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特
集 
　
生
き
物
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
。�

か
つ
て
は
当
た
り
前
の
よ
う
に�

ヒ
ト
の
暮
ら
し
の
近
く
に
い
た
、
鳥
や
魚
や
虫
た
ち
。�

し
か
し
、
最
近
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
か
ら
、
生
き
物
た
ち
の
姿
が�

徐
々
に
消
え
つ
つ
あ
る
と
感
じ
ま
せ
ん
か
？�

政
府
は
、
昨
年
「
第
三
次
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
」
を
決
定
し
、�

豊
か
な
生
態
系
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。�

今
回
の
特
集
で
は
、
人
と
生
き
物
の
豊
か
な
関
係
を�

取
り
戻
そ
う
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。�

写
真
／
キ
ッ
チ
ン
ミ
ノ
ル�

右
／
兵
庫
県
・
豊
岡
市
の
里
地
里
山
の
風
景
。
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
生
き
物
た
ち
を
呼
び
戻
す
た
め
、�

　
　
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。�

下
／
豊
岡
に
戻
っ
て
き
た
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
や
カ
エ
ル
、
ト
ン
ボ
な
ど
の
生
き
物
た
ち
（
写
真
提
供
／
豊
岡
市
）。�



　
ひ
と
昔
前
、
田
ん
ぼ
を
の
ぞ
け
ば
メ
ダ

カ
や
ド
ジ
ョ
ウ
が
ウ
ヨ
ウ
ヨ
泳
ぎ
、
あ
ぜ

道
で
は
バ
ッ
タ
が
跳
ね
て
い
た
。
と
り
わ

け
兵
庫
県
豊
岡
市
は
「
川
の
水
よ
り
魚
が

多
い
」
と
喩
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
豊
か
だ
っ

た
土
地
。
そ
こ
で
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
、
つ

ね
に
人
間
の
そ
ば
で
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
。
 
�

豊
岡
市
長
の
中
貝
宗
治
さ
ん
は
語
る
。
�

「
昭
和
30
年
代
、
河
川
は
ま
っ
す
ぐ
に
改

修
さ
れ
、
土
手
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め

ら
れ
、
湿
地
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
農
薬
の
大
量
散
布
に
よ
っ
て
、
田
ん

ぼ
や
水
路
の
生
き
物
は
い
な
く
な
り
ま
し

た
。
完
全
肉
食
で
あ
り
、
し
か
も
１
日

5
0
0
グ
ラ
ム
も
の
魚
や
虫
を
食
べ
る
コ

ウ
ノ
ト
リ
は
、
そ
う
し
た
環
境
変
化
に
耐

え
ら
れ
ず
、
激
減
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
」
�

　
昭
和
40
年
、
豊
岡
市
で
野
生
の
コ
ウ
ノ

ト
リ
を
捕
獲
し
て
、
人
工
飼
育
が
始
ま
っ

た
。
し
か
し
試
練
は
そ
れ
か
ら
だ
っ
た
。

24
年
間
、
１
羽
の
ヒ
ナ
も
孵
化
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
の
だ
。
飼
育
担
当
者
た
ち
の

