘビ

ヤマカガシ

表４−１   富士宮市の爬虫類の生息記録
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第
五
節
　
カ
エ
ル
・
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
仲
間

　

富
士
宮
市
に
生
息
す
る
カ
エ
ル
の
仲
間
は
、
ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
・
ニ
ホ

ン
ア
マ
ガ
エ
ル
・
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
・
タ
ゴ
ガ
エ
ル
・
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
・

ツ
チ
ガ
エ
ル
・
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
（
写
真
４−

27
）・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ア
オ
ガ

エ
ル
・
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
と
、
今
回
初
め
て
観
察
さ
れ
た
国
内
移
入
種
の
ヌ
マ

ガ
エ
ル
、
そ
し
て
特
定
外
来
生
物
の
ウ
シ
ガ
エ
ル
の
一
一
種
類
で
あ
る
。

　
『
富
士
宮
市
の
自
然
』（
一
九
八
八
）
で
は
ニ
ホ
ン
ア
カ
ガ
エ
ル
が
目
録
に

入
っ
て
い
た
が
、
富
士
宮
市
に
は
分
布
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
河
端
政
一
（
一
九
七
二
）
は
目
録
に
記
載
し
た
も
の
の
、
広

範
囲
を
長
期
間
調
査
し
、
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
・
ツ
チ
ガ
エ
ル
・
ト
ノ
サ
マ
ガ

エ
ル
を
高
頻
度
で
観
察
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ホ
ン
ア
カ
ガ
エ
ル

は
確
認
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
富
士
宮
市
に
隣
接
す
る
山
梨
県
南
部
町

な
ど
、
水
田
地
帯
で
標
高
の
低
い
地
域
で
も
ニ
ホ
ン
ア
カ
ガ
エ
ル
は
確
認
さ

れ
て
い
な
い
。（
湯
本　
二
〇
〇
〇
）

　

富
士
宮
市
に
生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
る
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
仲
間
は
、
ア

カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
・
ハ
コ
ネ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
（
写
真
４−

28
）・
ヒ
ガ
シ
ヒ
ダ

サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
（
写
真
４−
29
）
の
３
種
類
で
あ
る
。

　
ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ(

写
真
４−
30
）
は
、
田
ん
ぼ
や
緩
や
か
な
流
れ
の
小
川
、
池

で
観
察
で
き
る
。
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
の
産
卵
期
、
木
の
枝
に
産
み
付
け
ら
れ

た
淡
黄
白
色
の
卵
塊
の
下
に
、
落
ち
て
来
る
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を
待
ち
受
け
る

ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
が
何
個
体
も
集
ま
っ
て
い
る
の
を
頻
繁
に
観
察
し
て
い
る
。

　

ハ
コ
ネ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
・
ヒ
ガ
シ
ヒ
ダ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
は
、
毛け

無な
し

山

を
起
点
と
す
る
河
川
の
源
流
部
に
生
息
し
て
い
る
。
ヒ
ガ
シ
ヒ
ダ
サ
ン
シ
ョ

ウ
ウ
オ
は
紫
褐
色
の
背
面
に
黄
色
斑
点
を
も
ち
、
全
長
一
四
～
一
九
㎝
で
メ

ス
は
オ
ス
よ
り
も
大
き
い
。
繁
殖
は
二
月
～
三
月
に
大
き
な
岩
の
下
で
な
さ

れ
、
幼
生
（
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
）
は
流
れ
の
緩
や
か
な
淵ふ

ち

で
生
活
す
る
が
、

大
半
は
越
冬
し
、
翌
年
に
変
態
し
て
陸
上
生
活
に
移
る
。

　

ハ
コ
ネ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
は
、
全
長
一
三
～
一
九
㎝
で
体
は
細
長
く
、
特
に

尾
が
長
い
。
カ
エ
ル
や
ほ
か
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
は
、
幼
生
が
変
態
し
て
陸
上

生
活
に
移
る
と
肺
呼
吸
を
行
う
よ
う
に
な
る
が
、
ハ
コ
ネ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の

仲
間
だ
け
は
肺
を
持
た
ず
皮
膚
呼
吸
の
み
で
生
活
す
る
。
繁
殖
期
は
特
異
で
、

年
二
回
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
石
川
県
宝ほ

う

達だ
つ

山
で
は
五
月
中
旬
～
七
月

中
旬
と
一
〇
月
下
旬
～
一
二
月
下
旬
に
行
わ
れ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

繁
殖
周
期
が
オ
ス
は
一
年
お
き
、
メ
ス
は
三
年
お
き
と
知
ら
れ
て
い
る
。
静
岡

県
の
愛あ

し

鷹た
か

山
の
桃
沢
川
の
源
流
部
で
一
四
カ
月
に
渡
っ
て
月
一
回
幼
生
の
成
長

を
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
全
長
約
二
八
㎜
の
個
体
が
五
月
と
八
月
に
観
察
さ
れ
た
。

富
士
宮
市
の
個
体
群
も
同
じ
よ
う
な
繁
殖
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

写真４−27　モリアオガエル
直径20cmほどの白い泡状の卵塊には200〜400個の卵が
入っている。小田貫湿原では約100の卵塊が観察された。（令
和 4 年 6 月 23 日）

写真４−28　ハコネサンショウウオ
全長は13〜19cm。体は細長く、体の尾の比率はサンショ
ウウオの仲間で一番長い。
幼生は、頭の付け根に外えらと呼ばれる左右対称のえらと、
指先に黒い爪を持つ。変態して陸上生活に移るまで 2 年以
上かかる。
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表４−２　富士宮市の両生類の生息記録

