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第
一
節

生
物
の
生
態
と
環
境

神
戸
の
白
川
然
と
生
物

生
物
か
ら
み
た

自
然
の
特
徴

び
ょ
う
ぶ

海
上
か
ら
神
戸
市
街
地
を
望
む
と
、
背
後
に
ま
る
で
緑
の
限
仲
間
内
を
広
げ
た
よ
う
に
横
た
わ
る
六
甲
山
地
が

あ
る
。
こ
の
ふ
ハ
叩
山
地
の
お
か
げ
で
、
神
戸
市
は
一
四

O
万
を
超
え
る
人
口
を
抱
え
る
大
都
市
で
あ
り
な

が
ら
、
些
か
な
’
門
然
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
都
市
の

し
か
し
、
緑
で
お
お
わ
れ
た
六

つ
と
い
え
よ
う
。

甲
山
地
も
、
度
敢
な
る
樹
木
の
伐
採
や
山
火
事
の
た
め
、
明
治
時
代
に
は
、

い
た
る
と
こ
ろ
赤
茶
け
た
山
肌
を
み
せ
る
ハ
ゲ
山

し
ん
た
ん

で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
現
在
の
よ
う
に
緑
致
か
に
回
復
し
た
の
は
、
薪
炭
か
ら
石
炭
、
石
油
、
電
気
へ
と
変
遷

し
て
い
っ
た
燃
料
水
命
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
人
々
の
植
林
を
は
じ
め
と
す
る
治
山
治
水

の
努
力
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

神
戸
の
中
心
で
あ
る
六
甲
南
麓
の
市
街
地
は
、
自
然
環
境
と
い
う
点
で
は
、
自
然
の
少
な
い
地
域
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の

地
域
は
国
積
的
に
は
一

odmぐ
ら
い
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
方
、
残
り
の
六
中
山
を
は
じ
め
、
そ
の
北
僻
お
よ
び
西
側
に

広
が
る
地
域
は
、
市
街
地
で
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
多
く
の
動
純
物
が
生
息
し
、
生
物
相
の
豊
か
な
生
態
系
を
形
成
し
て
い
る
。

川
口
六
体
的
な
生
物
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
各
節
で
山
地
・
丘
陵
、
市
街
地
、
河
川
・
池
沼
、
海
と
い
う
生
息
場
所
ご
と
に
述
べ
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る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
神
戸
の
生
物
的
自
然
の
特
徴
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
ο

六
甲
山
地

緑
で
お
お
わ
れ
た
六
叩
山
地
、
こ
こ
に
は
ア
カ
マ
ツ
林
、

コ
ナ
一
ブ
林
、

カ
シ
林
、

ニ
セ
ア
カ
シ
ア
林
な
ど
の
多

様
な
櫛
生
が
み
ら
れ
る
。
人
間
の
手
が
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
植
生
を
f

凶
然
総
生
と
い
い
、
そ
れ
が
い
っ
た

生物の生態と環境第一節

ん
人
間
な
ど
に
よ
っ
て
破
捕
概
さ
れ
た
後
に
成
立
し
た
植
生
を
代
償

ト
H
は
ト
い
じ
レ
目
、
ミ
J
o

h
引
正
一
｝
〈
し
J
ι

一
見
、
自
然
性
が
高
そ
う
に
み
え
る
六
甲
山
地
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
大
部
分
の
総
生
は
、

か
つ
て
伐
採
や

山
火
事
な
ど
人
の
予
が
加
わ
っ
た
の
ち
再
生
し
た
代
償
植
生
な
の

市街地と六甲山

で
あ
る
。
自
然
植
生
の
森
林
と
し
て
は
山
頂
近
く
の
谷
に
点
在
す

る
ブ
ナ
・
イ
ヌ
ブ
ナ
林
ゃ
、
再
度
山
大
龍
寺
の
境
内
に
残
る
シ
イ

カ
シ
林
が
わ
ず
か
に
あ
る

で
あ
る
。

日
本
の
自
然

0
0選

に
選
ば
れ
た
再
度
公
闘
の
ア
カ
マ
ツ
・
ク
ロ

γ

ツ
林
は
、

か
っ
て

は
ハ
ゲ
山
で
φ

め
っ
た
も
の
が
、
植
林
な
ど
の
予
を
加
え
ら
れ
る
こ
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と
に
よ
っ
て
見
事
に
つ
く
ら
れ
た
林
で
あ
り
、
林
内
を
歩
く
と
一
助

々
に
土
砂
を
留
め
た

の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、

初
夏
に
白
い
花
を
つ
け
る
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
林
も
、
砂
防
用
に
植
林

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
よ
う
な
代
償
植
生
が
形
成
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さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
柏
物
鮮
落
は
時
川
の
経
過
と
と
も
に
例
々
の
純
物
が
成
長
し
、
樹
高
が
高
く
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、
林
の
小
に
は
い
る
光
の
強
さ
、
土
壌
中
の
養
分
、
水
分
抵
な
ど
種
々
の
環
境
が
変
化
し
、
構
成
積
も
次
第
に

せ
ん
い

入
れ
か
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
航
物
群
務
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
進
移
と
い
う
。

ムハ

mv山
で
み
ら
れ
る
一
般
的
な
選
移
は
、
伐
採
跡
地
に
、
救
初
ベ
ニ
バ
ナ
ボ
ロ
ギ
ク
、
ダ
ン
ド
ボ
ロ
ギ
ク
、

そ
う
ほ
ん

草
木
群
落
が
、
次
に
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ
、
タ
ラ
ノ
キ
、

ス
ス
キ
な
ど
の

ヌ
ル
デ
な
ど
の
低
水
群
落
が
成
立
す
る
。
次
に
は
ア
カ
マ
ツ
林
、

コ
ナ
一
ブ

林
な
ど
の
陽
樹
林
が
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
時
間
が
経
過
す
る
と
シ
イ
・
カ
シ
林
と
い
っ
た
桧
樹
林
に
移
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
、

こ
れ
が
人
為
的
な
影
山
叩
げ
を
受
け
な
け
れ
ば
、
安
定
し
て
持
続
し
て
い
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
遷
移
の
最
終
的
に
卦
迷
す

き
ょ
く
そ
う
り
ん

る
林
を
極
相
林
と
呼
ん
で
い
る
。

現
夜
、
ふ
ハ
m
T
山
で
広
く
み
ら
れ
る
ア
カ
マ
ツ
林
、

コ
ナ
ラ
林
は
、
選
移
途
小
の
植
物
鮮
務
で
あ
り
、
樹
林
や
補
植
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
選
移
の
速
度
を
早
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
神
戸
の

丘
綾
地

州
神
戸
は
丘
陵
地
が
多
く
、
そ
の
間
に
畑
や
水
間
な
ど
の
刺
作
地
が
広
が
る
凶
属
地
刊
切
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
地
域
の
森
林
は
背
か
ら
、
燃
料
や
緑
肥
と
し
て
の
掛
川
水
を
採
取
す
る
な
ど
最
も
よ
く
人
聞
に
利
用
さ
れ
て

き
た
。
さ
ら
に
、
丘
陵
の
上
に
は
神
戸
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
開
か
れ
た
住
宅
団
地
と
緑
地
が
交
錯
す
る
。
ま
た
、
近
年

で
は
、
住
宅
団
地
の
ほ
か
に
学
院
都
市
や
工
業
団
地
の
造
成
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
の
中
に
急
速
に
都
市
化

が
進
む
地
域
で
あ
り
、
自
然
環
境
の
変
化
が
著
し
い
。
大
規
模
開
発
に
よ
る
地
形
の
改
変
な
ど
の
物
理
的
な
変
化
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
質
的
な
変
化
も
起
こ
っ
て
い
る
。

丘
陵
地
の
大
部
分
が
ア
カ
マ
ツ
林
で
お
お
わ
れ
て
い
た
の
が
、
近
年
の
マ
ツ
枯
れ

の
た
め
激
減
し
、

ア
ベ
マ
キ
な
ど
の
落
葉
樹
林
や
プ
一
ブ
カ
シ
、

ヤ
マ
モ
モ
、
ウ
バ
メ
ガ
シ
な
ど
を
主
体
と
し
た
常
設

コ
ナ
一
ブ
、
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樹
林
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
土
地
開
発
に
よ
る
影
響
や
そ
れ
に
伴
う
人
口
増
加
、
緑
の
質
の
変
化
な
ど
が
動
物
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を

イ
ノ
シ
シ
や
タ
ヌ
キ
な
ど
の

与
え
て
い
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
住
宅
や
問
地
に
よ
っ
て
山
林
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生物の生態、と環境第一節

大
都
一
・
中
型
動
物
は
生
息
地
が
寸
断
さ
れ
、
種
族
の
維
持
に
大
き

な
影
響
を
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

た
、
緑
の
質
の
変
化
に
よ
っ
て
、
横
物
を
食
べ
る
昆
虫
の
種
類
な

ど
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
槌
物
を
中
心

西神戸の景観

と
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
た
生
態
系
の
変
化
を
も
’
誌
味
す
る
。

か
し
、
具
体
的
に
、
そ
の
生
態
系
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た

か
は
、
継
続
的
な
調
査
例
が
な
い
の
で
明
ら
か
で
な
い
。

市

街

地

一
般
的
に
、
市
街
地
で
は
建
築
物
や
舗
装
道
路
な

写真 8

ど
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
が
進
行
す
る
に
し
た
が
っ

て
、
槌
物
の
生
育
で
き
る
空
間
が
減
少
し
、
そ
れ
ら
を
簡
や
生
活

空
間
と
す
る
動
物
も
姿
を
消
し
て
い
く
運
命
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、

市
街
地
に
は
人
間
と
人
間
の
作
り
出
し
た
環
境
に
適
略
し
た
少
数

の
生
物
か
ら
な
る
、

い
わ
ゆ
る
都
市
の
生
態
系
が
形
成
さ
れ
る
。

こ
こ
に
す
む
動
物
に
は
、
ど
ル
街
や
地
下
街
に
す
む
ネ
ズ
ミ
類
、

自然・王寺：rt,-歴史綴 I
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カ
ラ
ス
類
、

ス
ズ
メ
、
ド
バ
ト
な
ど
雑
食
性
の
強
い
鳥
類
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
屋
内
で
よ
く
見
る
ゴ
キ
ブ
リ
類
や
、
最
近

気
密
性
の
高
い
団
地
な
ど
で
被
害
が
増
え
て
き
た
住
家
性
の
ダ
ニ
類
や
ア
リ
ガ
タ
パ
チ
な
ど
も
都
市
化
に
適
応
し
た
動
物
と
い

え
る
。
ま
た
、
ブ
タ
ク
サ
、

セ
イ
タ
カ
ア
ヮ
、
タ
チ
ソ
ウ
、

ヒ
メ
ジ
ョ
オ
ン
な
ど
の
帰
化
植
物
が
多
く
み
ら
れ
る
の
も
都
市
の
生

態
系
の
特
徴
で
あ
る
。
帰
化
組
物
と
は
外
国
か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
て
、

日
本
の
自
然
に
な
じ
ん
で
生
活
し
て
い
る
植
物
の
総

称
で
、
こ
れ
ら
は
都
市
化
に
よ
り
絶
え
ず
池
袋
而
が
か
き
乱
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
で
在
来
種
に
か
わ
っ
て
勢
力
を
ふ
る
っ
て
い

る
。
神
戸
市
は
古
く
か
ら
貿
易
港
と
し
て
聞
け
、
交
通
の
要
館
で
あ
る
た
め
、
多
く
の
帰
化
植
物
が
生
育
し
て
い
る
。
帰
化
率

（
帰
化
純
物
の
演
を
参
照
）
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
化
の
程
度
が
は
か
れ
る
。

都
市
化
の
進
行
に
伴
っ
て
、
緑
を
求
め
る
戸
も
年
々
高
ま
っ
て
い
る
。
神
戸
市
の
市
街
地
で
も
、
公
開
附
や
街
路
樹
な
ど
の
整

備
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
と
と
も
に
、
古
く
か
ら
あ
る
神
社
や
お
寺
の
林
や
屋
敷
の
庭
な
ど
が
都
市
部
に
残
さ
れ
た
緑
の

山
公
別
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
市
民
の
憩
い
の
場
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
生
物
に
と
っ
て
総
の
オ
ア
シ
ス
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し

て
い
る
。
す
ぐ
近
く
に
い
ハ
市
山
地
が
あ
る
た
め
、
市
街
地
に
い
て
も
メ
ジ
ロ
、

コ
ゲ
一
プ
な
ど
紋
の
オ
ア
シ
ス
に
飛
ん
で
く
る
刑
判

鳥
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
神
戸
の
自
然
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

2 

生
態
的
環
境
の
特
徴

地
形
・
地
質

上
の
特
徴

神
戸
市
の
地
形
は
六
中
山
（
九
一
三
－
一
一
一
メ
！
ト
ル
）
を
最
高
峰
と
す
る
六
甲
山
地
が
大
阪
湾
に
回
し
、
東
に
急

た
ん
じ
よ
う

峻
で
、
聞
に
や
や
な
だ
ら
か
な
地
形
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
六
甲
山
地
の
北
側
に
は
丹
生
・
帝
釈
山
地
が
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米
間
に
走
り
、
凶
神
戸
地
区
は
丘
陵
地
か
ら
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
六
甲
山
地
が
海
に
加
し
、
東
西
に
の
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
気
候
的
に
南
面
の
表
六
甲
と
北
国
の
一
英
六
甲

で
は
差
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
楠
生
の
謹
産
分
布
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、

ア
カ
マ
ツ
j
モ
チ
ツ
ツ
ジ
群
集
の
シ
ャ

シ
ャ
ン
ボ
盗
群
集
と
ウ
ン
ゼ
ン
ツ
ツ
ジ
盟
群
集
の
境
界
が
表
六
巾
で

一五

0
メ
ー
ト
ル
、
一
川
氏
六
甲
で
二

O
O
J
二
五

0
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て
お
り
、

瓦

O
J
一
0
0
メ
ー
ト
ル
の

で
て
い
る
。

六
mv山
地
は
主
と
し
て
白
直
紀
後
期
か
ら
古
第
三
紀
の
花
こ
う
岩
か
ら
な
り
、

そ
う
ぐ
ん

一
部
丹
波
層
群
も
み
ら
れ
る
。

…
方
、
丹
生
・

帝
釈
山
地
は
主
と
し
て
流
絞
殺
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
北
部
は
中
新
貯
の
神
戸
層
群
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
神
戸
摺
群
は
六
甲
山
地
の
西
部
、
鈴
麗
ム
口
か
ら
布
施
畑
に
か
け
て
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
西
側
に
は
更
新
世
の
大
阪
層
群
が

存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
質
の

い
が
植
生
に
も
反
映
さ
れ
、
神
戸
層
群
や
大
坂
崩
群
な
ど
に
は
水
を
過
さ
な
い
不
透
水

閣
が
で
き
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
う
い
う
場
所
で
は
植
物
の
生
育
が
悪
く
、

ハ
ナ
ゴ
ケ
を
伴
う
ア
カ
マ
ツ
林
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
逆
に
、
花
こ
う
訟
を
主
と
す
る
水
は
け
の
良
い
土
壌
を
形
成
す
る
六
甲
山
地
で
は
こ
の
よ
う
な
林
は
少
な
い
。
ま
た
、

生物の生態、と環境

丹
波
層
群
地
帯
の
土
壌
は
や
や
水
持
ち
が
よ
く
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
は
ア
カ
マ
ツ
林
が
少
な
い
。

日
本
で
降
水
量
の
少
な
い
の
は
、
北
海
道
の
内
陸
部
、
東
北
・
中
部
・
関
東
の
盆
地
部
、
そ
し
て
瀬
戸
内
海
の

気
候
上
の

特
徴

沿
岸
で
あ
る
。
も
っ
と
も
降
水
量
の
少
な
い
の
は
北
海
、
道
の
内
陸
部
で
あ
る
が
、
瀬
戸
内
一
帯
も
か
な
り
少
な

く
、
小
一
豆
島
で
は
、
年
降
水
量

0
0
0ミ
リ
ノ
メ
ー
ト
ル
前
後
と
な
る
。
神
戸
市
の
年
純
水
設
は
、
六
甲
山
上
を
除
く
と
、

第一節

一一

0
0
1
一
間

0
0ミ
リ
メ
i
ト
ル
で
、
日
木
の
全
国
平
均
降
水
量
約
一
八

0
0ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
比
べ
て
少
な
い
。
植
物
に

と
っ
て
は
降
水
量
自
体
よ
り
も
、
実
捺
に
’
有
効
に
利
用
で
き
る
水
の
設
が
問
題
と
な
る
。
気
混
が
高
い
と
地
表
か
ら
蒸
発
す
る
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量
も
蒸
散
最
も
多
く
な
り
、
有
効
量
が
減
少
す
る
。
瀬
戸
内
沿
岸
は
気
温
、
特
に
梅
雨
後
の
少
雨
期
の
気
温
が
高
い
た
め
、
そ

の
乾
燥
度
は
閣
内
で
も
っ
と
も
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
援
温
帯
下
で
の
乾
燥
条
件
を
反
映
し
て
、
瀬
戸
内
で
は
特
異
な
生
態
系
が
展
開
し
て
い
る
。
照
葉
樹
林
で
は
、
瀬
戸
内

乾
燥
気
候
下
を
分
布
域
と
す
る
コ
ジ
イ
｜
カ
ナ
メ
モ
チ
群
集
が
発
達
し
て
い
る
。
こ
の
群
集
は
、
乾
燥
を
好
む
カ
ナ
メ
モ
チ
、