粘
り
強
い
努
力
に
よ
り
、
最
初
の
１
羽
が

孵
化
し
た
の
は
、
平
成
元
年
。
さ
ら
に
平

成
17
年
に
は
自
然
放
鳥
が
始
ま
り
、
現
在

は
19
羽
の
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
人
工
飼
育
を
離

れ
、
豊
岡
市
の
空
を
自
由
に
舞
っ
て
い
る
。
�

　
大
食
漢
の
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
野
生
で
暮
ら

し
て
い
く
た
め
に
は
、
餌
場
と
な
る
豊
か

な
田
ん
ぼ
や
湿
地
が
必
要
だ
。
豊
岡
市
で

は
、
お
米
と
生
き
物
を
同
時
に
育
む
「
コ

ウ
ノ
ト
リ
育
む
農
法
」
に
よ
る
米
づ
く
り

を
推
進
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
冬
で
も

田
ん
ぼ
に
水
を
た
め
る
「
冬
期
湛
水
」
。
一

般
的
な
田
ん
ぼ
は
、
春
に
ト
ラ
ク
タ
ー
な

ど
が
入
り
や
す
い
よ
う
に
秋
か
ら
冬
の
間

は
水
を
抜
く
。
と
こ
ろ
が
、
有
機
質
肥
料

を
施
し
、
冬
の
間
に
水
を
た
め
て
お
く
と
、

微
生
物
や
イ
ト
ミ
ミ
ズ
が
大
量
発
生
し
、

そ
の
糞
な
ど
か
ら
ト
ロ
ト
ロ
層
と
呼
ば
れ

る
や
わ
ら
か
な
土
の
層
が
で
き
る
。
こ
の

層
は
雑
草
の
種
子
を
埋
没
さ
せ
て
発
芽
し

に
く
く
さ
せ
る
効
果
が
あ
り
、
農
薬
使
用

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
、

田
ん
ぼ
と
水
路
を
つ
な
ぐ
「
魚
道
」
を
設

け
て
、
小
魚
な
ど
の
生
き
物
の
行
き
来
を

確
保
し
、
生
物
層
を
豊
か
に
し
て
い
る
。
�

　
こ
の
よ
う
な
田
ん
ぼ
で
無
・
減
農
薬
栽

培
さ
れ
た
「
コ
ウ
ノ
ト
リ
育
む
お
米
」
は
、

一
般
的
な
農
法
の
も
の
に
比
べ
て
高
値
で

取
引
き
さ
れ
、
売
れ
行
き
も
好
調
だ
と
い

う
。
中
貝
市
長
は
こ
う
続
け
る
。
�

「
か
つ
て
農
業
に
よ
っ
て
絶
滅
に
追
い
こ

ま
れ
た
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
、
現
在
は
農
業
を

押
し
戻
し
て
い
ま
す
。
食
物
連
鎖
の
頂
点

に
立
つ
コ
ウ
ノ
ト
リ
は
、
い
わ
ば
〝
環
境

の
指
標
〞。
本
当
の
豊
か
さ
と
は
何
か
を
、

私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
」
�
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右頁／田んぼにエサを求めて降り立つコウノ
トリたち。人々の暮らしの中に溶け込みつつ
あるようだ（写真提供／豊岡市）。�
左／ビオトープを作ることで、水辺の生き物
たちも帰ってきた。�
右下／農薬に頼らず、コウノトリのエサとな
る生き物を育みながら作られた「コウノトリ
育むお米」や、日本酒「コウノトリの贈り物」
なども好評だ。�
左下／田んぼと水路をつなぐ「魚道」を設け
たことで、小魚などの生き物が行き来するよ
うになった。�

一度は消えていってしまったコウノトリたち。�
しかし、新たな農法を採り入れたことで、�
豊岡のまちに鳥たちが帰ってきました。�

兵庫県・豊岡市�

コ
ウ
ノ
ト
リ
、
帰
る
。�

特
集 
　
生
き
物
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
。�

文
／
本
吉
恭
子�

な
か
が
い 

む
ね
は
る�

た
ん
す
い�



　
た
め
池
か
ら
水
を
引
き
、
水
田
で
米
を

作
り
、
薪
を
作
る
た
め
に
雑
木
林
か
ら
木

を
取
る
。
古
来
よ
り
、
日
本
の
農
村
で
営

ま
れ
て
き
た
生
活
だ
。
山
と
町
の
中
間
部

分
に
あ
た
る
そ
の
生
活
の
場
は
里
地
や
里

山
と
呼
ば
れ
、
ゆ
る
や
か
に
人
の
手
が
入

る
こ
と
で
、
長
い
時
間
を
か
け
て
独
特
な

環
境
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は

メ
ダ
カ
や
ト
ン
ボ
、
カ
エ
ル
と
い
っ
た
野

生
生
物
が
数
多
く
生
息
し
て
い
る
。
し
か

し
近
年
、
農
林
業
の
衰
退
や
都
市
化
な
ど

に
よ
り
里
地
・
里
山
が
減
少
。
そ
こ
に
棲

む
生
物
の
中
に
は
絶
滅
危
惧
種
も
多
く
ふ

く
ま
れ
、
生
態
系
へ
の
影
響
は
深
刻
だ
。�

　
福
井
県
越
前
市
に
日
本
最
大
の
生
息
地

を
持
つ
ア
ベ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
も
、
里
山

に
棲
む
希
少
種
の
ひ
と
つ
。
在
来
種
の
小

型
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
類
の
な
か
で
も
も
っ

と
も
分
布
域
が
狭
い
種
と
し
て
知
ら
れ
、

環
境
省
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で
は
絶

滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
種
（
ご
く
近
い
将
来
に
絶
滅

の
危
険
性
が
極
め
て
高
い
）
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。�

「
こ
の
あ
た
り
も
農
家
は
減
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
休
耕
田
や
放
棄
田
を
そ
の
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、
ア
ベ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の