写真４−30　アカハライモリ
全長はオスが 8.5〜10.5cm、メスが
10 〜13cm。背面は褐色から黒で腹面
はオレンジから赤で不規則な黒斑があ
る。産卵は４〜７月で池や水田の水生
植物や草に１卵ずつ産み付ける。

写真４−29　ヒガシヒダサンショウウオ
全長は 14〜19cm メスはオスよりも
体が大きい。体色は紫褐色の背面に
黄色斑点を持つ。産卵は２〜３月で源
流部の水中で集団で行われることが多
い。メスは１対の卵のうを産む。卵は直径５mm で強靭な卵のう外皮で守ら
れる。１対の卵のうには23〜72 個の卵を数えた。幼生は渓流の緩やかな淵
で水生昆虫を食べ、大半は翌年変態して陸上生活に移る。　　　

有
尾
目

無
尾
類

アカハライモリ ●上稲子  北ヶ谷戸　　 ●大岩　　●羽鮒山山頂の池　　●羽鮒
●芝川スポーツ広場　　●鳥並

ハコネサンショウウオ
●猪之頭  枯木沢（標高 750m以上）　　
●猪之頭  湯之奥林道の渓流（標高 750m以上）
●猪之頭  モミジ割沢（標高 750m以上）　　●麓  白水沢（標高 950m以上）
●麓  朝日沢（標高 950m以上）　　●稲子川支流  西沢（標高 600m以上）

ヒダサンショウウオ ●猪之頭  枯木沢（標高 750m以上）　　●麓  白水沢（標高 950m以上）
●猪之頭  モミジ割沢（標高 750m以上）

アズマヒキガエル ●羽鮒山山頂の池　　●大岩　　●青木平　　●内房
●富士根北小学校粟倉分校正門付近

ヤマアカガエル ●小田貫湿原　　　●田貫湖  長者橋下堰堤　　●猪之頭養鱒場
●毛無山登山道　　●上稲子  宮地

タゴガエル ●長貫  楠金　　●上稲子  池ノ谷　　●上柚野  桜峠
●内房  落合　　●上稲子  塩野　　●猪之頭  芝川上流

トノサマガエル ●田貫湖
ツチガエル ●田貫湖

ニホンアマガエル
●猪之頭養鱒場　　　　　　●北山本門寺　 ●半野
●佐折　　●上井出　　　　●長貫  楠金　　●上柚野  西村
●鳥並　　●大久保  堤　　●羽鮒  坂本　　●上稲子  西ヶ谷戸
●西山  蒲沢　　●芝川スポーツ公園

モリアオガエル ●小田貫湿原　　●半野　　●佐折　　●上井出　　●麓  朝日沢
シュレーゲルアオガエル ●小田貫湿原
カジカガエル ●内房  落合　　●上稲子  池ノ谷　　●上稲子  宮地
ヌマガエル ●沼久保
ウシガエル ●沼久保

成　体

卵のう

幼　生
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第
六
節
　 

富
士
宮
市
の
魚

　

富
士
宮
市
は
海
岸
線
こ
そ
持
た
な
い
が
、
駿
河
湾
に
注
ぐ
富
士
川
や
潤
井

川
、さ
ら
に
は
そ
の
支
流
が
、市
内
各
所
を
流
れ
る
。
そ
の
た
め
本
市
域
で
は
、

コ
イ
や
フ
ナ
類
の
よ
う
に
一
生
を
川
や
湖
沼
な
ど
淡
水
域
で
過
ご
す
「
純
淡

水
魚
」
だ
け
で
な
く
、
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
や
ア
ユ
な
ど
、
生
活
史
の
中
で
川
と

海
と
を
行
き
来
す
る
「
通
し
回
遊
魚
」
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
河
川
以
外

に
も
、
田
貫
湖
を
始
め
と
す
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
湖
沼
や
貯
水
池
、
田
畑
を

潤
す
灌か

ん

漑が
い

用
水
な
ど
、
富
士
宮
市
域
の
水
環
境
は
淡
水
魚
に
多
様
な
生
息
環

境
を
提
供
し
て
い
る
。
豊
富
な
湧
水
を
背
景
と
し
た
淡
水
魚
養
殖
も
盛
ん
で
、

特
に
ニ
ジ
マ
ス
の
養
殖
収
穫
量
は
日
本
一
の
規
模
を
誇
る
。

　

本
市
域
の
魚
類
相
、
す
な
わ
ち
「
富
士
宮
市
に
は
ど
ん
な
魚
が
何
種
生
息

し
て
い
る
の
か
？
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
近
年
に
至
る
ま
で
、

定
期
的
に
調
査
・
報
告
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
報
告
や
標
本
・
画
像
な
ど

を
整
理
す
る
と
、
少
な
く
と
も
表
４−

３
に
あ
げ
た
三
九
種
を
確
認
で
き
る
。

こ
の
数
は
、
県
内
で
こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
淡
水
魚
全
体
の
約
二
割

に
相
当
す
る
。
多
い
と
は
言
え
な
い
数
値
だ
が
、
河
口
周
辺
に
多
産
す
る
汽

水
性
魚
類
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
さ
ほ
ど
少
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

　

今
回
ま
と
め
た
表
は
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も
の
だ
。
実
は
本
市
域
の
魚