ナ
ナ
メ
ノ
キ
な
ど
が
多
く
、
ま
た
タ
ブ
ノ
キ
を
欠
く
と
い
う
特
性
も
み
ら
れ
る
。

ア
カ
マ
ツ
林
は
、
瀬
戸
内
以
外
に
も
国
内
に

広
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
分
布
の
中
心
は
瀬
戸
内
で
あ
り
、
そ
の
中
心
の
ア
カ
マ
ツ
林
は
ア
カ
マ
ツ
｜
モ
チ
ツ
ツ
ジ
群
集
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
瀬
戸
内
の
乾
燥
条
件
下
を
分
布
の
中
心
と
し
て
い
る
群
落
に
、

ア
ベ
マ
キ
林
、
ア
キ
ニ

レ
林
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
落
葉
樹
林
は
同
様
な
乾
燥
気
候
下
に
あ
る
朝
鮮
半
島
の
樹
林
と
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
降
水
量
が
少
な
い
た
め
多
数
の
溜
池
が
造
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
各
穏
の
織
物
群
落
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
溜
池
の
組
物
群
落
も
、
乾
燥
気
候
の
反
映
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

純
物
の
分
布
境
界
の
目
安
と
な
る
も
の
に
暖
か
さ
の
指
数
が
あ
る
。
暖
か
さ
の
指
数
と
は
積
算
温
度
の
一
種
で
、
各
月
の
一
千

均
気
温
が
五
度
以
上
の
月
に
つ
い
て
、
月
平
均
気
抑
制
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
五
度
引
い
て
加
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
指
数
は
暖
か

さ
の
抑
制
度
を
一
市
し
、

六
甲
山
地
雨
麓
（
神
一
戸
海
洋
気
象
台
、

二
一
六
・
九
度
、

六
甲
山
上
（
高
山
紡

一
九
五
一

J
一
九
八
O
年
）
で
は
、

物
関
側
、
一
九
四
九
J
一
九
七
八
年
）
で
は
八
二
・
八
度
で
あ
る
。
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第
二
節

山
地
・
丘
陵
の
生
物
と
そ
の
生
態

山
地
の
植
物

六
甲
山
の

森
林
緩
生

六
甲
山
は
兵
隊
問
問
の
南
部
に
位
誼
し
、
温
度
的
に
は
大
部
分
が
援
槌
帯
域
に
属
す
る
。

一
部
山
国
付

し
か
し
、

近
で
は
冷
温
帯
域
と
な
る
。

ill地・丘陵の生物とその生態

現
在
の
六
甲
山
の
植
生
の
ほ
と
ん
ど
が
ア
カ
マ
ツ
林
で
占
め
ら
れ
、
そ
の
ほ
か
コ
ナ
ラ
林
や
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
、

ス
ギ
の
樹
林

な
ど
の
代
償
綴
生
と
な
っ
て
い
て
自
然
組
生
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
純
物
群
落
は
一
か
ら
数
十
種
の
植
物
で
構
成
さ

れ
て
お
り
、
あ
る
群
落
に
特
徴
的
ま
た
は
一
偏
っ
て
出
現
す
る
種
や
共
通
に
出
現
す
る
種
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
類
似
性
や
共

ひ
ょ
う
ち
ょ
う

通
性
に
よ
っ
て
群
落
を
区
分
し
た
り
ま
と
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
群
落
を
区
分
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
た
種
は
標
徴

種
ま
た
は
識
別
様
と
呼
ば
れ
る
。
区
分
さ
れ
た
群
落
が
さ
ら
に
広
範
な
地
域
と
の
比
較
が
行
わ
れ
、
群
落
の
位
置
づ
け
が
な
さ

れ
体
系
化
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
の
基
本
単
位
を
群
集
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
位
置
づ
け
が
ま
だ
で
き
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て

第二節

は
群
落
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
神
戸
市
域
の
櫛
生
は
中
西
哲
ら
に
よ
っ
て
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
主
な
櫛
生
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
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〈
自
然
椴
生
〉

（
一
）
ブ
ナ
イ
ヌ
ブ
ナ
群
落

六
m
T
山
の
山
頂
付
近
の
谷
筋
な
ど
に
は
ブ
ナ
や
イ
ヌ
ブ
ナ
の
優
占
す
る
林
が
残
さ
れ
て
い
る
（
口
絵
3
）。

ブ
ナ
林
は
日
本
の

冷
温
帯
を
代
表
す
る
群
落
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
イ
ヌ
ブ
ナ
が
混
生
、
ま
た
は
優
占
す
る
群
落
は
日
本
海
側
の
多
雪
地
帯
や

紀
伊
半
島
、

四
爵
、
九
州
な
ど
の
多
雨
地
滑
に
は
少
な
く
、
東
北
か
ら
中
悶
地
方
に
か
け
て
の
太
平
洋
側
の
中
程
度
の
降
水
量

地
域
に
多
く
み
ら
れ
る
。

六
甲
山
で
は
標
高
約
七

0
0
メ
ー
ト
ル
か
ら
七
五

0
メ
ー
ト
ル
辺
り
が
下
限
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
ニ
）
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
群
滞

か
ら
と

ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
や
ア
カ
ガ
シ
が
援
占
す
る
林
で
、
残
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
、
六
甲
山
地
の
北
斜
面
の
上
底
植
山
王

神
社
、
下
賂
徳
山
主
神
社
、
南
斜
加
の
摩
耶
山
天
上
寺
な
ど
に
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
市
斜
而
で
は
標
高
四
五

O

メ
ー
ト
ル
以
上
、
北
斜
聞
で
は
一
一
一
五

0
メ
ー
ト
ル
以
上
の
地
域
で
あ
る
。

コ
ジ
イ
カ
ナ
メ
モ
チ
群
集

た

い

さ

ん

じ

さ

ん

こ

う

じ

て

ん

ぼ

う

り

ん

じ

西
誌
の
太
山
寺
、
近
江
寺
、
垂
水
医
の
転
法
輪
寺
、

ふ
た
た
び
さ
ん

荘
一
丹
度
山
の
大
龍
寺
な
ど
に
は
シ
イ
を
主
体
と
し
た
林
が
発
達
し
て
い
る
。

／’、、

一一」ノ

し
や
〈
ぷ
じ

北
区
の
有
聞
神
社
、
石
峯
寺
、

須
熔
区
の
妙
法
寺
、

ノ
チ
昆
］
出
1

十
日

主什
I
F
F
L
γ
T
4
f

ド
央

こ
れ
ら
の
林
は
稀
類
組
成
を
も
と
に
し
て
、

こ2

;./ 

イ
ー
カ
ナ
メ
モ
チ
群
集
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（

E
Eロ
町
田
区
待
出
伊
丹
ぢ
円

r
S
3）
。
こ
の
群
集
は
カ
ナ
メ
モ
チ
、
タ
ラ
ヨ
ゥ
、
リ
ン

ボ
ク
、

シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
瀬
戸
’
内
の
乾
燥
気
候
に
適
応
し
た
こ
の
地
方
の
緩
和
林
で
あ
る
。
こ

の
群
集
は
さ
ら
に
、
カ
ク
レ
ミ
ノ
、

ヤ
マ
モ
モ
、

ヒ
メ
ユ
ズ
リ
ハ
な
ど
が
出
現
す
る
カ
ク
レ
ミ
ノ
盟
群
集
と
シ
ラ
カ
シ
、

ツ

ク
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ハ
、
ネ
ガ
シ
、

ア
セ
ビ
、

カ
シ
車
群
集
に
細
分
さ
れ
る
。

シ
キ
ミ
な
ど
が
出
現
す
る
シ
ヲ

カ
ク
レ
ミ
ノ
孤
群
集
は

暖
か
さ
の
指
数
一
一
五
度
以
上
で
、
ム
ハ
叩
山
地
の
市
斜

聞
で
擦
高

メ
ー
ト
ル
以
下
の
地
域
に
成
立
す
る
。

シ
ラ
カ
シ
盟
群
集
は
カ
ク
レ
ミ
/
市
川
詳
集
の
上
部
に
川

現
し
、
南
斜
出
で

ル
の
問
、

レト
M
叶
沖
河
川
刊
行
今
、
、

JJη
企
庁
刊
日
寸

一一

0
0
メ
ー
ト
ル
ー

一五

0
メ
ー
ト
ル
の

IJJ地・丘陵の生物とその生態

聞
に
発
達
す
る
。

こ
れ
ら
の
シ
イ
林

の
南
斜
面
で
の
よ
限

は
、
標
高
四

i
ト
ル
で
、
北
斜
耐

で
は
標
高
約
一
一
一
五

O

第二節

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
垂
直
分

メ
ー
ト
ル

J
円
五

O
メ
j

ト

メ

図 8 六町l山の級生垂直分布様式問
Aブナーイヌブナ群務 Bウラジロプfシ得点y

CコジイーカナメモチItF銘
1シラカジijj

2カクレミノ

ー‘場

コジイーカナメモチ若手~f二

向井:~ .労i11!lf~と綴 i
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布
を
模
式
的
に
一
部
す
と
図
8
の
よ
う
に
な
る
。

（四）北
斜
面ア
のカ
逢号マ
i~LJ fツ
｜挟｜

ナ
コ
ケ

群
落

地
獄
谷
（
北
区
有
野
町
）
や
北
区
道

場
町
の
船
坂
川
、
武
庫
川
の
川
沿
い
の
崖
状
地
な
ど
に
多

そ
り
ん

ア
カ
マ
ツ
が
舘
勢
で
あ
る
が
、
低
水
の
諜
林

く
み
ら
れ
、

で
あ
る
。
林
床
に
は
ハ
ナ
ゴ
ヶ
、

ワ
ラ
ハ
ナ
ゴ
ケ
、

ゲ

シ
バ
リ
な
ど
の
地
衣
類
が
多
く
み
ら
れ
、

ト
ダ
シ
バ
、

ギ
ラ
ン
な
ど
も
特
異
的
に
出
現
し
て
く
る
。
こ
の
群
落
は

毘
根
や
崖
地
の
貧
栄
養
な
立
地
の
土
地
的
級
相
と
考
え
ら

れ
る
。

八
代
償
植
生
〉

（五）

ア
カ
マ
ツ
モ
チ
ツ
ツ
ジ
群
集

ア
カ
マ
ツ
が
優
占
す
る
林
で
、
神
戸
市
域
で
は
も
っ
と

も
広
い
出
取
を
占
め
る
。

し
か
し
、
近
年
の
マ
ッ
ク
イ
ム

シ
の
被
害
を
受
け
、
西
神
戸
を
中
心
に
面
積
が
減
り
つ
つ

あ
る
。
こ
の
ア
カ
マ
ツ
林
の
大
部
分
は
モ
チ
ツ
ツ
ジ
を
合

む
こ
と
か
ら
、

ア
カ
マ
ツ

i
モ
チ
ツ
ツ
ジ
群
集
に
ま
と
め ノ
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ら
れ
る
。
こ
の
群
集
は
中
部
、
東
海
地
方
か
ら
問
山
県
ま

で
の
太
平
洋
側
地
域
に
分
布
し
て
い
る
。

こ
の
群
集
は
さ
ら
に
、

シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
、

カ
ナ
メ
モ
チ
、

コ
シ
ダ
、
カ
ク
レ
ミ
ノ
な
ど
で
識
別
さ
れ
る
シ
ャ
シ
ャ
ン

ボ
車
群
集
と
ウ
ン
ゼ
ン
ツ
ツ
ジ
、

コ
ア
ジ
サ
イ
、

タ
ム
シ

ぺ
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
な
ど
を
も
っ
ウ
ン
ゼ
ン
ツ
ツ
ジ
一
般
日
群
集

に
区
分
さ
れ
る
。

シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
市
民
鮮
集
は
ふ
ハ
叩
山
地
の

南
斜
面
で
約
三
五

0
メ
ー
ト
ル
以
下
、
北
斜
面
で
約
二
五

0
メ
ー
ト
ル
以
下
の
地
域
に
み
ら
れ
る
。

rw也・丘陵の生物とその生態

（六）

コ
ナ
一
フ
群
落

コ
ナ
ラ
、
が
優
占
す
る
林
で
あ
る
が
、

ア
ベ
マ
キ
や
ク
ヌ

ギ
が
混
生
す
る
こ
と
も
あ
る
。
種
類
組
成
約
に
は
ア
カ
マ

ツ
林
と
よ
く
似
て
い
る
。

コ
ナ
ラ
林
は
こ
れ
ま
で
薪
炭
林

と
し
て
利
用
さ
れ
、
定
期
的
に
伐
採
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

議
芽
更
新
に
よ
り
再
生
し
て
き
た
。

し
か
し
、
石
油
や
都

第二節

市
ガ
ス
な
ど
の
燃
料
の
普
及
と
と
も
に
コ
ナ
ラ
林
は
利
用

さ
れ
な
く
な
り
、
放
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

最
近
で

コナラ務落

自然・考，1,・j猿史紛 i
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は
、
ア
カ
マ
ツ
が
γ

ツ
ク
イ
ム
シ
の
被
害
を
受
け
て
枯
れ
だ
し
た
た
め
に
、
逆

に
、
そ
の
稲
川
似
を
広
げ
て
い
る
。

神
戸
市
域
で
は
間
神
戸
に
も
っ
と
も
多
く
分

和
し
て
い
る
。

（
七
）

ス
ギ

i
ヒ
ノ
キ
群
部

ニセアカシプ

神
戸
市
に
お
け
る
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
鮮
落
は
純
林
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も

の
で
、
自
然
の
税
務
は
な
い
。
北
斜
耐
の
裏
ム
ハ
叩
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
l
付
近
に
や

や
広
い
而
加
で
み
ら
れ
る
ほ
か
は
、
小
冊
尉
で
各
地
に
散
本
し
て
い
る
に
す
ぎ

写真 9

：、
0

4
L
L
 

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
は
降
水
放
の
多
い
地
域
に
多
く
、
瀬
戸
内
の
乾
燥
気
候

に
は
巡
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
八
）

一
セ
ア
カ
シ
ア
税
務

こ
ん
り
ゅ
う

ニ
セ
ア
カ
シ
ア
は
北
ア
メ
リ
カ
以
産
で
あ
る
が
、
川
似
に
根
痴
バ
ク
テ
リ
ア
を

も
ち
、
や
せ
地
で
も
よ
く
生
育
す
る
た
め
に
砂
防
府
と
し
て
悩
殺
さ
れ
た
。
六

叩
山
地
で
は
特
に
市
斜
出
に
多
く
、
存
地
に
線
放
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、

岡
本
の
令
一
鳥
山
や
布
引
の
貯
水
池
付
近
に
は
大
規
模
に
Mm
え
ら
れ
て
い
る
。

ニ
セ
ア
カ
シ
ア
は
成
長
、
が
円
十
く
、
当
耐
の
砂
防
に
は
迎
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。

し
か
し
、
神
戸
市
で
は
昭
和
二
十
五
年
か

ら
二
十
八
年
に
か
け
て
多
く
柿
栽
さ
れ
、
瓜
釈
で
は
樹
齢
一
一
一
十
年
以
上
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
低
水
間
が
ほ
と
ん

ど
発
達
せ
ず
、
次
の
位
代
が
育
っ
て
い
な
い
の
で
防
災
上
い
ず
れ
問
題
に
な
ろ
う
。
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ア
カ
マ
ツ

林
の
変
遷

六
市
山
地
の
ア
カ
マ
ツ
林
の
多
く
が
、
明
治
中
期
以
降
の
随
林
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
ο

中
で
も
何
度
山
周
辺
は
、

ク
ロ
マ
ツ
、

明
治
一
一
一
十
六
年
（
一
九
O
一
一
一
）
か
ら
明
治
問
ふ
l

ニ

ヒ
ノ
キ
な
ど
が
似
林
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て

状
に
削
ら
れ
た
裸
地
の
上
に
ア
カ

γ

ッ、

!L!J'也・丘陵の生物とその生態第二節
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ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
、

一一

に
か
け
て
、
階
段

、

｝

O

I
V
プノ一

し
か
し
、
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
入
手
は
加
え
ら

初け

れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
現

在
に
．
沿
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記

録
は
洩
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

昭
和
田
十
九
年

（
一
九
七
回
）
か
ら
…
何
度
山
周
辺
の
ア
カ
マ
ツ
林
に
つ

い
て
定
期
的
に
調
査
を
行
っ
て
き
て
い
る
（
中
溺
ら
、

一
九
七
五
ほ
か
）

0

ま
ず
、
植
林
か
ら
現
従
ま
で
の
ア
カ
マ
ツ
林
の
変

遣
な
知
る
た
め
、
昭
和
五
十
九
年
（

九
八
四
）
に
再

ブJ ）交
メ ILi 
！の
ト j[日
ノレ 方
i人！の
tこア

生カ
育マ
すツ
るイキ
すー に
ベお
てい
のて
木？
本店
の O
株 O
元王子

を
段
採
し
、
年
輪
数
の
測
定
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果

際312 

部
を
示
し
た
の
が
図
口
で
あ
る
。

の

な
お
、
こ
こ

で
は
年
愉
数
を
も
っ
て
樹
齢
と
し
た
が
、
史
探
の
樹

i''l然・考古｛IN:史編 iラ工



締
は
年
輪
数
よ
り
数
年
多
い
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

樹
齢
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
み
る
と
、

ク
ロ
マ
ツ
が
七
八
年
で
あ
る
。

」
れ
は
明
治
一
一
一
十
七
年

ア
カ
マ
ツ
が
八
二
年
、

（
一
九
O
閥
、
調
査
時
か
ら
換
算
し
て
八

O
年
前
）
に
縦
林
し
た
と
い
う
乃
時
の
記
録
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
次
に
樹
齢
の
高
い
慨
体
は
、