産
卵
地
の
減
少
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の

で
す
」
。
そ
う
語
る
の
は
、
越
前
市
環
境

政
策
課
の
楠
宏
彰
室
長
。
ア
ベ
サ
ン
シ
ョ

ウ
ウ
オ
は
普
段
は
山
林
に
生
息
し
て
い
る

が
、
冬
に
な
る
と
山
際
の
水
路
に
下
り
て

き
て
産
卵
す
る
。
つ
ま
り
、
耕
作
放
棄
田

の
増
加
に
よ
り
水
路
が
な
く
な
る
と
、
繁

殖
地
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。�

　
越
前
市
で
は
、
ア
ベ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ

を
は
じ
め
と
し
た
生
物
多
様
性
を
支
え
る

環
境
を
守
ろ
う
と
、
地
元
の
活
動
団
体
が

中
心
と
な
っ
て
休
耕
田
に
ビ
オ
ト
ー
プ
を

造
成
。
さ
ら
に
県
の
事
業
を
通
じ
て
希
少

野
生
生
物
保
全
指
導
員
を
育
成
し
た
。
ま

た
自
然
に
囲
ま
れ
た
環
境
を
活
か
し
、
地

元
の
小
中
学
校
で
の
環
境
学
習
や
、
県
内

外
の
小
学
生
を
対
象
と
し
た
エ
コ
キ
ャ
ン

プ
も
開
催
し
て
い
る
。�

　
国
・
県
・
市
、
そ
し
て
地
元
農
家
と
市

民
が
連
携
し
た
こ
の
里
山
保
全
運
動
に
よ

り
、
越
前
市
は
環
境
省
の
「
里
地
里
山
保

全
再
生
モ
デ
ル
事
業
」
の
実
施
地
域
の
ひ

と
つ
に
も
選
定
さ
れ
た
。
運
動
が
始
ま
っ

て
か
ら
７
年
、
ア
ベ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の

産
卵
が
ビ
オ
ト
ー
プ
で
確
認
さ
れ
る
な
ど
、

効
果
も
現
れ
て
い
る
。
越
前
市
の
未
来
像

を
、
楠
さ
ん
は
こ
う
語
っ
て
く
れ
た
。�

「
里
山
の
自
然
と
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ

ム
や
環
境
保
全
型
農
業
な
ど
の
産
業
を
結

び
付
け
て
行
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
た
く

さ
ん
の
人
が
こ
の
町
に
訪
れ
て
、
地
域
が

元
気
に
な
れ
ば
い
い
で
す
ね
」�
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上／サンショウウオ類の中でも特に絶滅
が危惧されるアベサンショウウオ。普段
は森の中に棲み、産卵の時期になると里
まで下りてくる。�
下／昭和45年、越前市にコウノトリが飛
来した。再びコウノトリが来るように、
豊かな自然を保全する活動も行われている。�

右頁／越前市の田園風景。アベサンショウウオだけでなく、
蝶やトンボなどにとっても大切な生息場所だ。�
上／ため池に生息するメダカ。市内にはため池型ビオト
ープもあり、地域住民によるメダカの保護活動も行われ
ている。�
下／希少野生生物保全指導員の皆さん。ビオトープの整
備やモニタリング、子どもへの環境教育などを行っている。�

山と町の中間部分にある里地里山。�
そこは、さまざまな生き物たちを育む「揺りかご」のような地でもあるのです。�

福井県・越前市�

す
ぐ
、
そ
こ
に
あ
る
自
然
。�

特
集 
　
生
き
物
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
。�

文
／
大
石
美
穂�
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右頁／“海のエコマーク”MSC認証を得たキングサ
ーモンを手にする、亀和商店の和田一彦社長。�
左／ブルーのMSCマークが付いた、キングサーモ
ンの切り身。�
下／キングサーモンを切り身にする加工作業。�
亀和商店HP: http://www.kamewa.co.jp