類
相
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
原
因
は
大
き
く
二
つ
あ

る
。
ま
ず
、
①
こ
れ
ま
で
国
内
外
の
各
地
か
ら
多
く
の
魚
種
、
す
な
わ
ち
外

来
種
が
人
の
手
に
よ
り
持
ち
込
ま
れ
て
き
た
こ
と
。
そ
し
て
、
②
か
つ
て
の

調
査
報
告
で
も
、
多
く
は
証
拠
と
な
る
標
本
や
画
像
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
。

　

①
の
外
来
種
に
は
、
海
外
か
ら
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
「
国
外
外
来
種
」

だ
け
で
な
く
、
日
本
国
内
の
各
地
、
時
に
は
県
内
の
他
市
町
か
ら
持
ち
込
ま

れ
た
「
国
内
外
来
種
」
も
含
ま
れ
る
。
表
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
い
ま

市
域
で
見
ら
れ
る
魚
種
の
多
く
が
外
来
種
で
あ
る
。
導
入
時
期
は
種
に
よ
り
さ

ま
ざ
ま
だ
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
以
降
、
大
半
が
こ
こ
わ
ず
か
数
十
年
の
間

に
起
き
た
変
化
だ
。
結
果
、
増
え
る
魚
も
い
れ
ば
、
い
つ
し
か
減
少
・
消
失
す

る
魚
も
い
た
。
魚
類
相
が
不
安
定
で
、
そ
の
時
々
の
実
態
が
見
え
に
く
い
。

　

外
来
種
と
聞
い
て
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
地
域
の
生
物
多
様
性
へ
の
影
響

が
特
に
大
き
い
侵
略
的
外
来
種
だ
ろ
う
。
代
表
格
の
オ
オ
ク
チ
バ
ス
や
ブ
ル
ー

ギ
ル
な
ど
は
、
捕
食
に
よ
る
影
響
の
深
刻
さ
か
ら
、
国
が
定
め
る
「
特
定
外
来

生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」（
通
称
：
外
来
生

物
法
）
の
「
特
定
外
来
生
物
」
に
指
定
さ
れ
、
飼
養
や
保
管
、
運
搬
な
ど
が
禁

じ
ら
れ
て
い
る
。

　
対
照
的
な
の
は
ニ
ジ
マ
ス
だ
。
オ
オ
ク
チ
バ
ス
な
ど
と
同
じ
国
外
外
来
種
で
あ

り
な
が
ら
、
重
要
な
養
殖
対
象
魚
で
あ
る
こ
と
、
養
殖
魚
が
遊
漁
（
釣
り
）
用

に
放
流
さ
れ
て
も
大
半
が
直
後
に
釣
獲
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
本
州
以
南
の
自

然
河
川
に
定
着
し
た
例
は
ご
く
一
部
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
状
、
県

内
で
は
さ
ほ
ど
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
養
殖
の
歴
史
の
長

さ
も
あ
っ
て
か
、
ニ
ジ
マ
ス
が
外
来
種
と
聞
い
て
驚
く
人
も
い
る
ほ
ど
だ
。

　

国
内
外
来
種
の
場
合
、
本
来
の
放
流
対
象
種
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
に
混
じ

り
持
ち
込
ま
れ
、
ひ
そ
か
に
定
着
し
て
し
ま
う
種
も
少
な
く
な
い
。
も
と
も
と

地
域
に
同
じ
種
が
生
息
し
て
い
た
場
合
な
ど
、
放
流
さ
れ
た
他
地
域
の
も
の
と

の
交
雑
・
遺
伝
子
汚
染
に
よ
り
、
長
い
歴
史
が
培
っ
て
き
た
地
域
集
団
の
特
性

が
失
わ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。
見
た
目
で
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
い
つ
の
間

に
か
浸
透
し
て
い
く
恐
ろ
し
さ
が
国
内
外
来
種
に
は
あ
る
。

　
②
の
問
題
は
、
後
に
第
三
者
が
報
告
内
容
を
検
証
で
き
な
い
こ
と
だ
。
身
近
な

淡
水
魚
で
は
あ
る
が
、
そ
の
分
類
に
は
近
年
も
変
更
や
修
正
が
加
え
ら
れ
続
け

て
い
る
。
従
来
同
種
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
複
数
種
に
分
割
さ
れ
る
例
も
あ
り
、
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表４−３　富士宮市域で 確認されている 淡水魚※1

※１ 市内に各種の外来集団のみが見られる場合は備考欄に「外来種」と記したが、在来と考えられる集団もいる場合には、
　　 国内外来集団の導入例があっても記さない
※ 2 情報源：1）芝川町（1973）、2）板井（1982）、3） 富士宮市（1988）、 4）富士宮市（1995）、5）富士宮市（2005）、
　 　　　　　6）静岡県くらし・環境部環境局自然保護課（2019）、7）標本・画像
※ 3 種同定や分布については本文参照
※ 4 富士宮市（2005）に「富士宮には天然種のメダカの確認ができない」「アブラハヤとタカハヤの稚魚を富士宮ではメダ
　　カと呼んでいる」「平成 10 年に水田にヒメダカを放流」という記述もあり、おそらくは国内外来種