カ
ゴ
ノ
キ
の
五
五
年
、

コ
ナ
ラ
の
間
七
年
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、

ネ
ジ
キ
、

タ
ム
シ
バ
、

ヒ
サ
カ
キ
、

ソ
ヨ
ゴ
な
ど
新
し
い
秘

が
続
々
と
定
着
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

ク
ロ
マ
ツ
が
組
林
さ
れ
て
か
ら
、
カ
ゴ
ノ
キ
、

コ
ナ
ラ
な
ど
が
定
新
す
る
ま
で
、
二
十
数
年
か
ら

ア
カ
マ
ツ
、

一
一
一
十
数
年
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
。
こ
の
聞
は
お
そ
ら
く
、
総
林
さ
れ
た
ア
カ
マ
ツ
、

ク
ロ
マ
ツ
と
と
も
に
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ
、

タ
ラ
ノ
キ
、

ヌ
ル
ギ
ノ
、

ス
ス
キ
な
ど
陽
地
伎
の
種
訴
が
出
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
写
真
や
近
く
の
伐
採
跡
地
の

種
組
成
な
ど
が
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

カ
ゴ
ノ
キ
、

タ
ム
シ
パ
、

ヒ
サ
カ
キ
、

ソ
ヨ
ゴ
は
動
物
散
布
型
の
種
子
で
あ

り

コ
ナ
一
フ
は
重
力
散
布
型
（
動
物
散
布
型
と
も
考
え
ら
れ
る
）
の
鶴
子
、

ネ
ジ
キ
は
風
散
布
型
の
種
子
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
種
子
が
も
っ
と
早
い
時
期
か
ら
運
び
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
槌
林
直
後
の
立
地
環
境
で

は
日
当
た
り
が
強
く
ま
た
土
壌
の
乾
燥
も
激
し
く
、

カ
ゴ
ノ
、
午
、

コ
ナ
ラ
な
ど
の
種
群
は
た
と
え
発
芽
し
た
と
し
て
も
途
中
で

枯
れ
て
し
ま
い
定
若
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
以
初
に
侵
入
定
若
し
た
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ
、

タ
ラ
ノ
キ
な
ど
の

種
群
は
、
お
よ
そ
一
ニ

O
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
こ
の
立
地
環
境
を
カ
ゴ
ノ
キ
、

コ
ナ
ラ
な
ど
が
定
着
で
き
る
状
態
に
徐
々
に
変

化
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ク
ロ
マ
ツ
に
加
え
カ
ゴ
ノ
キ
、

し
か
し
、

ア
カ
マ
ツ
、

コ
ナ
ラ
な
ど
が
成
長
し
て
い
く

と
、
立
地
環
境
は
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ
、

タ
ラ
ノ
キ
な
ど
陽
地
性
の
稀
昨
が
生
育
す
る
に
は
不
利
な
方
向
へ
と
変
化
し
、
こ
れ
ら
の

緩
は
衰
退
、
消
滅
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
後
、

ス
ダ
ジ
イ
が
一
二
年
前
か
ら
、

シ
ラ
カ
シ
、

コ
パ
ノ
ミ
ツ
パ
ツ
ツ
ジ
、

ウ
ン
ゼ
ン
ツ
ツ
ジ
な
ど
が
定
義
し
、

ア
フ

カ
シ
が
八
年
前
か
ら
出
現
し
て
い
る
。

ス
ダ
ジ
イ
は
当
地
域
の
級
相
林
の
主
要
構
成
総
で
あ
り
、
再
度
山
の
南
斜
聞
に
あ
る
大

龍
寺
周
辺
に
は
、
樹
高
一
一

0
メ
ー
ト
ル
、
樹
齢
一

O
O年
を
超
え
る
ス
ダ
ジ
イ
の
林
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

ス
ダ
ジ
イ
を

は
じ
め
シ
ラ
カ
シ
、

ア
ラ
カ
シ
な
ど
当
地
減
の
級
制
林
構
成
磁
の
積
子
は
、
植
林
後
比
較
的
平
い
時
期
か
ら
飛
来
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。

し
か
し
、
今
回
の
調
査
で
は
、
樹
齢
二
一
年
、
総
林
後
六

O
年
よ
り
以
前
か
ら
生
え
て
い
た
ス
ダ
ジ
イ
は
み
ら

れ
な
い
。
何
度
山
周
辺
で
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
他
の
調
去
で
も
、
槌
林
後
間
関

O
年
よ
り
平
く
か
ら
生
え
て
い
た
ス
ダ
ジ
イ
は

み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
植
林
後
の
ア
カ
マ
ツ
林
に
ス
ダ
ジ
イ
、

ア
一
ブ
カ
シ
な
ど
の
様
相
林
織
成
穏
が
定
着

シ
ラ
カ
シ
、

し
得
る
状
態
に
ま
で
変
化
発
達
す
る
の
に
、

問
。
年
な
い
し
六

O
年
の
歳
月
を
必
姿
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
最
近
の
ア
カ
マ
ツ
林
の
変
化
を
よ
り
詳
し
く
知
る
た
め
、
川
内
皮
肉
の
北
斜
耐
に
永
久
方
形
区
を
設
置
し
、

九
七
四

山主！！・丘陵の生物とその生態

年
か
ら
五
年
ご
と
に
ア
カ
マ
ツ
林
の
種
級
成
の
変
化
を
記
録
し
て
い
る
。

一
0
年
間
と
い
う
短
い
期
間
で
は
あ
る
が
、

ま
だ
、

ア
カ
マ
ツ
林
の
税
制
服
成
が
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ア
カ
マ
ツ
や
コ
ナ
一
ブ
な
ど
高
木
躍
の
優
占
秘
に
は
大
き

な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
が
、

コ
ッ
ク
パ
ネ
ウ
ツ
ギ
、

マ
ル
パ
ア
オ
ダ
モ
、
ウ
ン
ゼ
ン
ツ
ツ
ジ
、

ナ
ン
キ
ン
ナ
ナ
カ
マ
ド
、

ネ
ザ

サ
、
ア
マ
ヅ
ル
、

ス
ス
キ
、

ワ
一
フ
ピ
な
ど
ア
カ
マ
ツ
林
の
林
内
や
林
縁
に
多
く
み
ら
れ
る
揚
地
性
の
落
葉
樹
や
草
木
は
、
年
々

そ
の
被
度
が
減
少
し
た
り
盗
を
消
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ス
ダ
ジ
イ
、

ア
カ
ガ
シ
、

カ
ナ
メ
モ
チ
、

シ
ラ
カ
シ
、

ヤ
ブ
ツ
パ
キ
、

マ
ン
リ
ョ
ウ
な
ど
当
地
峡
の
阪
相
林
に
多
く
み
ら
れ
る
常
緑
広
葉
樹
は
年
？
で
の
被
度
が
増
加
し
た
り
、
低
水

第二節

府
か
ら
亜
高
木
隠
へ
と
成
長
し
て
い
っ
て
い
る
。

ク
ロ
マ
ツ
が
航
林
さ
れ
た
あ
と
、

ア
カ
メ
ガ
シ
ワ
、

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
得
度
山
周
辺
で
は
、

ア
カ
マ
ツ
、

自然・考古歴史縦i
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一
ブ
ノ
キ
な
ど
の
先
駆
秘
が
出
現
し
、
組
林
後
お
よ
そ
一
一
一

O
年
で
コ
ナ
一
ブ
、

ヒ
サ
カ
キ
な
ど
の
中
川
同
種
が
定
着
し
、
秘
林
後
四

O

な
い
し
六

O
年
を
経
て
ス
、
タ
ジ
イ
、

シ
ラ
カ
シ
な
ど
の
極
相
林
の
梢
成
税
が
侵
入
し
、
そ
の
後
徐
々
に
成
長
し
そ
の
勢
力
を
増

し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ア
カ
マ
ツ
林

の
立
ち
枯
れ

出
門
戸
市
で
も
マ
ッ
ク
イ
ム
シ
の
被
害
が
か
な
り
で
て
お
り
、

近
年
日
本
各
地
で
マ
ッ
ク
イ
ム
シ
に
よ
る
松
の
立
ち
枯
れ
が
限
立
つ
よ
う
に
な
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

手責

三t
.:::1 
ぷ
：必

手3
~ 
沿い－
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図 13 神戸市域のマツタイムシ被害設の推移

（神戸淡林事務所日間資）

特
に
西
神
戸
地
医
で
は
顕
著
で
あ
る
。
神
戸
市
の
最
近
の
一

0
年
間
の
被
害

状
況
を
表
わ
し
た
の
が
関
口
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
昭
和
五
十
二
年
で

主
，
z
f
L
i
r－
－

t
w
F
H
1方
的
存
カ

五
四
五
ヘ
ク
タ
！
ル
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
昭
和
五
十
六

で
は
四
一
二
七
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
約
三
倍
に
も
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

徐
々
に
減
少
し
昭
和
六
十
一
年
で
は
二
二
七

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
。

材
積
で
み
る
と
、
昭
和
五
十
二
年
は
四
四

O
O立
万
メ
ー
ト
ル
で
、

や
は
り
、

昭
和
五
十
六
年
に
最
高
と
な
り
（
六
六
九
五
立
方
メ
ー
ト
ル
）
、

そ
の
後
、
昭
和

．、、
J

－ノふ

年
で
は
一
二
一
八
立
万
メ
ー
ト
ル
に
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
す
る
と
、
こ
の
四
、

五
年
の
開
で
は
減
少
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
い
う
マ
ッ
ク
イ
ム
シ
と
は
、

マ
ッ
ク
イ
ム
シ
、

マ
ツ
ノ
コ
キ
ク
イ

ム
シ
、

オ
オ
ゾ
ウ
ム
シ
、

ク
ロ
カ
ミ
キ
リ
な
ど
マ
ツ
を
食
う
昆
虫
類
を
さ
す

の
で
は
な
く
、

マ
ツ
ノ
マ
グ
ラ
カ
ミ
キ
リ
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
マ
ツ
ノ
ザ
イ

ヴocr

。
的州

〉〔；iJ<)

材

日目

十ノ

双lγ 
〆イ
シジ
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し
よ
う

セ
ン
チ
ュ
ウ
を
い
う
。
六
月
か
ら
八
月
に
γ

ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
り
の
成
虫
が
出
現
し
、
夜
間
マ
ツ
の
新
柄
を
か
じ
る
。
そ
の

し
、
樹
脂
道
を
詰
ま
ら
せ
て
、

日
、
ッ
を
枯
ら
す
。

と
き
に
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
に
つ
い
て
い
た
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
が
伝
播
さ
れ
る
。
そ
こ
で
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
L

ウ
が
繁
殖

一
一
政
の
マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
が
保
有
す
る
γ

ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
は
、

数
千
か
ら
一
万
数
千
四
、
多
い
も
の
で
二

O
万
匹
以
上
に
お
よ
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
る
（
石
原
保
、

UJ地・丘陵の生物とその生態第二節

一
九
七
九
）
。

マ
ツ
ノ
マ
ダ
一
ブ
カ

ミ
キ
リ
ノ
は
衰
弱
し
た
マ
ツ
に
産
卵
す
る
の
で
、
大
気
汚
染
や
群
落
の
選
移

な
ど
で
森
林
の
環
境
が
変
化
し
、

マ
ツ
が
弱
り
、
被
害
を
受
け
や
す
く
な

っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

アカγ ツ林の立ちJ枯れ

マ
ッ
ク
イ
ム
シ
の
防
除
に
関
し
て
は
、
以
前
は
農
薬
を
空
中
散
布
し
て

い
た
が
、
他
の
生
態
系
に
お
よ
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
た
め
に
最
近
は
被
害

木
の
一
本
一
本
に
薬
剤
を
散
布
し
た
り
、
伐
採
捻
去
し
た
り
す
る
方
法
に

変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
経
済
的
、
景
観
的
に
マ
ツ
が
必
要
で
あ
る
地
域
を

除
い
て
、
樹
税
の
転
換
を
計
っ
て
い
く
の
も
良
い
方
法
だ
と
思
わ
れ
る
。

写真 10

ア
カ
マ
ツ
林
と
コ
ナ
一
フ
林
は
神
戸
市
域
の
代
表
的

ア
カ
マ
ツ
林
と
コ
ナ

ラ
林
の
す
み
わ
け

な
二
次
林
で
あ
る
が
、
生
育
状
況
を
み
て
み
る
と
、

尾
根
や
山
国
付
近
に
ア
カ
マ
ツ
林
が
、
谷
筋
や
緩
や
か
な
斜
面
に
は
コ
ナ

…
フ
林
が
発
述
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
六
甲
山
の
治
コ
ブ
シ
で
ア
カ
マ
ツ

林
と
「
ニ
ノ
一
ブ
林
の
組
成
と
土
壌
を
比
較
研
究
し
た
（
中
川
誠
己
、

九七一一）

自然・考古｝箆弘：縦15ラ



も
の
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
組
成
に
つ
い
て
み
る
と
、

コ
ナ
一
フ
林
で
は
コ
ナ
ラ
が
陸
出
す
る
ほ
か
、

ヤ
マ
コ

ネ
ザ
サ
、

ナ
ガ
バ
モ
ミ
ジ
イ
チ
ゴ
、

ウ
パ
シ
、

コ
マ
ユ
ミ
な
ど
が
多
く
出
現
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ア
カ
マ
ツ
林
で
は
ア
カ
マ
ツ
の
ほ
か
に
ネ
ジ
キ
、

ア
セ
ビ
、

コ
パ
ノ
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
、

マ
ル
パ
ア
オ
ダ
モ
な
ど
が
よ
く
み
ら
れ
る
。

十
一
擦
に
つ
い
て
は
、

ア
カ
γ

ツ
林
は
砂
質
か
ら
砂
壌
質
で
、

ま
た
、

コ
ナ
一
ブ
林
は
砂
壌
質
か
ら
壌
質
の
土
壌
と
な
っ
て
い
る
。

細
川
似
の
よ
く
発
達
し
て
い
る
一

O
か
ら
…
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
の
土
壌
の
気
相
、
液
相
、
間
相
の
一
一
一
相
分
布
を
み
て
み

る
と
、

プ
カ
マ
ツ
外
科
で
は
気
相
聞
七
・

O
M問
、
淡
相
九
・
八
U

戸
、
間
相
四
一
一
一
・
二
M
F
で、

コ
ナ
ラ
林
は
そ
れ
ぞ
れ
凹

一
九
・
八
M
W
、
一
二
九
・
二

μ
と
な
っ
て
い
る
。

ア
カ
マ
ツ
林
は
コ
ナ
一
ブ
林
に
比
べ
て
気
相
、
臨
相
は
や
や
多
く
、
液
相
は
少
な

い
こ
と
か
ら
、
尾
根
や
山
阪
の
よ
う
に
や
や
乾
い
た
立
地
を
好
む
こ
と
が
わ
か
る
。

ア
カ
マ
ツ
林
の
発
達
し
や
す
い
…
肋
と
そ
う
で
な
い
場
所
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
丹
波
層
群
の
分
布

し
て
い
る
東
お
多
福
山
や
北
区
の
東
那
付
近
で
は
ア
カ
マ
ツ
林
の
発
達
が
悪
い
。
地
質
に
由
来
す
る
土
壌
の
性
質
が
こ
の
よ
う

地
質
に
よ
っ
て
も
、

な
結
果
を
生
む
と
思
わ
れ
る
が
、
丹
波
層
群
で
は
水
分
を
含
み
や
す
い
土
擦
が
形
成
さ
れ
、
花
こ
う
岩
地
帯
で
は
逆
に
乾
燥
し

や
す
い
土
壌
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

2 

山
地
・
丘
陵
の
動
物

ラ6

ラ4

神戸のさt物とその生態第二掌



神
戸
の
昆

虫
枢

」
の
数
は
余
生
物
の

地
球
上
で
最
も
繁
栄
し
て
い
る
生
物
は
昆
虫
で
、
役
界
中
で
命
名
さ
れ
て
い
る
種
類
が
一
五

O
万
を
超
え
る
ο

！~？.~.完V,·111·

の
ニ
に
達
し
て
い
る
。

し
か
も
毎
年
数
千
の
新
種
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ベ
i

ス
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
こ
の
ま
ま
研
究
が
進
む
と
す
れ
ば
現
存
積
は
一
千
万
以
上
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

隆史編 l

特
定
の
あ
る
場
所
を
限
っ
て
、

し
か
し
、
神
戸
市
峨
に
ど
れ
位
の
種
類
数
の
昆
虫
が
す
ん
で
い
る
の
か
、
残
念
な
が
ら
そ
の
全
貌
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

」
れ
は
ふ
ハ

そ
こ
に
す
む
昆
虫
の
す
べ
て
を
調
在
し
た
資
料
の
一
部
を
示
し
て
お
く
（
表
2
）

0

に
生
息
し
て
い
た
の
が

甲
山
の
北
東
部
に
あ
る
約
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
ク
リ
林
に
す
む
昆
虫
の
種
類
と
量
を
知
る
目
的
で
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
樹
上

一
組
、
地
上
を
歩
行
し
て
い
た
の
が

5'.fiff 

13 

58 

6 

山黄色・丘陵の生物とその生態

クリ林にすむ主主虫（ill口縮努， 1976)

｜樹上li蛾

21 

2 

9 

25穏

13 

10 

22 

日

ー
ノ

1
ノ
ド
と

ど

）

ど

な

）

な

）

）

ど

な

ギ

ど

カ

ど

ど

な

シ

ロ

な

，

な

な

シ

ム

オ

ウ

ブ

）

シ

ガ

ム

メ

コ

ロ

ア

ど

ム

’