このまま乱獲や海の汚染が続くと、私たちの食卓から魚が消えてしまう？�
〝海の幸〟を守るため、新たな試みが始まっています。�

　
世
界
の
海
か
ら
魚
が
消
え
る
…
…
。
そ

れ
は
、
決
し
て
空
想
科
学
小
説
の
話
で
は

な
い
。
か
つ
て
タ
ラ
漁
で
に
ぎ
わ
っ
て
い

た
カ
ナ
ダ
の
漁
港
は
閉
鎖
。
日
本
の
マ
イ

ワ
シ
の
漁
獲
量
は
現
在
、
年
間
３
〜
５
万

ト
ン
ほ
ど
で
、
20
年
前
の
わ
ず
か
１
％
。

魚
の
資
源
量
に
は
大
き
な
周
期
的
変
動
が

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
２

０
０
６
年
11
月
、
ア
メ
リ
カ
の
科
学
誌
『
サ

イ
エ
ン
ス
』
は
、「
こ
の
ま
ま
魚
の
乱
獲
や

海
の
汚
染
が
続
け
ば
、
２
０
４
８
年
ま
で

に
地
球
の
水
産
資
源
が
壊
滅
す
る
」
と
警

鐘
を
鳴
ら
し
た
。�

　
こ
う
し
た
〝
海
の
危
機
〞
に
直
面
し
た

現
在
、
魚
を
守
る
取
り
組
み
が
動
き
始
め

て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
イ
ギ
リ
ス
に
本

部
の
あ
る
国
際
非
営
利
組
織
、「
M
S
C
（
海

洋
管
理
協
議
会
）」
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
し

た
Ｍ
Ｓ
Ｃ
認
証
制
度
だ
。
漁
期
や
漁
獲
量
、

漁
法
、
獲
っ
て
も
よ
い
サ
イ
ズ
な
ど
細
か

な
条
件
を
満
た
し
た
漁
業
者
だ
け
が
、
Ｍ

Ｓ
Ｃ
認
証
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
環

境
に
や
さ
し
い
漁
業
に
取
り
組
ん
で
い
る

証
で
あ
る
ブ
ル
ー
の
ラ
ベ
ル
を
水
産
物
に

表
示
で
き
る
。
さ
ら
に
流
通
加
工
業
者
が

Ｍ
Ｓ
Ｃ
認
証
の
水
産
物
を
扱
う
た
め
に
は
、

Ｃ
ｏ
Ｃ
と
い
う
認
証
が
必
要
。
２
０
０
６

年
４
月
、
日
本
で
初
め
て
Ｃ
ｏ
Ｃ
を
取
得

し
た
築
地
の
仲
卸
業
「
亀
和
商
店
」
の
和

田
一
彦
さ
ん
は
こ
う
語
る
。�

「
ア
ラ
ス
カ
の
漁
師
、
ブ
ル
ー
ス
・
ゴ
ア

氏
が
獲
る
天
然
キ
ン
グ
サ
ー
モ
ン
と
の
出

会
い
が
、
Ｃ
ｏ
Ｃ
取
得
の
き
っ
か
け
で
し

た
。
と
に
か
く
素
晴
ら
し
い
魚
で
、
惚
れ

て
し
ま
っ
た
ん
で
す
」�

　
ア
ラ
ス
カ
州
政
府
に
よ
る
水
産
資
源
管

理
の
厳
し
さ
は
、
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
。

も
し
も
漁
期
を
１
分
で
も
破
れ
ば
、
漁
師

の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
剥
奪
さ
れ
、
投
獄
さ
れ

る
こ
と
も
。
ま
た
、
河
に
遡
上
す
る
サ
ケ

を
１
匹
ず
つ
カ
ウ
ン
ト
し
、
い
つ
、
ど
こ

で
、
ど
れ
だ
け
獲
っ
て
よ
い
の
か
が
定
め

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
ゴ
ア
氏
は
、
Ｍ
Ｓ
Ｃ

認
証
を
取
得
し
て
い
る
。�

「
日
本
人