目 備　　　　考 情報源※2種科
ウナギ目

サケ目

キュウリウオ目

コイ目

ナマズ目

ダツ目

スズキ目

ウナギ科

サケ科

アユ科
キュウリウオ科

コイ科

ドジョウ科

ナマズ科

メダカ科

カジカ科

サンフィッシュ科

タイワンドジョウ科

ハゼ科

ニホンウナギ

ニジマス

ヤマメ（サクラマス）

アマゴ（サツキマス）

ギンザケ
イワナ類※3

カワマス
アユ
ワカサギ
アブラハヤ
ウグイ※3

オイカワ
カワムツ

カマツカ

タモロコ
モツゴ

コイ

ギンブナ※3

ゲンゴロウブナ

キンギョ

タイリクバラタナゴ

ヤリタナゴ※3

ドジョウ
ヒガシシマドジョウ
ホトケドジョウ

ナマズ

ミナミメダカ

アユカケ（カマキリ）
カジカ
オオクチバス
ブルーギル

カムルチー

カワヨシノボリ
シマヨシノボリ
ルリヨシノボリ
オオヨシノボリ

その他のヨシノボリ類

ヌマチチブ

ボウズハゼ

「ウナギ」と報告されたものも含む

外来種（国内外来種）

外来種（国内外来種）；養殖場からの逸出
外来種（国内外来種）

外来種（国内外来種）

「マルタ」と報告されたものも含む
外来種（国内外来種）
外来種（国内外来種）

外来種（国内外来種）

外来種（国外外来種）

外来種（国内外来種）

「シマドジョウ」と報告されたものも含む

外来種（国外外来種）
外来種（国外外来種）

1, 5

3, 4, 5, 7

1, 3

2, 3, 5, 6

5
5
3
1, 2, 5, 7
3
1, 2, 3, 4, 5, 7
1, 2, 5
1, 2, 7
6, 7

1, 2, 5, 7

4, 5
2, 5, 7

1, 2, 3, 4, 5, 7

2, 3, 4, 7

3, 4, 5

5

1, 4, 5

5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 5, 6, 7
1, 4, 6, 7

1, 2, 5, 7

1, 5, 7

1, 5
1, 2, 3, 5, 6, 7
4, 7
7

5

1, 2, 6, 7
2, 7
2, 7
2, 7

5, 7

1, 2

2, 7

外来種 （国外外来種）；養殖場や管理釣り場からの
逸出等

放流により、国内外来集団との交雑による遺伝的
攪乱が懸念

外来種（国外外来種）；「猪之頭で確認」とあり

山梨県内の富士川水系からカマツカとスナゴカマツ
カとの交雑個体の報告例あり

少なくとも現在市内に生息するものは、おそらく国外
産種あるいはそれとの交雑集団

「マブナ」「キンブナ」と報告されたものも含む
外来種（国内外来種）；「ヘラブナ」と報告された
ものも含む

外来種（国外外来亜種）；「タナゴ」と報告される例が
多い

外来種（国内外来種、ただし導入時期は江戸時代
以降と推定）

「メダカ」と報告されたものも含む；在来集団か移入
によるものかは未調査※4

外来種（国外外来種）；「タイワンドジョウ」「ライ
ギョ」と報告されたもの

複数の外来種（国内外来種）の生息可能性あり（「ト
ウヨシノボリ」と報告されたもの含む）；標本に基
づく検証（再同定）が必要

「チチブ」と報告されたもの；標本に基づく検証（再
同定）が必要
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そ
の
場
合
、
標
本
や
画
像
で
も
残
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
時
に
は
D
N
A
解

析
用
の
組
織
標
本
が
残
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、正
確
な
種
の
再
同
定
が
難
し
い
。

単
純
に
種
同
定
に
疑
義
が
生
じ
た
際
な
ど
も
、証
拠
が
残
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

報
告
者
を
「
信
じ
る
」
し
か
な
い
。
よ
ほ
ど
明
瞭
な
状
況
証
拠
で
も
あ
れ
ば
別

だ
が
、
多
く
場
合
そ
う
し
た
記
録
は
採
用
困
難
と
な
る
。

　

実
際
、
か
つ
て
報
告
さ
れ
た
魚
種
で
あ
っ
て
も
、
証
拠
不
十
分
の
た
め
先

出
の
表
に
掲
載
し
て
い
な
い
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
『
芝
川
町
誌
』

（
一
九
七
三
）
に
掲
載
さ
れ
た
オ
オ
ウ
ナ
ギ
や
マ
ル
タ
ウ
グ
イ
、
キ
ン
ブ
ナ
、

ド
ン
コ
、
ジ
ュ
ズ
カ
ケ
ハ
ゼ
な
ど
が
、
そ
れ
だ
。

　
オ
オ
ウ
ナ
ギ
は
県
内
各
地
か
ら
記
録
が
あ
る
が
、
大
半
は
河
口
付
近
で
採
集

さ
れ
た
「
し
ら
す
う
な
ぎ
」
状
の
幼
魚
だ
。
南
方
系
の
種
で
あ
り
、
大
き
く
成

長
し
た
も
の
は
、
県
内
で
は
温
泉
水
な
ど
の
影
響
に
よ
り
水
温
が
高
め
な
陸
水

域
で
ま
れ
に
採
捕
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
富
士
宮
市
の
場
合
は
、
海
か
ら
の
距

離
や
豊
富
な
湧
水
に
よ
る
冷
涼
な
水
環
境
の
多
さ
を
思
う
と
、
本
種
が
生
息
す

る
可
能
性
は
低
い
。
大
型
の
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
誤
同
定
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て

き
れ
な
い
。

　