テ

カ

’

ゲ

’

な

ト

ウ

タ

’

タ

カ

エ

チ

ブ

ヨ

ヤ

ミ

ツ

サ

ハ

ハ

カ

チ

チ

セ

パ

ク

陸

自

白

羽

う

目

白

日

目

他

し
麹
し
麹
凡
趨
し
麹
同
虫
し
麹
札
麹
札
麹
の

お
品
制
限
ω鞘
M
鱗
口
噛
役
十
M

直
同
脈
そ

第二節

表 2

0 

5 

3 

6 

。
二
種
、
合
計
二

O
五
殺
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
林
の

102 

な
か
を
昼
間
飛
ぶ
種
類
や
、
夜
に
灯
火
に
飛
来
す
る
種
類
な
ど
を
加
え
る

と
五

O
O穂
を
超
え
た
。
こ
の
調
査
は

類

チ ョウ 類 228 135 96 

コウチュウ類 8,800 2,914 1,468 

カメムシ類 約1,000 299 170 

トンボ類 186 91 71 

セ 、、、 類 32 13 9 

103 

神戸で採集された昆虫の稜類数

G&im苦手郎， 1981〕

本｜兵庫県｜神戸市

表 3

種

A 
問

八
月
中
旬
の
数
日
間
だ
け
で
あ
る
の
で
、

年
間
を
通
し
て
調
査
を
続
け
れ
ば
、
こ

の
地
域
だ
け
で
も
得
ら
れ
る
昆
虫
の
槌

類
は
千
の
単
位
と
な
ろ
う
。

神
戸
市
域
で
採
集
さ
れ
た
昆
虫
の
穏

類
は
、
発
表
さ
れ
た
も
の
を
合
計
す
る

と
表
3
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
あ
げ

ら
れ
た
も
の
は
比
較
的
大
形
の
種
類
が

57 



大
部
分
で
、
徴
小
な
種
類
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
さ
き
の
ク
リ
林
の
調
査
な
ど
の
資
料
を
も
と
に
神
戸
市
域
の
昆
虫
の
種
類
を

推
定
す
る
と
多
分
万
単
位
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

植
生
と
昆
虫

見
山
以
は
揃
物
を
餌
と
し
て
生
活
す
る
秘
類
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
級
生
と
の
関
係
が
き
わ
め
て
大

き
い
。
神
戸
市
域
に
は
自
然
林
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
植
生
で
あ
る
。
変
化

の
は
げ
し
い
級
生
に
対
し
て
昆
虫
相
も
そ
れ
相
応
に
変
化
し
て
お
り
、
そ
れ
が
神
戸
市
域
の
昆
虫
相
の
特
徴
で
あ
る
と
も
い
え

る
神
戸
の
山
地
の
椴
生
で
い
ち
ば
ん
而
積
の
広
い
の
は
ア
カ
マ
ツ
林
で
あ
る
。
神
戸
の
ア
カ
マ
ツ
林
の
昆
虫
に
つ
い
て
の
資
料

に
じ
よ
う

が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
比
較
的
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
大
阪
府
の
二
上
山
の
資
料
を
あ
げ
て
お
く
（
表
4
）。

ツ
林
に
薬
剤
を
空
中
散
布
し
た
翠
日
に
、
林
の
な
か
の
道
を

こ
れ
は
γ

メ
ー
ト
ル
歩
い
て
落
下
し
て
い
た
昆
虫
を
全
部
ひ
ろ
い
上

げ
た
も
の
で
、
総
数
二
五
八
三
頭
を
得
て
い
る
。
こ
の
な
か
の
九

O
種
は
マ
ツ
に
依
存
し
て
作
一
括
す
る
種
類
で
あ
っ
た
（
日
浦
努
、

九
七
五
）
。
前
述
の
ク
リ
林
や
マ
ツ
林
の
謂
盗
結
果
に
よ
れ
ば
、

息
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

マツ林の昆虫
（日減努， 1975)

表 4

個体数

233 

523 

1, 173 

155 

23 

204 

198 

31 

32 

11 

双 麹 自

！際競白

鞘 麹 目

鱗趨日

長 麹 自

主i三麹自

1直麹自

l派支話回

鰯始目

その｛也

自

2,583 

〈泊〉虫Z除目はトン，y.など。
長麹自はシザアゲムシな

ど。

トー正一ロ合

一
見
、
単
純
な
ア
カ
マ
ツ
林
で
も
か
な
り
多
額
の
昆
虫
が
生

ア
カ
マ
ツ
林
に
つ
い
で
多
い
の
が
コ
ナ
ラ
林
な
ど
の
雑
木
林

で
、
大
形
の
目
立
つ
昆
虫
の
産
地
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
組
織

的
に
調
査
が
一
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

オ
オ
ム
ラ
サ
キ
や
ギ
ブ

チ
ョ
ウ
は
雑
木
林
の
代
表
的
な
蝶
で
あ
る
。

カ
ブ
ト
ム
シ
や
コ

カ
ネ
ム
シ
の
仲
間
、
子
供
に
人
気
の
あ
る
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
類
は

58 神戸の生物とその生態第二挙



で
あ
る
。

オ
オ
ス
ズ
メ
バ
チ
、

雑
木
林
の
ク
ヌ
ギ
や
ア
ベ
マ
キ
に
集
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
昆
虫
の
穏
類
と
量
が
多
い
の
で
、
こ
れ
ら
を
捕
食
す
る
昆
虫
も
多
彩

キ
イ
口
ス
ズ
メ
バ
チ
は
雑
木
林
の
昆
虫
の
な
か
の
王
者
的
な
存
在
で
あ
る
。

農
耕
地
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
境
も
、
昆
虫
に
と
っ
て
重
要
な
生
息
地
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
雑
木
林
や
マ
ツ
林
に
比

ち 較
す
る
と
非
常
に
変
化
の
は
げ
し
い
環
境
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
常
に
耕
作
さ
れ
て
い
る
沼
畑
が
中
心
で
あ
り
、

一
年
の
う

間
以
上
は
憾
付
と
収
穫
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
作
業
に
伴
っ
て
間
聞
の
環
境
も
大
き
く
変
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
し

い
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
繁
栄
で
き
る
昆
虫
が
意
外
と
多
い
。
農
作
物
の
害
虫
と
な
っ
て
い
る
の
は
代
表
的
な
種
類
で
あ
る
。

ま
た
、

ス
ズ
ム
シ
や
キ
リ
ギ
リ
ス
な
ど
の
鳴
く
虫
た
ち
も
倒
閣
地
慌
に
特
有
の
種
類
と
な
っ
て
い
る
。

川
や
池
と
そ
の
周
辺
も
特
別
な
環
境
で
独
特
の
昆
虫
が
す
む
。
水
生
昆
虫
に
つ
い
て
は
別
項
で
述
べ
ら
れ
る
の
で
こ
こ
で
は

山地・丘陵の生物とその生態第二節

ふ
れ
な
い
。
休
叫
糾
し
て
い
る
水
田
は
絶
好
の
根
性
草
原
と
な
っ
て
、
イ
ト
ト
ン

シロスジコガネ

ボ
の
仲
間
や
ハ
ッ
チ
ョ
ウ
ト
ン
ボ
な
ど
多
く
の
ト
ン
ボ
、
が
復
帰
し
て
い
る
。
川

の
ほ
と
り
の
ヤ
ナ
ギ
に
コ
ム
ラ
サ
キ
、
川
原
の
砂
地
か
ら
ヒ
ゲ
コ
ガ
ネ
や
シ
ロ

ス
ジ
コ
ガ
、
不
が
出
現
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

ヒゲコガネ，

昆
虫
で
も
餌
さ
え
あ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
す
め
る
と
は
限
ら
ず
、
別
の
条
件
が

働
い
て
生
活
の
場
が
決
定
す
る
。
そ
こ
で
総
生
を
考
践
に
入
れ
て
神
戸
市
域
を

昆
虫
の
す
み
場
と
い
う
観
点
か
ら
医
分
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

写真 11

冷
温
帯
型

ブ
ナ
の
生
育
す
る
地
幣
で
、
六
甲
山
の
八

0
0メ
ー
ト
ル
よ

り
高
い
部
分
に
す
む
昆
虫
。
代
表
種
は
エ
ゾ
ゼ
ミ
。
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JJJ 
地
型

低
山
地
型

主
と
し
て
山
地
に
だ
け
す
む
昆
虫
で
、
ミ
ス
ジ
チ
ョ
ウ
や
ス
ミ
ナ
ガ
シ
な
ど
。

一
千
地
に
は
い
な
い
が
山
ら
し
い
と
こ
ろ
に
入
れ
ば
み
ら
れ
る
も
の
。

ア
オ
カ
ナ
ブ

ヒ
グ
ラ
シ
、

カ
ン
タ
ン
、

ン
、
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
な
ど
が
代
表
穏
。

ク
マ
ゼ
ミ
や
ツ
マ
グ
ロ
キ
チ
ョ
ウ
な
ど
。

一
千
地
型

全
域
型

型
に
入
る
。

ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
山
に
入
る
と
い
な
い
種
類
。

山
頂
で
あ
ろ
う
が
、
平
地
で
あ
ろ
う
が
ど
こ
で
も
か
ま
わ
な
い
種
類
で
、
神
戸
に
す
む
昆
虫
の
大
部
分
が
こ
の

も
と
も
と
す
ん
で
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
新
し
く
割
り
込
ん
で
す
み
つ
い
た
昆
虫
を
、
移
入
昆
虫
と
か
帰
化
昆
虫
と
呼
ん
で

は
少
な
い
。

い
る
。
害
虫
の
場
合
は
よ
く
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
害
虫
で
な
い
昆
虫
の
場
合
は
侵
入
し
定
着
し
て
い
て
も
気
づ
か
れ
る
こ
と

イ
チ
ゴ
の
受
粉
昆
虫
の
探
察
中
に
姫
路
で
昭
和
間
十
六
年
に
発

ハ
ナ
パ
チ
の
仲
間
の
イ
マ
イ
ツ
ツ
ハ
ナ
パ
チ
は
、

見
さ
れ
た
が
、
数
年
後
に
は
凶
区
の
農
村
地
域
に
も
広
く
分
布
し
た
。

キ
ベ
ワ
ハ
ム
シ
（
口
絵
5
）
は
美
し
く
院
に
つ
き
ゃ
す
い

た
め
、
平
く
か
ら
研
究
者
が
注
日
付
し
て
い
た
。
原
産
地
は
中
国
南
部
で
神
戸
に
は
明
治
の
終
わ
り
ご
ろ
に
渡
米
し
た
ら
し
い
。

分
布
拡
大
の
速
度
は
遅
く
、
こ
れ
ま
で
に
神
一
円
以
外
で
採
集
さ
れ
た
地
点
は
す
べ
て
兵
路
県
下
で
あ
っ
た
。
同
じ
こ
ろ
、
や
は

り
小
問
南
部
か
ら
入
っ
て
き
た
ア
オ
マ
ツ
ム
シ
は
昭
和
四
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
燦
発
的
な
分
布
拡
大
が
あ
り
、
現
本
で
は
関

東
北
部
か
ら
北
九
州
ま
で
の
主
な
都
市
に
発
生
し
て
い
る
。
神
戸
で
も
昭
和
問
十
五
年
こ
ろ
か
ら
急
に
増
加
し
、

ぷ
年
こ

ろ
聞
広
の
ナ
シ
鴎
で
果
実
が
か
じ
ら
れ
る
被
害
が
出
始
め
る
ほ
ど
に
増
加
し
て
い
る
。

神
戸
の
蝶

移
動
力
の
大
き
い
蝶
は
採
集
さ
れ
た
だ
け
で
は
産
地
と
は
い
え
ず
、
生
活
環
が
完
結
し
て
い
て
毎
年
発
生
を
繰

り
返
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
初
め
て
産
地
と
し
て
記
録
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
採
集
さ
れ
た
報
告
が
あ
っ

60 事l1l~iのg;_物とその生態知－－竺？
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第二節山地・丘陵の生物とその生態

表 5神戸の蝶

（アゲノ、チョウ科） ゴイシシジミ オオムラサキ

ジャコウアゲノ、 クロシジミ

アオスジアゲハ Oウラナミシジミ （ジャノメチョウ科）

キアゲハ ヤマトシジミ ヒメウラナミジャノメ

ウラナミジャノメアゲハチョウ シノレピアシジミ

オナガアゲハ ノレリ、ンジミ グロヒカゲア

グ戸プゲハ ツノくメシジミ ヒカゲチョウ

ナガサキアゲハ グロツハメシジミ ヤマキマダラヒカゲ

サトキマ夕、、ラヒカゲ

ヒメジャノメ

モンキアゲハ ウラギンシジミ

カラスアゲハ

。ミヤマカラスアゲハ （テングチョウ科） コジャノメ

ギフチョウ テングチョウ ヒメヒカゲ

ムウスパシロチョウ

（シロチョウ科）

キチョウ

ツマグロキチョウ

モンキチョウ

ツマキチョウ

モンシロチョウ

九ジグロチョウ

エゾスジグ口チョウ

ムスジボ、ソヤマキチョウ

（シジミチョウ科）

ムラサキシジミ

ムムラサキツバメ

ウラゴマタラシシミ

ウラキ γシジミ

アカシジミ

ウラナミアカシジミ

ミズイロオナガシジミ

ダイセンシジミ

ミドリシジミ

オオミドリシジミ

トラフシジミ

コツノミメ

ベュシジミ

。グ戸コノマチョウ

（マ夕、ラチョウ利）

。アサギマダラ （セセリチョウ科）

ミヤマセセリ

（タテハチョウ科） ダイミョウセセリ

ウラギンスジヒョウモン プオパセセリ

オオウラギンスジヒョウモン キマダラセセリ

ミドザヒョウモン コチャパネセセリ

クモガタヒョウモン オオチャバネセセザ

メスグロヒョウモン Oチャパネセセリ

ウラギンヒョウモン イチモンジセセリ

0オオウラギンヒョウモン ホソパセセリ

0ツマグロヒョウモン ムヘリグロチャパネセセ F
イチモンジチョウ ギンイチモンジセセヲ

アサマイチモンジ

コミスジ （迷蝶）

ホシミスジ カノミマ夕、ラ

ミスジチョウ メスアカムラサキ

ムサカハチチョウ アオタテハモドキ

キタテハ イシガケチョウ

アカタテハ キベリタテハ

ノレジタテハ クジャクチョウ

Oヒメアカタテハ シータテハ

スミナガシ ギンポシヒョウモン

コムラサキ サツマシジミ

ゴマダラチョウ

C-Olli考〕 A…主主殺について疑問のある怒 ＠…1980年ζろから採集記録のない稔

0・越冬が確認されていない滋

6r JWl史書ill Cl ？＜長・ 'JJ·•'<·



た
九
六
種
を
厳
密
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
と
、
定
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

は
七
一
一
一
穂
と
な
っ
た
。
夏
か
ら
秋
に
静
通
に
み
ら
れ
る
ツ
マ
グ
ロ
ヒ
自
ウ
モ
ン
、

オオムラサキ

ヒ
メ
プ
カ
タ
テ
ハ
、

ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
の

ウ
ラ
ナ
ミ
シ
ジ
ミ
＼

チ
ャ
パ
ネ
セ
セ
リ
、

五
種
は
神
戸
市
内
で
は
越
冬
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
越
冬
似
体
が
あ
っ

た
と
し
て
も
次
世
代
の
発
生
源
と
は
な
り
難
い
密
度
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
暖
地

で
越
冬
し
た
も
の
が
飛
米
し
発
生
を
繰
り
返
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ミ
ヤ
マ
カ
ラ
ス

写真 12

ア
ゲ
ハ
と
ク
ロ
コ
ノ
マ
チ
ョ
ウ
は
、
近
年
で
は
ほ
と
ん
ど
毎
年
採
集
報
告
が
あ
る

が
、
越
冬
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
ο

ウ
ス
バ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
、

ス
ジ
ボ
ソ
ヤ
マ
キ
チ

ョ
内
／
、

ヘ
リ
グ
ロ
チ
ャ
バ
ネ
セ
セ
リ
、

サ
カ
ハ
チ
チ
ョ
ウ
、

ム
ラ
サ
キ
ツ
バ
メ
の

五
種
は
、
そ
う
速
く
な
い
所
に
産
地
が
あ
り
神
戸
に
い
て
も
不
自
然
で
は
な
い
が
、

ガ
ケ
チ
ョ
ウ
、

産
地
と
し
て
認
め
る
に
は
資
料
が
足
り
な
い
ο

熱
情
系
の
カ
パ
マ
ダ
一
ブ
、

ギ
ン
ポ
シ
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
は

サ
ツ
マ
シ
ジ
ミ
と
梨
、
地
系
の
キ
ベ
ワ
タ
テ
ハ
、

メ
ス
ア
カ
ム
ラ
サ
キ
、

ア
オ
タ
一
ア
ハ
モ
ド
キ
、

イ
シ

ク
ジ
ャ
ク
チ
ョ
ウ
、

シ
i
タ
テ
ハ
、

明
ら
か
に
た
ま
た
ま
飛
米
し
た
迷
蝶
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
普
通
ぬ
で
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
多
践
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
発
生
既
成
の
年
次
変
動
も
大
き
い
。