に
と
っ
て
魚
は
あ
ま
り
に
も
身

近
な
存
在
な
の
で
、
安
け
れ
ば
よ
い
と
思

っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
ま
た
、
養
殖
す

れ
ば
い
い
、
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

魚
を
養
殖
す
る
た
め
に
は
天
然
魚
が
エ
サ

の
原
料
と
し
て
必
要
で
す
。
つ
ま
り
養
殖

は
、
水
産
資
源
枯
渇
の
解
決
策
に
は
な
ら

な
い
の
で
す
。
私
た
ち
が
今
後
お
い
し
い

魚
を
食
べ
て
い
く
た
め
に
は
、
海
の
状
況

に
目
を
向
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
」�

　
限
り
あ
る
海
の
資
源
を
守
る
た
め
、
い

ま
、
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
。
ブ
ル

ー
の
ラ
ベ
ル
が
、
そ
う
問
い
か
け
て
い
る

よ
う
だ
。�

東京築地・亀和商店�

海
の
エ
コ
マ
ー
ク
、
つ
い
て
ま
す
。�

特
集 
　
生
き
物
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
。�

文
／
本
吉
恭
子�
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鷲谷いづみ�
1950年東京生まれ。東京大学大学院農学生
命科学研究科教授。専門は生態学と保全生
態学。環境省の「第三次生物多様性国家戦
略」の策定にも関わる。近著は『コウノト
リの贈り物』（地人書館）。�

第三次生物多様性国家戦略�

生物多様性の保全と持続可能な利用に関わる、国の施策の
目標と取り組みの方向を定めています。�
　2部構成となっており、第1部「戦略」では、私たちの暮
らしを支える生物多様性の重要性をわかりやすく解説する
とともに、地球温暖化の影響についても新たに記されてい
ます。また、生物多様性から見た国土の望ましい姿を提示し、
過去100年間に破壊してきた生態系を、今後100年で回復す
る「100年計画」を打ち出しています。さらに、このような
長期的な視点に立って、まず今後5年程度の間に取り組むべ
き施策の方向性も示しています。�
　第2部「行動計画」では、今回初めて「生物多様性の認知
度を30％から50％以上とする」「ラムサール条約湿地を10
カ所増やす」などの数値目標が掲げられています。�

かつては私たちの近くで生息していた生き物たちが、�
今、絶滅に瀕しています。�
生物多様性が失われつつあることは、�
地球温暖化と並ぶ、大きな危機なのです。�
生き物たちの現状と未来について、�
東京大学の鷲谷いづみ教授に訊きました。�

生
き
物
た
ち
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ�

特
集 

　
生
き
物
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
。�

ウ
ェ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
危
機�

　
最
近
日
本
で
は
、
地
球
温
暖
化
の
問
題

に
関
し
て
は
認
識
が
広
ま
っ
て
き
て
い
ま

す
。
し
か
し
私
は
、
生
物
の
多
様
性
を
支

え
る
「
ウ
ェ
ッ
ト
ラ
ン
ド
」
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
こ
と
も
、
温
暖
化
と
並
ぶ
人
類
の