マ
ル
タ
ウ
グ
イ
は
、
近
似
種
ウ
グ
イ
の
誤
同
定
で
あ
ろ
う
。
本
種
（
標
準

和
名
は
マ
ル
タ
）
の
県
内
に
お
け
る
正
確
な
分
布
記
録
は
な
く
、
例
え
ば
板
井

（
一
九
八
二
）
は
、
安
倍
川
や
大
井
川
で
同
様
に
マ
ル
タ
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
魚

を
海
か
ら
溯
上
す
る
回
遊
型
の
ウ
グ
イ
と
再
同
定
し
た
。
富
士
宮
市
域
の
ウ
グ
イ

が
回
遊
型
か
一
生
を
河
川
で
過
ご
す
河
川
型
か
に
つ
い
て
は
、精
査
を
要
す
る
。

　
キ
ン
ブ
ナ
は
、
市
域
に
よ
く
見
ら
れ
る
近
似
種
ギ
ン
ブ
ナ
が
掲
載
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
誤
同
定
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
ド
ン
コ
と
ジ
ュ
ズ
カ
ケ
ハ
ゼ
も
、
前
者
で
わ
ず
か
に
人
為
的
移
入
に
よ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
集
団
が
県
中
部
の
一
部
で
確
認
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
富

士
宮
市
内
で
の
記
録
は
、
い
ず
れ
も
実
際
の
標
本
や
写
真
を
確
認
し
な
い
限
り

正
体
は
判
然
と
し
な
い
が
、
カ
ジ
カ
か
他
の
ハ
ゼ
類
か
の
誤
同
定
だ
ろ
う
か
。

写真４−31　富士宮市域で採集された淡水魚
１ アユ　　２ オイカワ　　３ カマツカ　　４ アブラハヤ　　５ カワムツ　　６ ヒガシシマドジョウ

1

2

3

4

5

6
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『
富
士
宮
市
の
自
然
』（
二
〇
〇
五
）
で
は
、
タ
カ
ハ
ヤ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

市
域
に
多
産
す
る
近
似
種
ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
と
は
別
に
記
し
、
そ
れ
と
の
識
別
点

も
あ
げ
て
い
る
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
標
本
や
画
像
な
ど
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
板
井
（
一
九
八
二
）
や
静
岡
県
く
ら
し
・
環
境
部
環
境
局
自
然
保
護
課

（
二
〇
一
九
）
な
ど
の
全
県
調
査
で
は
富
士
宮
市
域
か
ら
タ
カ
ハ
ヤ
の
採
集
記

録
が
な
く
、本
種
も
や
は
り
、実
際
の
標
本
に
基
づ
く
検
証
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
同
書
で
市
内
各
所
か
ら
記
録
さ
れ
て
い
る
イ
ワ
ナ
は
、
亜
種
の
別
（
ニ
ッ
コ

ウ
イ
ワ
ナ
か
ヤ
マ
ト
イ
ワ
ナ
か
）
が
定
か
で
な
い
た
め
、
表
で
は
イ
ワ
ナ
類
と

し
た
。
本
種
に
つ
い
て
板
井
（
一
九
八
二
）
は
「
富
士
川
水
系
で
は
山
梨
県
側

に
は
生
息
す
る
が
、
静
岡
県
側
の
本
支
流
に
は
ま
っ
た
く
い
な
い
」
と
記
し
て

お
り
、
お
そ
ら
く
後
年
に
導
入
さ
れ
た
国
内
外
来
種
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
同

氏
は
二
〇
〇
〇
年
に
は
す
で
に
市
内
の
芝
川
水
系
に
て
本
種
を
目
視
確
認
し
て

い
る
（
板
井
隆
彦
氏
私
信
）。

　
同
様
に
、
か
つ
て
田
貫
湖
に
生
息
し
て
い
た
と
い
う
ヤ
リ
タ
ナ
ゴ
、
同
湖
や

水
久
保
貯
水
池
な
ど
で
記
録
さ
れ
た
タ
モ
ロ
コ
も
、
市
域
で
は
国
内
外
来
種
と

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
田
貫
湖
で
は
ハ
ク
レ
ン
の
放
流
例
も
あ
る
と
い
う
が
、

そ
の
後
の
記
録
が
見
当
た
ら
ず
表
で
は
割
愛
し
た
。

　
魚
は
水
中
の
生
物
で
あ
り
、
そ
の
変
化
は
陸
上
生
物
に
比
べ
て
気
づ
か
れ
に

く
い
。
先
日
あ
る
機
会
に
市
内
の
富
士
川
水
系
を
訪
れ
た
際
に
は
、
従
来
の
報

告
で
記
録
の
少
な
い
カ
ワ
ム
ツ
（
国
内
外
来
種
）
な
ど
が
普
通
に
見
ら
れ
た
。

違
和
感
を
覚
え
つ
つ
、
や
は
り
、
と
い
う
思
い
も
浮
か
ぶ
。
も
と
よ
り
自
然
は

変
化
し
て
い
く
も
の
だ
。
と
は
い
え
、
本
来
な
ら
ば
長
い
年
月
を
か
け
て
培
わ

れ
て
き
た
は
ず
の
地
域
の
魚
類
相
が
、
人
間
活
動
の
影
響
に
よ
り
、
い
ま
急
激

に
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
市
域
の
魚
類
相
の
「
ら
し
さ
」
と
は
何
か
。
何
を