七
一
一
一
係
の
う
ち
六
二
組
ま
で
が
広
減
分
布
和
、

産
地
が
限
ら
れ
た
り
発
生
が
少
な
い
こ
と
で
広
域
分
布
絵
と
区
別
さ
れ
て
い
る
蝶
の
な
か
で
、

多
く
、

ホ
シ
ミ
ス
ジ
は
住
宅
地
域
に

オ
オ
ム
ラ
サ
キ
、

ス
ミ
ナ
ガ
シ
、
ミ
ス
ジ
チ
ョ
ウ
、

ク
ロ
シ
ジ
ミ
は
山
地
に
普
通
に
み
ら
れ
る
。

ダ
イ
セ
ン
シ
ジ
ミ
、

62 inご殺事fl戸の生物とその生態



ウ
ラ
キ
ン
シ
ジ
ミ
、

ギ
ブ
チ
ョ
ウ
（
口
絵
5
）
は
少
な
い
な
が
ら
安
定
し
た
密
置
を
保
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
雑
木
林

に
生
息
し
て
い
る
種
類
で
あ
る
が
、
草
原
に
す
む
と
ョ
ウ
モ
ン
チ
ョ
ウ
の
仲
間
や
ギ
ン
イ
チ
モ
ン
ジ
セ
セ
ジ
、

ヒ
メ
ヒ
カ
ゲ
な

ど
の
発
生
は
か
な
り
不
安
定
で
、

オ
オ
ウ
ラ
ギ
ン
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
は
姿
を
消
し
て
久
し
い
。

ク
ロ
ツ
バ
メ
シ
ジ
ミ
は
北
区
の
山
地

の
乾
い
た
岩
場
な
ど
に
生
え
る
ツ
メ
レ
ン
ゲ
に
、
少
数
な
が
ら
安
定
し
た
発
生
が
続
い
て
い
る
。

か
つ
て
は
迷
蝶
で
あ
っ
た
ナ

ガ
サ
キ
プ
ゲ
ハ
が
昭
和
五
十
年
こ
ろ
か
ら
市
街
地
に
現
わ
れ
始
め
、
六
十
年
代
に
は
黒
い
ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
の
な
か
で
個
体
数
が

最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

神
戸
の
野
鳥

神
戸
の
野
鳥
は
、
本
州
西
南
部
低
地
で
普
通
に
み
ら
れ
る
種
が
多
く
、
特
政
縫
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
。

野
鳥
の
生
息
地
と
し
て
み
た
六
甲
山
地
は
、
高
さ
も
、
深
い
渓
谷
や
裾
野
の
広
が
り
も
不
十
分
な
の
で
、
そ

111主h・丘i凌の生物とその生態

こ
に
い
る
烏
は
平
地
や
丘
陵
と
共
通
種
が
大
部
分
を
占
め
る
。
ま
た
、
平
野
部
は
、
関
誌
や
北
誌
の
…
部
を
除
い
て
、
大
部
分

ひ
が
た

一
方
、
海
岸
線
に
も
干
潟
や
草
原
も
な
く
、
わ
ず
か

が
市
街
地
で
占
め
ら
れ
、
広
大
な
商
積
の
公
悶
緑
地
も
社
寺
林
も
な
い
。

に
残
っ
た
砂
浜
も
遊
園
地
化
さ
れ
、
数
種
の
海
鳥
を
除
け
ば
、
鳥
の
す
め
そ
う
な
と
こ
ろ
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
水
辺
や
草

原
に
す
む
鳥
は
農
村
地
域
で
生
活
し
て
い
る
。
水
田
や
溜
池
は
こ
の
よ
う
な
烏
に
と
っ
て
、
草
原
や
混
地
の
代
わ
り
と
し
て
の

意
味
を
も
っ
。

照
葉
樹
の
う
っ
そ
う
と
繁
る
森
は
森
林
性
の
鳥
が
多
く
す
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
す
む
鳥

の
種
類
は
限
ら
れ
、
制
体
数
も
少
な
い
も
の
で
あ
る
。

か
え
っ
て
、

い
く
ら
か
入
手
が
入
り
、
定
期
的
に
一
部
が
伐
採
さ
れ
る

第二節

よ
う
な
常
緑
、
落
葉
混
生
の
二
次
林
や
、
間
畑
と
の
接
点
の
方
が
、
種
類
数
、
個
体
数
と
も
に
多
い
。
神
戸
の
背
山
や
丘
陵
に

は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
多
い
。

自然・考，1,探究者百 i63 



iJJEEI防護那の野鳥（冬期）
1982. 1～1986. 1 ( 5図潟査の平均依〉
総主主区域限絞 50mX3km÷約Sha均 20ha
鰯l'El回当たちの総出現個体数平均 310羽

表 6

出現率（%） 1出現個体数（羽）｜出現個体率（%）
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5.8 

5. 2 

4.8 

4. 2 

3.2 

0

0

5

3

0

8

6

5

3

0

 

4
・
2
d
う

ゐ

ヲ

h
q
A

唱
i

g

i

－
A
1
A
t
i

nu 
〕

／

／

／

／

／

／

／

／

／

（

j

j

／

J

J

／

／

ノ

J

1
 

表以外で出現率60%εltの種類271'主

メジロ，ヤマガラ，カワラヒワ，マヒワ，アオジ，キクイタダキ，シロハラ，シメ，コ
ゲラ，ハシポソ jfラス， トピ，ハシブトガラス． ノレリピタキ， イカル， カケス， アト

リ，アオゲラ，モ;t:，ワソ．キセキレイ，セグロ位キレイ，タイワンコジュケイ，ベニ

マシコ，ジョウピタキ，ムクドワ，アカケ。ラ，ミソサザイ

〔，j,IJ立法〕

見通しの惑い体r!1や起伏の多いNrでは， i且の河側各 25mの組問l乙出E見するおを数える

方法で行う。
見返しのきく場所や限られた区域のz鵠交は，問視できる会個体を数える方法で行う。

〔鈴出法〕

名

ホオジロ

カシラダカ

ヒヨドリ

ススメ

ツグミ

シジュウカゃラ

ウグイァ、

エナガ

キジバト

ミヤマホオジロ

限
ら
れ
る
種
類
も
あ
る
か
ら
、
山
野
を
よ
く
歩
く
人
で
も
、

穏

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

 

ー

100 
l出気え

その認の出現側体数
ill！見偲削＇（%）口一一議官現在百誠一一× 100

その{ff［のHI現間数日！ ITIIの湖至宝でl羽以上見ればすべて Iである。

fむ耳lヰ＼60%というのは10凶の溺査で6悶は5もるということだから，その季節に該当の鋭
祭地へ行けば，たいていは見られるといった感じである。

現
在
ま
で
に
神
戸
で
記
録
さ
れ

て
い
る
野
鳥
は
二
百
数
十
種
を
数

え
る
が
、
た
だ
一
度
だ
け
の
偶
然

の
飛
来
と
み
な
さ
れ
る
記
録
も
ず

い
分
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

神
戸
の
野
鳥
と
し
て
取
り
上
げ
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
種
類
は
、

年

中
み
ら
れ
る
鳥
と
ほ
ぼ
毎
年
来
る

渡
り
鳥
、
少
な
く
と
も
数
年
に

度
以
上
は
記
録
さ
れ
て
い
る
渡
り

鳥
に
限
定
す
る
の
が
適
当
で
、
そ

れ
ら
は
約
一
七

O
種
数
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
中
に
も
、
数
の
少

一
年
を
湿
し
て
百
種
を
少
し
出
る
程
度
の
種
類
が
み
ら
れ
た
な
ら

な
い
稔
類
や
…
奴
い
期
間
の
出
現
に

ば
幸
運
な
ほ
う
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
神
戸
の
地
理
的
位
置
、
地
形
、
自
然
環
境
の
現
状
な
ど
か
ら
み
て
、
多
く
も
少
な
く
も

な
い
数
値
と
い
え
よ
う
。
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つ
ぎ
に
神
戸
の
標
準
的
な
山
地
と
、
市
街
地
に
間
し
た
丘
陵
地
の
、
一
一
地
点
、
を
選
ん
で
の
調
査
結
果
を
述
べ
る
。

そ
れ
ぞ
れ

月
（
越
冬
期
）
と
六
月
（
繁
熔
期
）
の
野
鳥
の
分
布
状
態
が
も
っ
と
も
安
定
し
た
月
を
選
び
、
調
査
結
果
を
表
に
し

説
明
を
加
え
た
。

こ
の
よ
う
な
調
査
は
、
俗
間
多
少
呉
な
る
数
値
が
出
る
性
絡
の
も
の
だ
か
ら
、
傾
向
を
つ
か
む
目
安
と
解
釈

!Lt地・丘陵の生物とその生態

Jll倒的態那の野鳥（繁嫡期〉
l骨82.6～1986.6 (5＠］潟査の平均依〉
:tllliま区域函綴 Som×3km＋約Sha均 20ha
i自殺 l期当たりの総出現個体数平均 163羽

表 7

第二節

出現嘉手（%） 1fB現個体数（羽）i出現個体率（%）

18.4 

17. 1 

12.3 

9. 2 
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1 ＇スズメ

2 iヒョドワ

3 .ウグイス

4；ホオジロ

5：ヤマプfラ

6；シジュウカ、ラ

7 ヤァヘザメ

8 メジロ

8 Iエナガ

10 Iオオノレリ

1議

表以外でiii~見ヰ660%以上の殺綴20殺
γパメ．ヰジパ l，コシアカツノぜメ，カワラヒワ．ノ、シポソ jjラス，サシ Jヘセンダイ

ムシクイ， なグロセキレイ．カケス，ホ 1トギス，イカノレ，コケ。ラ，サンコウチョウ．

アオゲラームクドリ，モズ．トピ，タイワンコジュケイ，ハシブトガラス．コイサ＇ F
jl;j＇.＇）＜を！従問中のツバメ類は対 ff：外としたが平均20～30羽を数える。

当l!!lで総；悲した瀦頬数の合計〈会不時71987. 8. まで〉 107稔

高IlxザザヨK~lllの野鳥（冬期）
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.~~1主lま域商店I 約ιSha
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表 8
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し
て
預
き
た
い
。
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、

問

j
五
月

と
八
J
十
一
月
の
渡
り
の
季
節
の
調
交
で
は
さ
ら
に
変
動
が
大
き

く
、
定
盤
的
に
は
取
り
扱
い
に
く
い
も
の
で
あ
る
。

蕊
那
と
商
取

山
の
野
鳥

表
6
と
表
7
は
、

藍
那
小
学
校
か
ら
丹
生
神
社

へ
絞
け
る
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
一
部
と
い
く

ら
か
の
脇
道
を
利
用
し
て
調
ふ
食
し
た
結
果
で
あ
る
。
調
査
地
の
大

部
分
は
一
一
次
林
で
お
お
わ
れ
、

ク
ヌ
ギ
、

ク
リ
、

コ
ナ
一
ブ
な
ど
が

多
い
が
、

マ
ツ
、

モ
ミ
、
カ
ヤ
な
ど
針
葉
樹
も
ふ
く
み
、

シ
イ
、

ク
ス
ノ
キ
な
ど
常
緑
樹
の
混
生
も
多
く
、
タ
ケ
類
、

ス
ギ
、

ャ
ブ
シ
な
ど
の
植
林
も
あ
る
。
階
段
状
の
水
旧
、
小
泊
池
が
点
作

す
る
起
伏
に
富
む
地
形
で
流
れ
も
幾
条
か
走
る
。
神
戸
背
山
の
任

陵
地
で
自
然
が
適
度
に
残
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
の
型
の
野
鳥
分

布
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
モ
デ
ル
地
域
で
あ
る
。
繁
瀬
川
刑

の
六
月
に
、
出
現
率
六

O
M沖
以
上
の
種
績
が
一
一
一

O
稀
も
あ
る
こ
と シ

高J＆仰木知llのtl野鳥（繁舶用IJ)

l号70.6～1985.6 (5閲s鴻査の平均｛1心
お査区域商政 約6.Sha 
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は
、
か
な
り
良
好
な
環
境
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

表 9

::J'1 

スズメ

ヒヨドリ

ツノ、メ

エナブf

トピ

キジパト

カワラヒワ

ホオジロ

ウグイス

コゲラ

表以外でill現ヰ%0~長以上の穏滋 6秘
コシアカツパメ．ヤブサメ，シジュウガラ，ムデドリ，ハシブトガラス，ハジ •I＇ソプf ラ

ス 潟笠を旋回中のツパメ芸員は対象外としたが>V-守均約20羽を数える。

当地でR誤認した糠奴数の合計（会季節 1987.8. まで〉 104綴

II¥現率（.96)!IH現｛同体数（羽）！！日現間体ネ（%）

30.6 

16. 5 
14. 1 

9.4 

5.9 

5. 9 

4. 7 

3. 5 

2.4 

2.4 

ぷ

U

4
・
q
L
O
O
N
D
H
b
バ

ザ

内

δ

2

2

勺

A

’i
1
A

100 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

I/ 

// 

// 

表
8
と
表
9
の
高
取
山
国
有
林
は
、
高
取
山
の
東
溺
部
中
腹
か
ら
麓
に
か
け
て
広
が
り
、
こ
の
山
で
最
も
自
然
の
よ
く
残
っ

;fjf¥ 

て
い
る
部
分
で
あ
る
。
高
取
山
は
市
街
地
に
閉
ま
れ
た
孤
島
の
状
態
に
あ
り
、
山
な
み
が
続
く
小
の
一
氏
側
や
農
地
の
中
の
丘
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陵
地
に
く
ら
べ
、
生
活
で
き
る
烏
の
種
類
が
限
ら
れ
る
。

し
か
し
、

ニ乙

／ 

キ
の
巨
木
が
多
く
、
そ
の
果
実
が
冬
の
烏
に
多
く
の
食
餌
を
提
供
す
る
の

コゲラ

で
、
ヒ
ヨ
ド
リ
、

シ
メ
、

ツ
グ
ミ
な
ど
が
目
立
っ
て
多
く
、
密
度
も
高
い
。

方
、
繁
一
納
期
に
は
お
の
係
類
が
著
し
く
少
な
い

G

こ
れ
は
、
ま
わ
り
の

写!tt13 

探
境
、
森
の
広
さ
か
ら
み
て
当
然
で
あ
る
。

じ｝、
J:: 

一
地
点
を
比
較
し
て
み
る
と
、
藍
那
に
く
ら
べ
て
お
取
山
の
鳥
稲

が
著
し
く
貧
弱
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
商
取
山
の

位
霞
に
あ
り
、
渡
り
の
季
節
に
は
思
い
が
け
な
い
極
類
が
出
現
し
た
り
、
個
体
数
の
収
減
の
一
怖
が
大
き
い
。

よ
う
に
孤
立
し
た
丘
状
の
地
で
も
、
渡
り
鳥
の
中
縦
地
と
し
て
は
重
要
な

市
街
地
の
な
か
の
、
点
の
よ
う
な
社
寺
林
や
公
開
問
で
は
さ
ら
に
穏
期
も
減
り
、
生
息
す
る
個
体
数
は
限
ら
れ
て
く
る
ο

鳥
の

iLlJ愈・丘陵のさE.物とその生態

よ
う
に
自
由
に
空
を
飛
ん
で
移
動
で
き
る
小
動
物
で
も
、
生
活
し
、
繁
摘
す
る
と
な
る
と
、
地
続
き
で
あ
る
程
度
以
上
の
而
積

を
も
っ
生
活
場
所
の
有
無
が
、
そ
の
分
布
に
大
き
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。

モ
グ
ラ
と

ネ
ズ
ミ

一
九

O
五
年
に
発
表
さ
れ
た
、
イ
ギ
リ
ス
人
ト
マ
ス
叫
4
5
8
g
叶
J

の
論
文
「
ス
ミ
ス
氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
日

本
の
い
く
つ
か
の
新
し
い
暗
乳
類
L

は
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
東
プ
ジ
プ
地
域
の
論
文

と
と
も
に
、
今
で
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
中
に
、
神
戸
に
関
係
の
あ
る
補
乳
類
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。

第二節

一
つ
は
コ
ウ
ベ
モ
グ
ラ
で
、
そ
れ
ま
で
は
木
の
モ
グ
ラ
は
一
徳
類
、

シ
ー
ボ
ル
ト
が
持
ち
帰
っ
た
標
本
の
中
に
あ
っ
た
、
今

日
で
い
う
ア
ズ
マ
モ
グ
ラ
だ
け
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
も
う
一
縄
、
違
う
モ
グ
ラ
が
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

自主ヤ考古Eを史編l67 



マ
ス
は
こ
の
一
助
し
い
モ
グ
ラ
に

h
h
c
h
ミ、日

g
a
N
q白
雪
守
町
白
白
と
い

コウベモグラ

う
学
名
、
を
付
け
た
。

RO両
国
司
白
同
料
、
。
句
史
誌
は
シ
！
ボ
ル
ト
の
標
本

に
対
し
て
付
け
ら
れ
た
学
名
で
、

モ
グ
ラ
と
い
う
日
本
一
泌
が
誤

っ
て
川
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ο

最
後
の
泌
総
名
宮
守
富
田
は
神

写真 14

一
ど
な
意
味
し
、
基
準
と
し
た
標
本
を
ス
ミ
ス
が
神
戸
で
採
集
し

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
和
名
の
コ
ウ
ベ
モ
グ
ラ
も
そ
れ
か
ら