大
き
な
危
機
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
�

　
ウ
ェ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
は
、
湿
原
か
ら
湖

沼
、
河
川
ま
で
も
含
む
、
広
い
意
味
で
の

湿
地
の
こ
と
で
す
。
湿
地
は
、
私
た
ち
人

類
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
」

を
提
供
し
て
く
れ
ま
す
。
生
態
系
サ
ー
ビ

ス
と
は
、
生
態
系
が
人
間
社
会
に
提
供
し

て
く
れ
る
便
益
の
す
べ
て
の
こ
と
。
食
料
、

木
材
、
水
な
ど
の
天
然
資
源
の
ほ
か
、
大

気
や
水
の
浄
化
と
い
っ
た
調
整
的
な
機
能
、

さ
ら
に
は
水
と
緑
と
生
き
物
が
織
り
な
す

広
々
と
し
た
景
色
が
与
え
て
く
れ
る
文
化

的
な
機
能
ま
で
も
含
み
ま
す
。
�

　
あ
る
環
境
経
済
学
者
の
試
算
に
よ
る
と
、

地
球
全
体
の
生
態
系
が
持
つ
サ
ー
ビ
ス
を
、

経
済
的
価
値
に
換
算
す
る
と
、
33
兆
ド
ル

に
及
ぶ
そ
う
で
す
が
、
中
で
も
一
番
面
積

あ
た
り
の
価
値
が
高
か
っ
た
の
が
、
低
地

の
氾
濫
源
湿
地
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
森
林

も
重
要
な
機
能
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
人

間
の
生
活
域
の
近
く
に
あ
る
湿
地
を
ど
う

守
っ
て
い
く
か
が
、
近
年
、
世
界
的
に
も

共
通
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
昨

年
11
月
に
政
府
が
決
定
し
た
「
第
三
次
生

物
多
様
性
国
家
戦
略
」
で
も
、
ど
こ
か
の

山
奥
や
保
護
区
の
よ
う
な
、
「
遠
く
に
あ

る
自
然
」
だ
け
で
な
く
、
湿
地
帯
の
よ
う

な
、
生
活
域
に
あ
る
自
然
の
生
態
系
の
重

要
性
が
大
き
く
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
�

　
人
類
考
古
学
的
に
見
て
も
、
遙
か
昔
か

ら
、
湿
地
は
ヒ
ト
と
い
う
種
の
ハ
ビ
タ
ッ

ト
（
生
活
空
間
）
で
し
た
。
ヒ
ト
は
湿
地

で
栄
え
、
社
会
を
築
い
て
き
た
の
で
す
。

中
国
の
揚
子
江
河
口
域
で
見
つ
か
っ
た
、

約
8
千
年
前
の
水
田
跡
も
、
や
は
り
湿
地

帯
に
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
水
田
そ
の

も
の
が
湿
地
に
起
源
を
持
つ
わ
け
で
す
。

た
め
池
や
流
水
が
あ
り
、
堆
積
物
が
あ
る

と
こ
ろ
は
樹
林
に
も
な
る
…
…
東
ア
ジ
ア

で
は
、
そ
う
し
た
場
所
で
8
千
年
前
に
水

田
耕
作
の
原
型
が
生
ま
れ
、
近
年
に
至
る

ま
で
、
紆
余
曲
折
は
あ
る
も
の
の
、
基
本

形
は
変
わ
ら
ず
に
続
い
て
き
た
わ
け
で
す
。
�

�生
き
物
か
ら
の
警
告�

　
い
わ
ば
半
人
工
の
湿
地
と
も
い
え
る
水

田
に
は
、
人
の
営
み
に
適
応
し
て
、
多
様

な
生
き
物
が
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
か
つ

て
日
本
で
は
、
川
と
水
田
は
つ
な
が
っ
て

お
り
、
淡
水
魚
は
水
田
を
産
卵
の
場
所
と

し
て
、
川
や
湖
と
の
間
を
行
き
来
し
て
い

ま
し
た
。
サ
ギ
や
コ
ウ
ノ
ト
リ
、
ト
キ
も

水
田
に
舞
い
降
り
て
餌
を
つ
い
ば
ん
で
い

ま
し
た
。
し
か
し
今
や
こ
れ
ら
身
近
に
普

通
に
見
ら
れ
た
生
き
物
は
著
し
く
減
少
し

て
お
り
、
メ
ダ
カ
や
タ
ガ
メ
さ
え
も
、
絶

滅
危
惧
種
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
�

　
水
田
や
湿
地
を
媒
介
と
し
た
、
人
と
自

然
の
共
生
シ
ス
テ
ム
が
崩
れ
は
じ
め
た
の
は
、

古
く
は
明
治
の
近
代
化
か
ら
で
す
が
、
何

と
か
残
っ
て
き
た
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
の
は
、
こ
の
数
十
年
の
間
で
す
。
�

　
原
因
の
一
つ
は
、
自
然
の
湿
地
自
体
が

無
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
。
開
発
や
干

拓
に
よ
っ
て
、
今
で
は
明
治
・
大
正
期
の

湿
地
面
積
の
約
6
割
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
�

　
も
う
一
つ
の
原
因
が
、
田
ん
ぼ
が
湿
地

と
し
て
の
機
能
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
。
農
地
整
備
に
よ
っ
て
乾
田