守
り
、
次
代
に
継
承
し
て
い
き
た
い
か
。
ま
ず
は
実
態
を
正
確
に
把
握
す
る
た

め
に
も
、
今
後
も
網
羅
的
な
調
査
の
継
続
が
必
須
と
な
ろ
う
。
調
査
結
果
を
保

証
す
る
標
本
や
画
像
の
保
存
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
も
肝
要
だ
。

7

8

9

10

11

12

13

写真４−31（続き）　富士宮市域で採集された淡水魚
７ ナマズ　　８ カジカ　　９ ボウズハゼ　　10 カワヨシノボリ　　11 シマヨシノボリ
12 オオヨシノボリ　　13 ルリヨシノボリ



第
四
章  

富
士
宮
の
動
物

130

第
七
節
　
富
士
宮
市
の
昆
虫

　

昆
虫
は
節せ

っ

足そ
く

動
物
門も

ん

の
綱こ

う

の
一
つ
で
、
世
界
で
百
万
種
以
上
、
日
本
で
も

四
万
種
以
上
が
知
ら
れ
る
膨
大
な
種
数
を
誇
る
動
物
群
で
あ
る
。
小
型
で
目

に
つ
き
に
く
い
も
の
が
多
い
上
に
、
小
さ
な
も
の
ほ
ど
研
究
者
も
少
な
い
こ

と
か
ら
、
い
ま
だ
に
発
見
・
命
名
さ
れ
て
い
な
い
種
も
多
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
未
知
の
種
を
含
め
る
と
日
本
に
は
一
〇
万
種
以
上
の
昆
虫
が
生
息
し

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
静
岡
県
内
の
昆
虫
に
つ
い
て
は
「
静
岡
県

野
生
生
物
目
録
」
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、
蜻と

ん
ぼ蛉
（
ト
ン
ボ
）
目も

く

一
○

○
種
、
直ち

ょ
く

翅し

（
バ
ッ
タ
）
目
一
四
九
種
、
半は

ん

翅し

（
カ
メ
ム
シ
）
目
八
六
五
種
、

鞘し
ょ
う

翅し

（
甲
虫
）
目
五
○
二
七
種
、
チ
ョ
ウ
目
二
一
三
八
種
、
ア
リ
科
一
○
五

種
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
種
数
が
多
い
上
に
調
査
が
不
足
し
て
い
る
膜ま

く

翅し

（
ハ
チ
）
目
や
双そ

う

翅し

（
ハ
エ
）
目
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
リ
ス
ト
化
が
な

さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
ん
な
種
が
県
内
に
生
息
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
。

　

富
士
宮
市
に
生
息
し
て
い
る
昆
虫
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
リ
ス
ト
は
な

い
も
の
の
、
富
士
山
は
古
く
か
ら
昆
虫
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
場
所
で
あ

る
。
ま
た
、
チ
ョ
ウ
に
つ
い
て
は
全
県
的
に
詳
細
に
調
べ
ら
れ
て
い
て
、
富

士
宮
市
域
に
つ
い
て
も
多
く
の
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、『
富
士
宮
市
の
自
然
』

（
二
○
一
三
）
で
は
一
〇
九
種
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、

本
市
に
お
け
る
特
徴
的
な
昆
虫
に
つ
い
て
述
べ
る
。

富
士
山
の
昆
虫

　

富
士
山
は
そ
の
標
高
に
よ
っ
て
植
生
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
が
大
き
く
変

わ
り
、
そ
こ
に
生
息
す
る
昆
虫
の
様
相
も
大
き
く
変
化
す
る
。
そ
の
一
連
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
を
連
続
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
富
士
山
の

特
性
で
あ
り
魅
力
で
も
あ
る
。

富
士
山
頂
の
昆
虫

　

山
の
頂
上
部
に
は
風
に
よ
っ
て
多
く
の
昆
虫
が
低
地
か
ら
吹
き
上
げ
ら
れ
て

く
る
。
富
士
山
頂
で
も
国
立
公
園
協
会
編
（
一
九
七
二
）
や
篠
田
（
二
○
一
四
）

に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
ア
ゲ
ハ
・
オ
ニ
ヤ
ン
マ
・
カ
メ
ノ
コ
テ
ン
ト
ウ

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
昆
虫
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
高
山
性
の
も

の
で
は
な
く
、
植
生
の
な
い
富
士
山
頂
で
は
生
息
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
力

で
再
び
低
標
高
の
生
息
地
に
飛
ん
で
戻
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
死
滅
し
て
し

ま
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
富
士
山
頂
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
昆
虫
た
ち
は
、

昆
虫
が
し
ば
し
ば
風
に
よ
っ
て
長
距
離
を
運
ば
れ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
、
そ

の
な
か
に
は
新
し
い
好
適
な
生
息
地
に
偶
然
た
ど
り
着
け
る
も
の
た
ち
も
い
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
。

写真４−32　コバネヒナバッタ
翅が退化しており、飛翔力はない。富
士山の個体群は周囲の溶岩に似た黒い
体色が特徴。
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高
山
帯

　

富
士
山
は
高
山
性
生
物
が
少
な
い
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
特
筆

す
べ
き
高
山
性
の
昆
虫
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、コ
バ
ネ
ヒ
ナ
バ
ッ
タ（
写