と
ら
れ
て
い
る
。

学
名
に
都
市
の
名
が
付
い
て
い
る
例
は
、
時

乳
矧
で
は
珍
し
い
。

モ
グ
ラ
類
の
分
類
は
大
変
問
題
が
多
く
、

コ
ウ
ベ
モ
グ
ラ
も
独
立
種
な
の
か
、
東
ア
ジ
プ
地
域
の
ど
れ
か
の
稲
の
班
種
な
の
か
議
論
が
多
い
。

し
か
し
、

コ
ウ
ベ
モ
グ
ラ

は
日
本
の
モ
グ
ラ
の
中
で
の
東
北
却
と
は
明
ら
か
に
退
っ
た
四
日
本
却
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ト
マ
ス
の
論
文
に
は
、
も
う
一
つ
神
戸
を
甘
沼
産
地
と
す
る
も
の
が
山
て
い
る
。
そ
れ
は
採
集
者
の
ス
ミ
ス
を
記
念
し
て
命
名

さ
れ
た
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ
で
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
学
名
は
同
D
S
S
D
逮
リ
友
達
刷
ご
と
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
こ
の
論
文
で
は
神
戸

現
夜
は
六
甲
山
に
は
ニ
ホ
ン
ザ
ル
は
い
な
い
。

を
茶
一
産
地
と
す
る
晴
乳
類
が
あ
っ
た
が
、
現
在
の
分
頬
で
は
他
の
係
の
伺
名
と
し
て
無
効
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
最
近
ま
で
い
た
と
い
う
報
告
が
あ
る
。

ニ
ホ
ン
ザ
ル

大
正
十
二
年
、
当
時
東
北
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
人
類
学
者
の
長
谷
部
一
寸
前
人
が
全
国
の
郎
役
所
に
手
紙
を
出

し
、
サ
ル
の
生
息
状
況
を
調
べ
て
い
る
。
そ
の
返
答
が
現
在
東
京
大
学
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
武
庫
郡
西
櫛
村
（
渓
灘
区
）
摩
耶

山
に
「
棲
息
セ
ル
モ
、
械
メ
テ
砂
ナ
シ
L

と
川
答
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
正
の
末
期
ま
で
は
少
な
い
な
が
ら
も
、
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六
甲
山
に
ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、

い
つ
ま
で
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

界
付
近
に
生
息
し
て
い
る
。

リ
ス
、
一
ア
ン
、
イ
タ
チ
、

シ
カ
は
有
馬
郡
賠
償
村
（
北
区
有
野
町
唐
椴
）
で
明
治
九
年
に
ニ
五
頭
が
捕
獲
さ
れ
た
記
録
が
あ
る
。
現
在
で
も
さ
削
市
と
の
境

ア
ナ
グ
マ
な
ど
、

ほ
か
に
六
甲
山
に
は
、

哨
乳
類
が
の
こ
っ
て
い
る
。

タ
ヌ
キ
、

か
な
り
の
種
類
の

れ
る
。
芦
屋
市
と
の
境
界
に

中
で
も
有
名
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
イ
ノ
シ
シ
で
、
六
甲
山
地
域
に
は
三
百
頭
以
上
生
息
し
て
い
る
と
い
わ

イ
ノ
シ
シ

い
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
付
近
な
ど
、
山
中
の
数
カ
所
で
街
付
け
さ
れ
て
い
る
も
の

も
あ
り
、
花
取
を
荒
ら
す
な
ど
の
問
題
も
生
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
む
し
ろ
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
奈

災
の
シ
カ
の
よ
う
に
、
市
誌
に
愛
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
り
、
保
護
す
べ
き
動
物
と

ill地・丘陵の生物とその生態、

い
え
よ
う
。

イ
ノ
シ
シ
の
生
態
、
特
に
そ
の
任
会
構
造
に
つ
い
て
は
、
六
甲
山
で
の
研
究
か

ら
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
イ
ノ
シ
シ
の
群
れ
は
ほ

殺
を
中
心
と
し
た
母
系
社
会
で
、
生
後

っ
た
娩
は
母
親
か
ら
離
れ
て
独
立

生
活
に
入
る
。
雌
の
子
供
は
な
お
母
と

絡
に
暮
す
が
、
自
分
も
子
供
を
践
む
と

母
か
ら
少
し
縦
れ
、
子
供
が
成
長
す
る
ま
で
ほ
の
近
く
で
別
の
鮮
れ
と
し
て
生
活

第二節

す
る
。独

立
し
た
雌
の
行
動
範
留
は
雌
の
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
広
く
、
特
に
交
尾
期
に

i当然・ 3号・11:1Jjf.l)':総iI 
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な
る
と
、

速
く
縦
れ
た
と
こ
ろ
へ
移
動
す
る
。

鋭、ご常事l!Jゴの生物とその生態 70 



第
三
節

市
街
地
の
生
物
と
そ
の
生
態

市
街
地
の
緑

市
街
地
の

緑
化

六
甲
山
の
緑
化
が
治
山
治
水
上
の
川
崎
山
か
ら
明
治
一
一
一
十
1

年
代
以
降
本
格
的
に
行
わ
れ
て
き
た
の
に
く
ら
べ
、
市

街
地
の
緑
が
問
題
と
な
り
、
活
発
に
緑
化
事
業
が
行
わ
れ
だ
し
た
の
は
比
絞
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

神
戸
で
最
初
に
街
路
樹
が
植
え
ら
れ
た
の
は
、
山
間
洋
的
な
都
市
計
闘
に
よ
っ
て
係

e
つ
く
り
が
行
わ
れ
た
外
悶
入
居
留
地
で
あ

市街地の生物とその1'.態

一
八
六
九
年
二
月
に
居
留
地
の
自
治
機
関
で
あ
る
居

っ
た
。
神
戸
発
行
の
英
字
新
聞

ヒ
ョ

i
ゴ
・
ニ
ュ
ー
ズ

に
よ
れ
ば
、

留
地
会
議
で
バ
ン
ド
（
海
岸
通
り
）
の
植
樹
が
決
議
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
八
七

O
年
十
一
月
に
バ
ン
ド
の

樹
木
は
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。

;¥ 
v七

の
外
国
入
居
留
地
の
地
図
な
ど
を
み
る
と
、
街
路
・
公
閣
に
値
樹
さ
れ
て

し
か
し
、

お
り
、
そ
の
後
は
成
功
し
た
ら
し
い
。

大
正
九
年
に
都
市
計
画
法
が
施
行
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
市
街
地
で
幹
線
街
路
の
整
備
拡
張
が
始
ま
り
、
そ
の
卒
業
の
市
中
で

第三節

街
路
出
向
縞
裁
が
行
わ
れ
た
の
が
、
神
戸
市
に
お
け
る
本
格
的
な
街
路
樹
純
殺
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
昭
和
十
一

サ
ク
ラ
（

。
五

月
の
市
の
4

調
査
で
は
、
プ
ラ
タ
ナ
ス
（
四
九
O
一一一本）、

ア
オ
ギ
リ
（
一
八
五
五
本
）
、
イ
チ
ョ
ウ
（

六
九
四
本
）
、

自然・ 3号。花｛lfiと史編 I7I 



本
）
な
ど
を
主
に
し
て
街
路
樹
木
数
は
…
万
一
八
六
五
本
に
述
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
事
業
も
昭
和
十
一
一
一
年
の
水
害
と
戦
争
の
影
響
で
中
断
し
、

：こ
l
i
日

4
d
t
叫
川
手

月
十
七
日
と
六
月
五
日
の
空
襲
で
、
そ
の
当
時
に
植
え

諏訪111線の街路樹

ら
れ
て
い
た
一
万
一
閉
九
五
本
の
街
路
樹
の
半
数
以
上
が
焼
失
し
、

ア
オ
ギ

リ
（
一
一
一
一
一
九
本
）
、
。
プ
ラ
タ
ナ
ス
（
一
一

四本）、

イ
チ
ョ
ウ
（
七
O
九本）、

γ
ジ
ュ
（
五
六
四
本
）
、

ヤ
ナ
ギ
（
五
一
六
本
）
な
ど
一
一
樹
積
、

四
九
一
二
一
…
本
を

残
し
て
終
戦
を
む
か
え
た
（
昭
和
二
十
年
九
月
神
戸
市
観
光
課
調
査
）
。

写真 16

市
街
地
の
大
半
が
焼
土
と
化
し
緑
を
な
く
し
た
終
戦
院
後
の
神
戸
市
に
あ

っ
て
、

「
神
戸
の
復
興
は
緑
か
ら
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
か
か
げ
、
市
民
各

間
の
有
志
が
会
員
と
な
っ
て
昭
和
二
十

に
神
戸
緑
化
協
会
を
設
立
し
、

毎
年
会
費
を
負
担
し
て
、
市
街
地
の
緑
化
、
六
叩
山
の
緑
化
の
啓
蒙
と
出
火
銭

に
乗
り
出
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
他
都
市
に
知
を
み
な
い
詑
目
す
べ
き
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
神
戸
の
緑
化
に
取
り
組
む
市
民
組
織
も
次
々
と
生
ま

れ
、
神
戸
市
と
し
て
も
、
昭
和
間
十
六
年
度
か
ら
街
の
緑
化
卒
業
を
市
の
最
重
点
施
策
の
一
つ
に
と
り
上
げ
て
、
市
、
市
民

体
と
な
っ
て
の
グ
リ
ー
ン
コ
ウ
ベ
作
戦
の
実
施
と
な
っ
た
。
神
戸
の
市
街
地
緑
化
が
こ
こ
に
本
務
化
し
た
。

グ
リ
ー
ン
コ
ウ
ベ

の
緑
被
本
は

二
－

O
U問
で
あ
り
、
附
和

作
戦
が
始
ま
っ
た
怒
年
の
昭
和
田
十
七
年
に
、
航
空
写
真
を
使
っ
て
市
の
公
開
緑
地
部
が
調
査
し
た
六
甲
山
地
雨
麓
の
市
街
地

年
の
同
じ
調
査
で
は
ニ
凹
・
一
一
一

μ
に
な
っ
て
い
る
。

72 
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市
街
地
の
緑
の
中
で
も
っ
と
も
基
本
と
な
る
街
路
樹
の
他
殺
に
は
、

昭
和
田
十
六
年
度
初
め
に
、
イ
チ
ョ
ウ
、
プ
ラ
タ
ナ
ス

グ
ワ

i
ン
コ
ウ
ベ
作
戦
の
な
か
で
も
特
に
力
が
住
が
れ

六
十
一
年
度
末
に
は
、
イ
チ
ョ
ウ
（
一
万
三
六
O
五本）、

ク
ス
ノ
キ
（
九
八
O
四本）、

に
し
て
一
万
七
じ
五
五
本
あ
っ
た
市
内
の
街
路
樹
は
、
昭
和

一
本
）
、
プ
ラ
タ
ナ
ス
（
五
O
O七
本
）
な
ど
を
中
心
に
二
九
万
人
間
一
一

本
に
あ
た
る
。
市
街
地
の
緑
に
と
っ
て
も
う

つ
の
大
き
な
役
割
を
も
っ

都
市
公
間
際
践
は
、
昭
和
四
十
六
年
度
初
め
に
市
民

人
当
り

一
・
八
平

方
J
i
ト
ル
で
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
六
十
一
年
度
末
に
は
一

0
・
八
一
平
方

メ
ー
ト
ル
に
増
大
し
た
。

市
民
の
木
、

市
民
の
森

グ
リ

i
ン
コ
ウ
ベ
作
戦
が
始
め
ら
れ
て
か
ら
、
私
有
地

の
緑
に
つ
い
て
も
各
種
施
策
が
講
じ
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、

市街地の生物とその生態

な
か
で
も
昭
和
五
十
一
年
四
月
制
定
の
つ
神
戸
市
市
民
公
園
条
例
」
は
私

有
地
の
緑
を
守
り
育
て
て
い
く
う
え
で
の
柱
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
条
例

に
よ
る
事
業
の
中
で
、
神
戸
の
街
の
絞
に
と
っ
て
特
に
象
徴
的
な
木
、
森

が
「
市
民
の
木
ふ

「
市
民
の
森
L

に
指
定
さ
れ
保
護
さ
れ
て
い
る
。
昭
和

六
十
一
一
年
度
末
に
お
け
る
市
見
の
木
、
市
民
の
森
の
指
定
状
況
は
表
印
、

第三節

表
口
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
市
民
の
木
、
市
民
の
森
の
大
部
分
は
、

い
に
も
戦
災
を
ま
ぬ
が
れ
て
戦
前
戦
後
を
生
き
続
け
て
き
た
緑
で
あ
る
。

ト
ウ
カ
エ
デ
（
六
一
六
二
本
）
、

ケ
ヤ
キ
（
五
八

（
中
木
を
八
円
む
）
へ
と
急
増
し
、
市
民
行
人
当
り

！当然・考，，，歴史綴 i
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森北町4丁iヨ 稲荷神社 アカマツ 3.8 16. 5 

本山北町6丁目 務＇＆；八勝 ケヤキ 4.6 16.0 

住吉宮町7丁目 {:E古事jlお： ムクノキ 2. 5 15.0 

御影町三ナこどi二三f;:行i ＇＊＇勝手 F イヲーョウ 2. 7 15.0 

本山北Ill]'2了日 要：：＼｛寺 モチノキ 2. 5 14.0 

東灘 本山町野寄屋敷コf;: か:JJ二邸 ムクノュ干 3.9 20.0 

魚崎北町4了臼 歩道上 ＂宇寸、ソ 2. 4 15.0 

御影町西平野学伊賀塚 厳島和fl社 クロマツ 2.4 20.0 

魚崎西111]'4丁目 ちびっこ広場 クロマツ 1. 4 12.0 

御影中町 5了fl 御彩仁p学前 クロマツ 1. 5 8.0 

御影塚町2丁目 E夜明人隠 クスノキ 2. 0 14.0 

i向;ifi:S了日 附本I努公悶 ササベザグラ 0.8 8.0 

所

［高羽町4γiヨ
務~！ i神前町3丁目

i青谷町4丁目

飽iiJLj溢4丁目

中央； j中山手通5丁目
山本通5丁目

i 中山手通8丁目

広ざ 五宮町
兵庫 1主主：；，，＿.→寸ハ~•＂ 都由乃llJ1了 I

｜山間嶋君f＇.字川谷
i Ill問Ill］・中字’；.；，；ノn

北 j有馬町唐徽
！有馬田J
；八多向。B手風
；大沢町神付宇中尾

長問問丁3丁目

長田｜宮川町4了1:1
西代通 2了l:l
沼山田Il了日

！東須磨
；高倉町 1丁目

須磨 j白川字堂東
！王手学総ヶ原
；妙法寺字i判
；須磨寺町 l丁目

i天ノド町
震71'I ；巴が丘 1了lご｜

［西舞子＇ 1丁目

第二常事l<F'の生物とその！｛：態

↓

小

樹

山
一

O

地

表

哨肘μ

丹生事Jt社 iクスノキ

若手日神社 iグスノキ
松蔭千と勢会館｜クスノキ

神戸労災病院 グスノキ
相楽箆！ クスノキ

鍬訪ill！尽li1公関 ユーカリ
徳Pia寺 イチョウ

東福寺！シンノミク

石井:ff.ii西 iエノキ

事fl鉄軌道南 モミ

中村入総 イチョウ
多聞寺 カヤ

護福寺｜イトザグラ
吉岡邸 シンパク

大歳神社 スギ

；交問神社前 ケヤキ
どオフェルミン製薬寮｜｜イチョウ

道路上 クスノキ

：隊司墓地南 クスノキ

南佐官公悶 jクスノキ
第一事11明南｜ユーカリ

｜ブJヤ

大政神社 I" 7-、ノキ
荻の寺｜イチョウ

涜光寺｜シイ

illlJ養寺 iクヌギ
清水禅寺｜クロマツ

舞子六神社 jエノキ

(1988年 3月末現収）

滋 1~きさ
幹回（m）清志函

山…日一川一日…日一一一一一一一日
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第三節市街地の生物とその生態

表 11 市民の森 (1988年3月末現収）

区名 所 治2 i也 主な樹 在E 関税（m2)

東灘 御影町郡家馬場添 弓弦羽神社 エノキ， クスノキ 2,900 

/js:JlJIIIJ~tJ:IU 保久良神社 ヤマモモ， ク戸方、ネモチ 15, 500 

桜ケ丘自！J 三年光寺 クロマツ 2, 100 

一王山町f ヂ 1－若手岩手 エノキ， クスノキ

務Ei水率新聞学宮坂 大二！：:fill社 イヌマキ，アラカシ

~l玉述 3 丁目 立王毛天事fl カヤ，モチノキ 500 

器産中町4丁目 敏馬神社 クロガネモチ，ニレ 2.300 

神仙寺巡 1了沼 妙光院 ツノミキ， ムクロジ i 1, 100 

宮本通 3了日 筒井川際 クスノキ，ムクノキ 1,300 

中央｜下山手通 I了目 ~！三悶神社 クスノキ，ネズミモチ

多開通3寸話 淡Jll神社 ユーカザ，、ンイ， クスノキ

兵庫｜；二；：，，，：；.＇＝＇→門
字ji福王子 モミ，タイサンボク I 1, 100 

互主光寺

1茨木lllJ1了日～ 3丁目 VJm'S'滋 クロマツ I 1, 100 

禅昌寺ll!J2了白 禅J思考 ムクノキ，イチョウ ; 3, 700 

妙法寺児沙問 妙法寺 アラカ、ン，スギ 12,000 

須磨 i対 J！町2丁目 締数天満宮 ウノミメカ、、シ， ウメ 1, 400 

須磨本urr1丁目 ；探訪神社 クロガネモチ，モッコク 500 

多ヂl二畑宇治’！協 八幡神社 カクレミノ，ヤマモモ 18,000 

ーの谷町 須藤浦公閤 クロマツ，モッコク 20,000 

垂水 i宮本町 潟村l社 ウパメガシ，ケヤキ 2,300 

7ラ Y怯史講話 I 自然.'ti11 



市
誌
の
木
に
は
ク
ス
ノ
キ
、

い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
市
民
の
森
の
中
で
、

シ
イ
、

イ
チ
ョ
ウ
の
多
い
の
が
目
立
ち
、
市
民
の
森
は
社
寺
林
が
そ
の
ほ
と
ん
と
を
占
め
て

ゆ
づ
る
は

プ
一
ブ
カ
シ
の
多
い
東
灘
区
弓
弦
羽
神
社
の
境
内
林
、
ク
ス
ノ
キ
、
ク

ク
ロ
マ
ツ
、

ロ
マ
ツ
の
多
い
長
問
区
長
問
神
社
の
境
内
林
、
市
民
の
森
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
ク
ス
ノ
キ
、