に
し
て
し
ま
い
、
夏
の
一
時
期
を
の
ぞ
い

て
、
水
が
張
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
、
水
路
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
整
備
し

た
こ
と
で
、
淡
水
魚
が
水
田
に
繁
殖
の
た

め
に
上
が
っ
て
こ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
こ
れ
に
肥
料
や
農
薬
の
大
量

導
入
が
追
い
打
ち
を
か
け
ま
し
た
。
稲
の

生
育
に
必
要
な
量
以
上
の
化
学
肥
料
の
投

入
や
乾
田
化
は
、
周
辺
水
域
の
富
栄
養
化

も
引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。
�

　
生
態
系
の
機
能
や
サ
ー
ビ
ス
は
、
よ
ほ

ど
努
力
し
て
観
察
し
な
い
と
な
か
な
か
目

に
見
え
な
い
。
で
も
、
そ
こ
に
豊
か
に
生

息
し
て
い
た
生
き
物
の
に
ぎ
わ
い
が
無
く

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
生
態
系
が

不
健
全
化
し
て
い
る
、
非
常
に
分
か
り
や

す
い
指
標
で
す
。
い
わ
ば
、
生
態
系
か
ら

の
「
警
戒
警
報
」
な
の
で
す
。
�

�地
域
の
力
で
生
き
物
を
呼
び
戻
そ
う�

　
し
か
し
現
在
、
豊
か
な
生
態
系
を
取
り

戻
そ
う
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
先

進
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
兵
庫
県
豊
岡
市
の
取
り
組
み
（
P
８

〜
９
）
は
有
名
で
す
が
、
湿
地
保
全
の
国

際
条
約
「
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
」
の
指
定
湿

地
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
蕪
栗
沼
が
あ
る
、

宮
城
県
大
崎
市
・
田
尻
地
区
の
取
り
組
み

も
大
変
意
欲
的
な
も
の
で
す
。
こ
こ
は
、

ガ
ン
類
の
日
本
最
大
の
越
冬
地
の
一
つ
で

す
が
、
生
物
の
多
様
性
を
保
ち
な
が
ら
、

農
業
を
発
展
さ
せ
る
た
め
、
「
ふ
ゆ
み
ず

た
ん
ぼ
」
と
い
う
冬
期
に
も
田
ん
ぼ
に
水

を
張
る
農
法
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
�

　
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
経
済
的
な
メ
リ

ッ
ト
も
生
ん
で
い
ま
す
。
豊
岡
で
は
コ
ウ

ノ
ト
リ
を
育
む
農
法
で
作
っ
た
お
米
や
お

酒
が
反
響
を
呼
ん
で
お
り
、
蕪
栗
沼
周
辺

で
生
産
さ
れ
る
「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
米
」

は
ブ
ラ
ン
ド
米
と
し
て
、
魚
沼
産
の
コ
シ

ヒ
カ
リ
を
し
の
ぐ
価
格
で
販
売
さ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。
日
本
農
業
は
い
ま
厳
し
い

局
面
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
高

付
加
価
値
化
の
方
向
に
活
路
を
見
い
だ
す

こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
最
近
で
は
、
中

国
や
韓
国
で
も
、
日
本
の
取
り
組
み
を
参

考
に
し
て
冬
期
湛
水
の
試
み
が
広
が
っ
て

お
り
、
東
ア
ジ
ア
地
域
全
体
へ
の
広
が
り

も
期
待
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
先

進
地
域
は
、
生
物
の
多
様
性
を
指
標
に
、

新
た
な
持
続
可
能
な
社
会
を
作
ろ
う
と
挑

戦
し
て
い
る
「
先
駆
者
」
な
の
で
す
。
�

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
構
成
／
編
集
部
）
�

蕪栗沼に夕暮れとともに戻ってくるマガンたち。地域では、
これら水辺の生き物の生息地を守ろうとしている。�

国の天然記念物でもあるマガン。蕪栗沼はこれらガン類の日
本最大の越冬地の一つ。�

北海道の在来種に脅威を与えている、外来種・セイヨウオオマルハナ
バチ。鷲谷教授らは、こうした外来生物対策にも取り組んでいる。�

写真提供／保全生態学研究室、大崎市�

か
ぶ
く
り
ぬ
ま�

わしたに�
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