真
４−

32
）
と
い
う
サ
ハ
リ
ン
南
部
、北
海
道
東
部
か
ら
本
州
の
高
山
帯
に
点
々

と
分
布
す
る
バ
ッ
タ
の
仲
間
で
あ
る
。
こ
の
種
の
富
士
山
で
の
発
見
は
平
成

一
八
年
（
二
○
○
六
）
の
こ
と
で
、
石
川
均ひ

と
し

氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
本

州
の
高
山
帯
に
見
ら
れ
る
も
の
は
山
塊
ご
と
に
別
の
亜
種
に
分
類
さ
れ
て
お

り
、
富
士
山
の
も
の
は
未
命
名
で
あ
る
が
独
立
の
亜
種
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
バ
ッ
タ
は
高
山
帯
の
荒
原
植
生
に
生
息
し
て
い
る
が
、
文
字
通
り
「
小こ

翅ば
ね

」
の
た
め
飛
翔
能
力
は
な
く
、
富
士
山
が
活
発
に
活
動
す
る
前
の
時
代
に

す
で
に
富
士
山
に
す
ん
で
い
た
も
の
が
、
噴
火
の
影
響
の
中
で
も
な
ん
と
か

生
き
延
び
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
高
山
性
生
物

が
滅
ん
で
い
っ
た
な
か
、
奇
跡
的
に
残
存
し
て
い
る
種
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
フ
ジ
シ
ロ
ミ
ャ
ク
ヨ
ト
ウ
（
写
真
４−
33
）
は
、
ヤ
ガ
科
に
属
す
る

蛾が

で
、
日
本
で
は
富
士
山
の
五
合
目
付
近
の
み
で
生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
る

種
で
あ
る
。
幼
虫
は
森
林
限
界
を
超
え
た
砂さ

礫れ
き

地
に
生
え
て
い
る
マ
メ
科
の

ム
ラ
サ
キ
モ
メ
ン
ヅ
ル
を
食
草
と
し
て
い
る
。
ム
ラ
サ
キ
モ
メ
ン
ヅ
ル
自
体

は
北
海
道
南
部
か
ら
本
州
に
点
々
と
生
育
地
が
あ
る
が
、
本
種
は
日
本
で
は

富
士
山
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
外
に
目
を
向
け
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
シ
ベ
リ
ア
南
部
に
か
け
て
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
北
部
に
広
く
分
布
す

る
。
こ
う
し
た
分
布
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
蛾が

は
氷
河
期
の
生
き
残
り
の
高

山
性
生
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

亜
高
山
帯
か
ら
落
葉
広
葉
樹
林

　

冷
涼
な
気
候
の
亜
高
山
帯
で
は
、
カ
ラ
マ
ツ
・
シ
ラ
ビ
ソ
・
コ
メ
ツ
ガ
な

ど
の
針
葉
樹
林
が
優
占
し
、
そ
う
し
た
針
葉
樹
林
を
利
用
す
る
オ
オ
ク
ロ
カ

ミ
キ
リ
・
ト
ド
マ
ツ
カ
ミ
キ
リ
・
ア
ラ
メ
ハ
ナ
カ
ミ
キ
リ
と
い
っ
た
特
徴
的

写真４−33　フジシロミャクヨトウ
翅の開長は36〜42mm。年に一回、7 月頃に成虫が出現す
る。日本では富士山でしか見ることができない。

写真４−34　朝霧高原の草原（昭和 46 年〈1971〉）
この草原にはホシチャバネセセリ・アサマシジミが生息し
ていた。この 2 種のチョウは富士宮市のみならず、静岡県
内から姿を消した可能性が高い。
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な
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
が
生
息
し
て
い
る
。
落
葉
広
葉
樹
林
に
は
た
い
へ
ん
数
多

く
の
昆
虫
た
ち
が
生
息
し
て
お
り
、
西に

し

臼う
す

塚づ
か

一
帯
な
ど
は
昆
虫
の
観
察
に
た

い
へ
ん
好
適
な
場
所
で
あ
る
。
和
名
に
「
富
士
」
を
冠
す
る
唯
一
の
チ
ョ
ウ

で
あ
る
フ
ジ
ミ
ド
リ
シ
ジ
ミ
は
、
北
海
道
南
部
か
ら
九
州
に
か
け
て
生
息
す

る
日
本
固
有
種
で
あ
る
。
こ
の
種
は
日
本
の
近
代
昆
虫
学
を
築
い
た
松
村
松し

ょ
う

年ね
ん

が
、
表
富
士
に
お
い
て
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
に
採
集
し
、
自
ら
明
治

四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
命
名
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
富
士
山
で

は
む
し
ろ
珍
し
い
種
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
運
だ
。

草
原
性
の
昆
虫

　

富
士
山
の
裾
野
に
は
広
大
な
草
原
が
広
が
っ
て
お
り
、
富
士
宮
市
域
で
も

朝
霧
高
原
な
ど
に
こ
う
し
た
景
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
写
真
４−

34
）。

こ
う
し
た
草
原
は
元
々
、
富
士
山
の
火
山
活
動
に
よ
る
影
響
で
成
立
し
、
そ

の
後
、
人
々
の
生
活
の
中
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
き
た
生
態
系

で
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
に
特
徴
的
な
チ
ョ
ウ
と
し
て
ホ
シ
チ
ャ
バ
ネ
セ
セ