ク
ノ
キ
の
多
い
灘
区
八
幡
神
社
の
境
内
林
な
ど
が
、
市
街
地
に
残
さ
れ
た

2 

帰

化

植

物

港
と
帰
化

植
物

外
向
か
ら
日
本
に
は
い
り
、

ケ
ヤ
キ
、

エ
ノ
キ
、

上
に
繁
茂
し
た
槌
物
を
帰
化
純
物
と
呼
ん
で
い
る
。
中
森

日
本
の
気
候
風
土
に
な
じ
み
、
本
米
の
日
本
の
植
物
と
同
様
に
、
ま
た
は
そ
れ
以

一
番
に
咲
く
オ
オ
イ
ヌ
ノ
ブ
グ
リ
を
は
じ
め
、

ノ
ゲ
シ
、

シ
ロ
ツ
メ
グ

サ
、
セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
、

セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
な
ど
は
、
ご
く

普
通
に
み
ら
れ
る
帰
化
純
物
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
焔
化
純
物
の
、
日
本
に
入
っ
た
附
則
に
つ
い
て
は
正
確
な

記
録
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ど
の
純
物
が
い
っ
、
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経

て
入
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
場
合
が
多
い
。
特
に

い
時
代
に
入

っ
た
と
思
わ
れ
る
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
な
ど
は
「
史
前
帰
化
純
物
L

と
呼
ば
れ

て
い
る
。

の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
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第三節市街地の生物とその~Iニ態

表 12 神戸市内における帰化植物発見記録（燦ヌ主義昭， 1985ほか〉

明治43年（1910) マメグンバイナズナ（コウベナズナ）布引で採集。

大IE9年（1920) オオブサモ，須磨に雌株のみ入る。ホウ正予ギク，長郎で初めて
発見。ノヂシャ，六甲山頂で見つかる。

大正12年（1923) ホウキギク，明石，神戸から阪神間の荒れ地や回溺に密生する。

昭和 3年（1928) アメリカセンダングサ，神戸，翻官に入る。アレチノギク，兵
賂膝下に広がる。

昭和＆年（1931) ブタクサ，初めて侵入する。

昭和 9年（1934) ブタナ，六叩山で発見される。フランス名をmi:訳してブタナと
命名される。

昭和10年（1935) セイタカアワグチソウ，阪神聞にアメリカから入る。当時カナ
ダアキノキリンソウと誤認記録される。

昭和12年（1937) クワノイガ，神戸税関で初めて発見される。

昭和14年（1939) キクノハアオイを神戸税関， g ツパノ、コベHJU1喜一ノ谷，マノレ
パツノレノゲイトウ宏事11戸港で係集。

f!B和17年（1942) アオビュを食用野球として栽培々奨励する。

昭和20年（1945) 第二次世：界大戦終わる。日本の敗戦により占領軍．が！設秘。外悶
からの物資の移入は無検査状態となる。神戸港，カ11"111Jll，淀野
の紡績工場，西宮市内ヨ子関L駐f{｛箪のキャンブitむ）， w丹空港な
どは帰化植物侵入の拠点となる。

昭和21年（1946) 笈知県段戸111で発見されたグンドボロギク県下のILIJ:也で見られ
る。

昭和23年（1948) 神戸税関，明石市東二見，加古川でコシミノナズナ，シナガワ
パギなど多数の・Ml化純物が記録される。

昭和26±T:(1951) ニコゲヌカキピ，有馬てオ采接される。北海道でi昭和lS:tfに発見
されたものである。アメリカイヌホウズキ，東灘区魚崎で採集。

l!B末日27主戸（1952) ジョンソンモロコ、ン，ニンジンモドキ， ヒパリノチャヒキをや！I

戸税関で採集。

昭和32年（1957) ワノレタビラコ，神戸r:r凶答第七突従付近でJ采集。
昭和33年（1958) ヒメクリノイガ，セイヨウベニハナ，アレチジシャを神戸税関

で採集。

Wd軍1142主f(1967) キンパイタウコギ， :ill~水で発見。その後jfa{際反天神橋， !lRi路ilf
大犠でも見つかる。

昭和43年（1968) オヒゲシバ，タツノツメガヤ，ハキダメガヤが須際底的Jll合で
見つかる。

昭幸!152年（1977) イガヤグノレマギタを扱水院本多llfl, シロタエヒマワリを主主水区
学が丘で発見。

昭和55年（1980) ノハラナデシコ，ノコギリソウ，キヌガサギクなどが造成され
た新しい団地で見つかるようになる。

昭和56年（1981) コウベギクが加古川で発見される。その後， jヒ！哀箕谷ほかでも
伎干ぎしているのが確認される。

昭和61年（1986) 神戸新港付近でミノボロモドキ，セトガヤモドキ， J 担ケンク
ザノイガが見つかる。神戸港のi臨港鉄道が廃止され，！愉入貨物
輸送はトラックだけになる。
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比
較
的
記
録
の
明
ら
か
な
の
は
明
治
以
降
で
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
外
悶
貿
易
の
梱
包
物
に
付
着
し
た
種
子
が
、
運
送
過
程
で
務

〉

｝

。

主一ア一
下
し
伝
捕
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
芯
関
的
に
導
入
さ
れ
た
観
賞
用
な
ど
の
航
物
が
逸
出
し
繁
殖
し
た
も
の
も

し
か
し
、
こ
れ
ら
が
い
つ
か
ら
増
え
た
な
ど
の
記
録
は
十
分
で
な
く
、
推
定
の
域
を
で
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
近

年
は
こ
の
方
出
の
研
究
も
進
み
、
帰
化
組
物
の
動
態
等
も
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

帰
化
植
物

の
特
色

仕
方
も
特
典
で
あ
り
、
生
命
力
の
強
い
も
の
が
多
い
。

北
日
か
ら
日
木
に
生
育
し
て
い
る
航
物
の
小
に
入
り
、
こ
れ
ら
の
植
物
と
競
合
し
、
生
き
残
る
た
め
に
は
繁
狐
の

o’ 
／ひ

IG.:i 

18.2 

1孔1

G.9 

G.D 

:u 
2.9 

1.8 
I I 

稲
子
が
小
さ
く
、
数
も
多
い
。
朴
利
器
カ
が
あ
り
他
物
に
付
蒜
し
伝
揺
す
る
。
ま
た

幹
く
風
で
飛
ば
さ
れ
や
す
い
。

そ
の
う
え
発
牙
力
も
強
く
、
発
芽
率
も
良
い
。

地
下
茎
や
恨
茎
か
ら
伸
長
す
る
芽
か
ら
他
の
他
物
の
成
長
を
阻
害
す
る
物
質
を
分

泌
（
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
グ
チ
ソ
ウ
な
ど
）
す
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
し
て
’
M
分
だ
け
生
き
残

る人
1
の

の
加
わ
っ
た
線
地
な
ど
で
は
、
在
米
の
純
物
に
先
駆
け
て
繁
射
す
る
。

な
ど
、
夜
来
純
物
よ
り
も
生
活
力
が
駐
慌
で
あ
る
ο

帰
化
植
物
の
侵
入

拠
点
と
伝
わ
り
方

か
つ
て
州
北
純
物
の
佼
入
拠
点
は
港
ゃ
ん
ヤ
港
か
ら
原
材
料
を
輸
入

す
る
紡
績
工
場
な
ど
や
、
貨
物
輸
送
に
関
係
の
あ
る
釈
な
ど
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
交
通
網
の
整
備
発
達
に
伴
い
、
駅
よ
り
も
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

に
か
わ
り
つ
つ
あ
り
、
道
路
沿
線
に
も
帰
化
航
物
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

I員自名 干童数

ヨーロツハ？ 12:; 

，｜じアメリカ GO 

アジア。：Ji

!.Ml；アJリプJ !9 

1Hアメザカ 19 

ア 7 リ カ 日

'11 ll<l 8 

'i＇リとアメリカ ユ

オーストラザア :i 

｛~ ,ij・ f1li 27;; 

神戸の帰化計1＇［物の l京産地
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こ
こ
も
帰
化

宅
地
造
成
・
道
路
工
事
な
ど
の
新
規
開
発
地
や
農
村
で
の
酪
浪
の
発
達
は
新
し
い
牧
水
の
導
入
を
う
な
が
し
、

ホ
ウ
一
ブ
イ
シ
ダ
な
ど

植
物
の
新
し
い
侵
入
拠
点
や
中
継
地
と
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
観
賞
用
と
し
て
導
入
さ
れ
た
イ
ヌ
ホ
シ
ダ
、

の
シ
ダ
般
物
が
逸
出
し
た
も
の
も
あ
る
。

一
七
五
種
（
藤
本
義
昭
調
査
）
で
あ
る
。

日
本
の
帰
化
植
物
は
約
六

O
O種
と
い
わ
れ
る
が
、
神
戸
で
み
ら
れ
る
帰
化
純
物
は1

1
1

、

限
内
泊
m
J
f
J
l

年
に
お
け
る
市
内
各
地
の
帰

市
内
各
地
の
帰
化
横

物
の
分
布
の
傾
向

全
納
物
に
対
す
る
帰
化
組
物
の
淵
合
を
対
化
率
と
い
う
が
、

つ
ま
り
、
農
村
部
で
は
対
化
M

版
物
も
二

O
種
近
く
あ

化
植
物
の
分
布
の
傾
向
は
間
日
の
よ
う
に
な
る
。

る
が
、

在
米
総
物
が
多
い
た
め
帰
化
悔
や
は
低
い
。

市街地の生物とその生態第三節
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鏡
子
公
開
問

神
山
山
町
田
出
井

櫨
谷
町
友
清

閣
改
路
区
妙
法
寺

神

戸

新

港

北
区
筑
紫
か
丘

ま2
IZ 

fj'I 

日

｜ヌ115 

東
灘
区
本
山

神戸市内における帰イヒ航物分布
の傾向（燦木正史Jf{'i, 1987) そ

れ
に
反
し
市
街
地
で
は
花
米
航
物
が
少
な
く
帰
化
率
は
向
く
な
る
。

ま
た
帰
化
雌
物
の
侵
入
拠
点
と
な
る
潜
で
は
在
米
儲
物
よ
り
も
帰
化

純
物
の
ほ
う
が
多
く
、
品
化
本
は
向
く
な
る
。

主
要
幹
線
道
路
に
つ
い

て
も
地
域
の
道
路
と
比
べ
帰
化
本
は
い
尚
い

G

新
規
造
成
に
伴
う
住
宅
問
地
や
道
路
等
に
つ
い
て
も
、
斜
出
崩
壊
防

止
の
た
め
の
吹
き
付
け
工
法
に
よ
る
緑
化
工
事
の
た
め
、
帰
化
傾
物
の

ほ
う
が
在
来
組
物
よ
り
多
く
、
帰
化
中
山
中
は
向
く
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

神
戸
市
の
品
化
本
の
高
い
こ
と
は
、

神
戸
市
の
都
市
自
然

の
変
貌
を
一
川
す
と
と
も
に
、
都
市
化
の
進
展
を
一
部
す
バ
ロ
メ
ー
タ
！
で

も
あ
る
。
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今

.) 

市
街
地
の
昆
虫

市
街
地
と

昆
虫

市
街
地
と
は
、
人
が
そ
の
生
活
の
た
め
に
尚
度
に
人
為
化
し
た
住
環
境
で
あ
る
。
多
穏
多
様
に
進
化
し
た
昆
虫

知
に
は
、
こ
の
よ
う
な
澱
境
で
も
十
分
に
適
応
で
き
る
種
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
な
か
に
は
チ
カ
イ
ェ
ヵ
、

エ
バ
エ
な
ど
の
よ
う
に
人
間
生
活
の
中
に
入
り
込
み
、

に
人
に
依
存
し
て
繁
栄
す
る
積
も
あ
る
。

市
街
地
は
人
の
生
活
の
変
化
に
応
じ
て
常
に
変
化
し
て
い
る
環
境
で
あ
る
。
人
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
影
符
の
な
い
よ
う
な

こ
と
が
あ
る
。
市
街
地
の
昆
虫
相
は
、
他
の
環
境
下
に
あ
る
も
の
と
く
ら
べ
て
激
し
く
変

変
化
で
も
、
あ
る
税
の
昆
虫
に
対
し
て
は
致
命
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、
ま
た
逆
に
別
の
穏
に
は
か
え
っ
て
好
条
件
と
な
る

化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
市
街
地
は
人
間
だ
け
の
た
め
に
つ
く
り
出
し
た
環
境
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
る

昆
虫
は
人
間
に
と
っ
て
知
か
れ
ざ
る
等
で
あ
る
。
民
援
問
以
山
出
し
た
り
、
病
原
体
を
媒
介
す

る
、
ノ
ミ
、

ノ、

ニL、

カ
な
ど
の
衛
生
害
虫
は
環
境
衛
生
の
進
歩
に
伴
っ
て
激
減

シ
一
フ
ミ
、

し
、
人
々
の
防
前
か
ら
姿
な
消
し
つ
つ
あ
る
一
方
、
人
間
と
政
抜
か
か
わ
り
が
な
い
よ
う

な
昆
虫
が
不
快
貌
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
住
居
に
侵
入
す
る
虫
は
す
べ
て
寄

虫
扱
い
と
さ
れ
、

不
快
害
虫
と
さ
え
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
虫
に
つ
い

て
は
後
に
と
り
上
げ
る
。
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市
街
地
と
郊
外

地
の
昆
虫
相

市
街
地
で
の
昆
虫
に
つ
い
て
は
、

は
っ
き
り
し
た
害
虫
を
昨
附
い
て
、
ど
の
よ
う
な
絡
組
が
ど
の
く
ら
い
の

生
息
密
度
で
す
み
つ
い
て
い
る
か
の
調
査
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の
一
つ
の
貴
重
な
資
料
を
紹
介
す
る
。

ま
ず
工

こ
れ
は
食
品
工
場
で
工
場
内
に
授
入
し
て
製
品
に
混
入
の
お
そ
れ
が
あ
る
昆
虫
に
つ
い
て
調
査
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

場
の
床
上
で
発
見
さ
れ
た
昆
虫
の
種
類
を
日
ご
と
に
ま
と
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
の
な
か
で
の
利
の
数
に
つ
い
て
主
な
五
つ
の

g1 ョ
ウ
や
ガ
の
仲
間
の
鱗
趨
除
、

ハ
エ
や
カ
の
仲
間
の
双
麹
目
、カ

メ
ム
シ
や
ア
リ
マ
キ
の
仲
間
の
半
麹
自
に
つ
い
て
比
較
す
る
。
表
日
に
あ
る
よ
う
に
、
市
街

ハ
チ
や
プ
リ
の
仲
間
の
膜
麹
問
、

コ
ガ
ネ
ム
シ
や
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
の
仲
間
の
鞘
麹

n、

地
に
あ
る
工
場
で
は
郊
外
の
工
場
と
く
ら
べ
る
と
二
分
の
一
以
下
の
科
し
か
出
現
せ
ず
、
特
に
鱗
麹
日
や
半
麹
は
で
は
限
ら
れ

た
科
し
か
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
目
と
科
の
段
階
で
ま
と
め
ら
れ
た
表
で
は
あ
る
が
、
他
の
分
類
段
問
、
た
と
え
ば
属
と

市街地の生物とその生態第三ill'i

市街地と郊外地の主主虫相の差
（主主l!5筒の科数〉 （符木.!ii,1982) 

表 13

市街

平？
10 

3 

7 

2 

2 

24 

秋

郊外

科
a
q

‘d
J

R

、
υ

ハU
フ
今
、
υ

ハ吋
J

A

U

J

司
，
“
，
E必
守

I

A

r

ハυ

科
20 

3 

11 

2 

2 

38 

郊外｜ 市 街

3o'f!f I 
7 

23 

13 

10 

83 

泰
§I 

双麹隠

朕趨i司
f的麹日

鱗麹El
~rモ麹｜司

合計

99. 4% 

63. 1 

72, 8 

46,3 

73. 1 

40岨 2

91. 3 

（治〉 必苦tは1978～19SO{f

是主 14 

絡
を
使
っ
て
も
同
じ
部
内
が
あ
る
と

考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

市
街
地
で
は
郊
外
と
く
ら
べ
て
、
特

の
昆
虫
だ
け
し
か
生
活
で
き
な
く

Cit) 調査は1980{1二6～SJI

な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
別
の
調
去
で
は
あ
る
が
、

似
体
数
に
つ
い
て
く
ら
べ
る
と
ま
た

違
っ
た
傾
向
が
出
て
く
る
。

ヨ
J
E
H

バ
ド
船
体
い
JA口

で
採
集
し
た
結
果
と
、
こ
の
時
期
で

1~11!.' ' ・0・111 ｝絞i;Jミ編 1
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8r 