リ
（
写
真
４−

35
）・
ヘ
リ
グ
ロ
チ
ャ
バ
ネ
セ
セ
リ
・
ギ
ン
イ
チ
モ
ン
ジ
セ
セ
リ
・

ヒ
メ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
（
写
真
４−

36
）・
ゴ
マ
シ
ジ
ミ
・
ヒ
メ
シ
ジ
ミ
・
ア
サ
マ

シ
ジ
ミ
（
写
真
４−

37
）・ヒ
ョ
ウ
モ
ン
チ
ョ
ウ
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
チ
ョ
ウ
の
多
く
が
絶
滅
・

激
減
し
て
し
ま
っ
た
。
周
辺
の
疎
林
に
生
息
す
る
ヤ
マ
キ
チ
ョ
ウ
・
ハ
ヤ
シ

ミ
ド
リ
シ
ジ
ミ
・
キ
マ
ダ
ラ
モ
ド
キ
な
ど
も
同
様
の
経
過
を
た
ど
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。

謎
の
多
い
ア
リ
・
ア
ギ
ト
ア
リ

　

平
成
二
六
年
（
二
○
一
四
）
に
突
然
、
目
立
つ
大お

お

顎あ
ご

を
も
つ
日
本
最
大
級

の
蟻あ

り

・
ア
ギ
ト
ア
リ
（
写
真
４−

38
）
が
白し

ら

尾お

山
公
園
で
発
見
さ
れ
た
。
こ
の

ア
リ
は
南
西
諸
島
に
分
布
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、東
京・

写真４−35　ホシチャバネセセリ
環境省レッドデータブック絶滅危惧 IB類、静岡県レッド
データブック絶滅危惧 IA類。1980 年代までは朝霧高原に
多かったが、90年代に激減し、2003年を最後に姿は見ら
れない。

写真４−36　ヒメシロチョウ
環境省レッドデータブック絶滅危惧IB類、静岡県レッド
データブック絶滅危惧Ⅱ類。幼虫の食草はマメ科ツルフジ
バカマ。朝霧高原の一部に細々と生息している。
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神
奈
川
・
三
重
・
大
阪
・
岡
山
で
続
々
と
見
つ
か
り
だ
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

富
士
宮
市
で
の
生
息
確
認
の
報
告
の
後
、
こ
れ
ま
で
記
録
の
な
か
っ
た
高
知
・

大
分
・
栃
木
で
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
静
岡
県
内
で
は
ま
だ
富
士
宮

市
か
ら
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
、
突
然
こ
の
ア
リ
が
各
地
で
、
そ

し
て
富
士
宮
市
で
見
つ
か
り
だ
し
た
か
に
つ
い
て
は
謎
で
あ
る
。
在
来
種
で

ひ
っ
そ
り
と
く
ら
し
て
い
た
も
の
が
、
急
に
見
つ
か
り
だ
し
た
と
い
う
可
能

性
は
、
こ
の
よ
う
な
目
立
つ
大
型
の
ア
リ
で
は
あ
ま
り
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

実
は
日
本
で
は
ア
リ
の
調
査
研
究
が
進
ん
で
い
て
、
全
国
各
地
に
ど
ん
な

ア
リ
が
生
息
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
ず
い
ぶ
ん
判
明
し
て
い
る
。
そ
う

す
る
と
近
年
の
温
暖
化
の
影
響
を
受
け
て
自
力
で
分
布
を
拡
げ
た
か
、
も
し

く
は
人
為
的
に
（
お
そ
ら
く
は
非
意
図
的
に
）
持
ち
込
ま
れ
た
外
来
種
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
森
林
総
合
研
究
所
の
砂す

な

村む
ら

栄え
い

力り
き

氏
は
興
味

深
い
説
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
新
た
に
ア
ギ
ト
ア
リ
が
見
つ
か
っ
た

場
所
は
駐
車
場
に
近
い
と
こ
ろ
が
多
く
、
人
間
が
車
で
（
知
ら
ず
に
）
運
ん

で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
各
地
で
検
証
が

進
め
ば
由
来
が
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
富
士
宮
市
の
ア
ギ
ト
ア
リ

の
分
布
は
拡
大
す
る
の
か
？
生
態
系
へ
の
負
の
影
響
は
な
い
の
か
？
今
後
、

注
目
し
て
い
き
た
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

昆
虫
の
世
界
は
広
く
て
深
い
。
種
数
が
非
常
に
多
い
こ
と
も
あ
り
、
未
知

の
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
市
域
に
ど
れ
だ
け
の
昆
虫
が
生
息
し
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
し
、
新
た
な
侵
入
種
や
絶
滅
し
て

い
く
も
の
た
ち
も
い
る
。
そ
う
し
た
基
礎
的
な
調
査
を
行
い
、
変
遷
を
見
守
っ

て
い
く
こ
と
は
自
然
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
情
報
・
知
識
を
知
る
こ
と
で
、
生
態
系
の
一
員
と
し
て
の
昆
虫
に

興
味
を
惹
か
れ
、
身
の
回
り
の
自
然
に
関
心
を
寄
せ
、
自
然
の
豊
か
さ
と
大

切
さ
を
感
じ
る
方
が
少
し
で
も
増
え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

写真４−37　アサマシジミ
環境省レッドデータブック絶滅危惧 IB類、静岡県レッド
データブック絶滅危惧 IA類。静岡県内では富士宮市から
のみ知られていたが、近年は確認記録がない。

写真４−38　アギトアリ
体長は10mmを超える。目立つ大顎を180度開いて歩き
回り、大顎の根元付近の感覚毛に獲物が触れると素早くつ
かまえる。大きな獲物に対しては腹端の毒針も使用する。