は
ま
だ
未
完
成
で
造
成
中
で
あ
っ
た
人
工
品
の
ボ

i
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
で
の
採
集
結
果
で
は
、
中
小
沢
川
け
で
ぶ
し
た
よ
う
に
、

ま
ま
刈
円

l
l
l
 

じ
数
の
昆
虫
が
捕
獲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ο

し
か
も
鱗
趨

H
で
は
や
や
少
な
い
も
の
の
、
市
十
遡
川
口
で
も
そ
れ
ほ
ど
見
劣
り
し

な
い
数
が
採
集
さ
れ
る
。

..__ 

0コ

fコ
の

自
然
が
い
く
ぶ
ん
で
も
伐
つ

か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、

人
間
の
子
が
強
く
加
わ
っ
て
い
る
市
街
地
で
は
、

て
い
る
郊
外
と
く
ら
べ
て
、
か
た
ょ
っ
た
級
朔
が
多
数
生
息
し
て
い
る
こ
と
、

い
い
か
え
る
と
自
然
の
多
様
さ
が
低
下
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
多
様
さ
は
’
M
然
が
問
促
す
る
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
と
段
か
と
な
り
、

い
ろ
い
ろ
な
制
似
顔
の
昆
虫
が
生
活

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
調
交
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
周
辺
の
緑
地
環
境
と
の
関
辿
が
大
き
い
こ
と

で
あ
っ
た
（
青
木
皐
、

一
九
八
二
）
。

市
街
地
の
昆
虫
に
と
っ
て
、
街
路
樹
や
公
開
樹
、
杭
宅
地
の
庭
の
純
物
も
市
安
な
生
活
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ

」
で
も
こ
の
よ
う
な
倣
殺
を
荒
ら
す
害
虫
の
調
査
は
あ
っ
て
も
、

一
般
的
な
昆
虫
相
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
調
ふ
食
さ
れ
て
い
な

し、

都
市
緑
化
棋
の
増
加
と
と
も
に
市
街
地
の
納
栽
樹
に
特
有
の
告
虫
が
目
立
ち
は
じ
め
て
い
る
ο

こ
れ
ら
の
樹
稀
が
自
然
環
境

下
に
あ
る
と
き
は
高
密
度
に
な
ら
な
か
っ
た
昆
虫
が
、
都
市
環
境
の
な
か
で
突
然
出
品
川
氏
化
し
て
い
る
例
が
多
い
。
排
気
ガ
ス
に

強
い
こ
と
か
ら
交
通
量
の
多
い
道
路
に
舶
え
ら
れ
る
ト
ベ
一
ブ
に
ト
ベ
ラ
キ
ジ
ラ
ミ
が
多
発
し
て
葉
を
奇
形
に
し
、
附
じ
目
的
で

す
す

植
栽
さ
れ
る
シ
ャ
リ
ン
パ
イ
に
は
サ
ツ
マ
キ
ジ
一
フ
ミ
が
寄
生
し
探
約
を
併
発
し
て
、
北
大
観
を
損
な
い
、
生
育
が
間
害
さ
れ
て
い

る
。
煤
病
が
発
生
し
て
い
る
街
路
樹
に
は
、
キ
ジ
ラ
ミ
の
ほ
か
に
、
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
烈
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
み
ら
れ
る
。

都
市
の
な
か
に
作
ら
れ
た
人
工
の
自
然
で
は
、
そ
の
環
境
に
耐
え
ら
れ
る
昆
虫
だ
け
が
繁
栄
し
て
い
る
。

」
れ
は
、
本
米
な
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ら
ば
と
も
に
生
活
し
て
い
る
続
争
相
手
や
天
敵
が
不
主
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
ア
メ
リ
カ
シ
口
ヒ
ト
り
、

ヒ
ロ
ヘ
リ
プ
オ
イ
ガ
一
ブ
、

ア
オ
γ

ツ
ム
シ
な
ど
が
市
街
地
だ
け
に
す
み
、
山
林
や
農
村
に
分
化
叩

ま
た
、
外
川
内
か
ら
の
移
人
見
虫
で

の
拡
大
が
で
き
な
い
で
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
地
峨
で
は
、
競
争
相
手
が
多
い
の
と
天
敵
の
活
動
が
活
発
で
あ
る
か
ら
と
さ
れ

て
い
る
。

4 

市
街
地
の
野
鳥

野
鳥
の
町

へ
の
進
出

最
近
、

野
山
口
の
市
街
地
進
出
が
全
問
的
な
話
郎
と
な
っ
て
い
る
ο

で
も
一
一

O
年
ほ
ど
前
か
ら
阿
川
立
ち
は
じ
め
た
キ
ジ
バ
ト
は
、
今
で
は
都

心
部
の
庭
木
や
街
路
樹
に
巣
を
か
け
る
よ
う
に
な
り
、
人
馴
れ
も
著
し
く
、
川
の
品
と

市街地のtt物とその生態

し
て
定
着
じ
た
。

つ
づ
い
て
ヒ
ヨ
ド
リ
が
、
さ
ら
に
、
こ
こ
一
一
J

年
、
住
宅
地
の
人

家
に
巣
宏
作
る
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
現
わ
れ
、

二
－

0
1
、

コ
ブ
プ

コ
ゲ
一
フ
も
山
麓
の
住
宅
の
わ
ず

か
な
庭
木
で
の
繁
摘
が
み
ら
れ
る
。

肝
烏
が
都
市
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
涼
悶
は
、

鳥
に
直
接
危
容
を
加
え
る
人
が
少
な
く
な
っ
た
の
が
段
も
大
き
く
影
山
押
し
て
い
る
。

は
空
気
銃
で
射
落
し
た
り
、
捕
ら
え
て
穏
に
郎
う
人
が
多
か
っ
た
が
、
今
で
は
正
し
い

第三自i1'i

意
味
の
愛
鳥
家
も
増
え
、
庭
に
倒
ム
M
を
作
っ
た
り
、
航
樹
の
穏
期
も
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
K

ぎ
た
。

－

A
1
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都
市
の
緑
化
や
小
公
開
の
増
加
は
鳥
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、

一
方
、
大
き
な
躍
を
も
っ
た
古
い
山
本
が
壊
さ

れ
て
街
集
し
た
小
住
宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
建
て
か
え
ら
れ
て
い
く
地
域
も
多
く
、
市
街
地
へ
の
変
化
は
、
肝
鳥
に
と
っ
て
環
底

が
良
く
な
っ
た
と
い
え
な
い
場
合
が
多
い
。

あ
る
程
度
の
緑
地
が
あ
り
、
人
が
危
害
を
加
え
な
い
な
ら
ば
、
自
然
界
で
弱
い
立
場
の
小
型
の
野
鳥
に
と
っ
て
は
、
町
の
山
中

は
山
野
よ
り
か
え
っ
て
安
全
な
す
み
家
で
あ
る
。
競
争
相
手
に
な
る
烏
の
綴
類
も
限
ら
れ
、
天
敵
も
少
な
い
。

山
野
の
向
ぬ
で
は

巣
の
中
の
卵
や
雛
は
そ
の
七
割
？
九
割
が
天
敵
に
よ
っ
て
消
失
し
て
い
る
の
に
対
し
、
人
家
に
営
巣
す
る
ス
ズ
メ
や
ツ
パ
メ
は

大
部
分
の
雛
を
巣
立
ち
さ
せ
て
い
る
。

山
麓
や
農
村
近
く
に
す
ん
で
い
た
野
鳥
の
う
ち
、
人
に
近
い
所
に
生
活
す
る
も
の
ほ
ど
離
の
巣
立
成
功
率
が
高
い
結
果
に
な

り
、
さ
ら
に
食
性
や
営
巣
場
所
が
人
の
つ
く
り
だ
し
た
環
境
に
適
応
で
き
る
現
役
を
も
っ
種
類
の
中
で
、
人
に
対
す
る
警
戒
心

の
強
く
な
い
個
体
が
ま
ず
人
と
接
近
す
る
生
活
を
習
得
し
、
子
孫
を
残
す
た
め
の
有
利
さ
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
問
へ
広
が
っ
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
町
に
す
む
こ
と
の
で
き
そ
う
な
種
類
は
ま
だ
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
適
応
す
る
こ
と
が
嫌
し
い
と

思
わ
れ
る
種
類
の
方
が
多
い
。

エ
ナ
ガ
や
コ
ゲ
ラ
は
そ
の
現
性
か
ら
み
て
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
な
町
の
烏
に
は
な
れ
な
い
だ
ろ
う

が
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
は
も
っ
と
町
へ
進
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

住
宅
地
と
小

緑
地
の
野
鳥

つ
ぎ
に
、
比
較
的
良
好
な
住
環
境
と
思
わ
れ
る
ジ
ェ
l
ム
ス
山
住
宅
地
と
、
野
鳥
に
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
か
と

思
わ
れ
る
都
会
の
中
の
小
緑
地
を
選
び
、
野
鳥
分
布
の
現
状
を
記
し
た
。

表
日
と
表
凶
の
ジ
ェ
1
6

ム
ス
山
住
宅
地
（
垂
水
区
甑
原
町
）
は
、
氏
状
の
地
形
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
税
度
の
国
積
の
庭
を
も
っ
住

宅
が
配
寂
さ
れ
、
樹
木
も
多
く
、
自
然
総
生
で
お
お
わ
れ
た
小
さ
な
森
や
谷
も
残
り
、
周
辺
に
は
畑
地
や
桜
、
前
十
地
な
ど
が
残

84 何：戸の生物とその生態第二九1



市街地の生物とその生態

ジェームスillの野鳥（冬期）
1982 I～1986. I (JO回3鴻ままの平均封。
品目まま区主主荷積 約14.Sha 
;mま I 回§t.こりの総Ill現個体数平均 176~；

淡 15

第三節

順位 種 日I] 出現率（,96) i出現個体数（羽） 出現偲体率（%）

ススメ 100 25 14.2 
2 ヒヨドリ // 20 11. 4 
3 メジロ !/ 19 10. 8 
4 キジバト ／／ 14 7.9 

コ アオジ 90 10 5. 7 
6 ムグト‘リ 70 10 5. 7 
7 ホオジ口 100 9 5. 1 
8 ツグミ ノY 8 4. 5 
9 ピンズイ 70 7 4.0 
10 カワラヒワ 100 6 3.4 
10 ウグイス // 6 3.4 

表以外でtlH見率60%以 i二の総額15滋

シメ，シジュウカ・ラ． シロノ、ラ．ノ、シマIIブfラス， イカノレ， エナJi. コケがラ． トピ，ノ、シ •I；：ソ jj ラス，

モズ，マヒワ．ノレワピタキ，ジョウビタキ， ミヤマ，i、オジロ， 3γ クイタタキ

ドパトはカワラヒワと l~J区内示した。

ジェームス山の野鳥（繁航路D
1982. 6～t 986. 6 C 10t~L~＇Ji1t 0）平均似〉

¥jl4. Sha 
りの総tli説的｛半数平均 118~~

出現個体主幹（,96)

－
2
3
4
5
6
7
8
8
0
 

ー

表 16

25.4 
14.4 
10. 2 
7.6 
6.8 
5.9 
4. 2 
3.4 
3.4 
2. 5 

l±＼溌個体数（羽）

約30
17 
12 
9 
8 
7 
~ 

4 
4 
δ 

ネ（ガ）

o
f
／

／

／

／

／

／

’

’

ο
 

）
J

j

J

／

ノ

／

j

J

i

l
 

JJl 名

スズメ
ヒヨドリ
ツノ、メ
ェナガ
コシプカッパメ
ホオジロ
カワラヒワ
ムクドリ
トピ
コウJ ラ

:fif! II演位

自然・考ii

ぷ以外でIi'.税；j-i6D%以J:O）手＞［［綴9桟

ページノゼト．ウグイス，シジコウ iiラ，ヤフサメ，メジロ，ハシドソガラス，モズ，ハシブ Iiiラス，七

クロセドレイ

iパトはコシアカツノ£メとli.Ji1此を在、した。

i日，j~＇を品ii白1111心ツパメ ftiは対象外としにが iI lこよ甘大きく変!lilJがあり. 5 ～30：］~ぐらいである。

当地で1111：認した磁波殺の合計（会不郊 1987.8.まで〉 97紘

1~92議l I 85 



よ玉川ぇ駅～大f)fJ駅llJJ緑地の野μ（冬)VJ)

1978. I～1980. I ( 6 liij,),¥j資0）＇［’JCJf11り
主主主の延長 250m 
If時当たりの総/l:J見品H4'数平!CJ 26)j;J 

公 17

/U現｛日1体ネ（タザ）

－
A
9’U
今

J

Aザ

MD
ぷ
U
n
j
勺
t
勾
’

nu
ー

0
0
4
5
7
6
q
J
9
9
3
 

1
A
司

δ

戸、υ
’i
巧
／
フ
ム
1
1
1
1
1
1

’I

2υ

フ“
T
I
1
L

出現個体数（羽）

8 
6 
4 
3 

※（4) 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 

率（%）

。

ノ

ノ

／

3
6
3
3
3
6

ノ
／

J
3
1
3
3
3
1

1
 

ちi出1<; 穏

スズメ
ド、ノζ ト

キジパト
ヒヨドリ
ムクドリ
シジュウカ、ラ
メジロ
ジョウビタキ
ツグミ
ウグイス

！｜！同位

Ill現事60%以上の磁類数 Hf! 
※Hi浅間体数tjJの（〉内の数学は 6 聞の観察で/li脱した fi/H4'数の総；ii·•を表わす。

兵/lll駅～大IJ自駅間j緑地の野鳥〔繁舶jpj)
1978. 6～19so. 6 c 6 r01訓査の.fJcJ航）

長 250m
りの総/JJJl!fi!j体数平均 36:j)j 

出現｛間体本（%）

T
よ

9
4
今’’
U
A
マ
8
斗
’
’
h
U
均

j
n
J
n
J
ハUー

表 18

38.9 
16. 7 
16. 7 
11. 1 
11. 1 
1. 9 
0. 5 
0. 5 
0. 5 

出:!Yl個体数（羽）

14 
6 
6 
4 
4 

※（4) 
(!) 
(!) 
(1) 

ヰヨ(J!S)

f

r’
／
／
’

0
6
6
6
 

ハυ
／
／
／
／
M
3
1
A
1
A
1
A

I
 

現1
 

1
L
 

;ti 

スズメ
rノミト

ツノ、メ

ヒヨドリ
キジパト
コ、ン 7’カツノ~／

カワラヒワ
コゲラ
メジ p

穏il阪｛会；

Iii現ヰ＇60%以上の殺類数 5秘

※/Jj現柄14'数中の〈 )I勾の数字は 6[•11の観察でI.Iii］！した恥i数数ω総，討を表わす。
当Jlliで確認した総額数の合計〈企季節 1980.6まで〉 39秘

亡き主：高〕
ドパトは紛糾老fがlJlわれると多数集まってくるが，そのようなときω数航はとり！：げていえEい。

当地で耳目i認した紐籾（表lこ掲げなかったま下， 日もふくむ。分額Jlrri)
I fl フクロウ， トビ，コゲラ，ハクセキレイ， セグロ包キレイ，シロハラ，エナガ，ホオジロ，

カワラヒワ，イカル，シメ，ハシプトガラス．ハシボソガラス（表17のNi煩と合わせて23刻。
6 FJ : I・ ピ，ハシブトガフス，ハシポソガラス（表18の綴類と合わせて12毛IO

その他の季節’〈表17. 18，および上耳目白I写経は掲げない。〉
コチドリ，キセキレイ，モズ，ヒレンジャク，コJレワ，ノレリピタキ，マミチヤシナイ，メボ

ソムシクイ，セン！lイムシクイ．キビタキ，オオノレリ，コサメピクキ，寸マjfラ， γォジ，

ウソ（以 i::lS続〉

終日の逃げたものが合まれる可能Itが勾えられるもの ヤマ 7／ラ，ワソ
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る
住
宅
地
で
あ
る
。
居
住
者
の
大
部
分
は
外
閑
人
で
あ
る
が
、
烏
に
関
心
を
一
部
す
人
も
危
容
を
加
え
る
人
も
み
ら
れ
な
い
。
鉢

伏
山
の
森
林
に
続
い
て
お
り
、
両
者
の
烏
相
に
は
い
く
つ
か
の
共
通
性
が
あ
り
、
往
復
す
る
個
体
も
多
い
が
、
こ
こ
は
住
宅
地

の
た
め
ス
ズ
メ
が
多
い
。

一
月
調
査
の
冬
の
ん
ぬ
が
多
く
、
六
月
調
交
の
繁
狐
す
る
級
制
問
が
少
な
い
の
は
、
神
戸
の
他
の
低
地
で

も
同
じ
で
あ
る
。
大
ざ
っ
ぱ
に
み
る
と
い
ハ
市
か
ら
続
く
山
な
み
が
、
こ
の
辺
り
で
ひ
と
ま
ず
終
わ
る
よ
う
な
形
と
な
る
か
ら
、

通
過
す
る
渡
り
鳥
の
集
結
場
所
に
も
当
た
り
、

に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
時
期
に
は
渡
り
鳥
の
側
体
数
が
著
し
く
増
減

し
た
り
、
思
い
が
け
な
い
秘
類
の
出
現
が
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
最
近
、
こ
の
地
減
の
雑
木
林
や
下
草
を
刈
り
取
っ
て
整
犯
が

行
わ
れ
、
そ
れ
が
烏
に
と
っ
て
は
環
境
の
思
化
と
な
り
、
烏
の
梯
類
に
変
化
が
生
じ
、
羽
川
知
数
、
似
体
数
と
も
に
少
な
く
な
り

つ
つ
あ
る
。

表
口
と
表
団
は
町
の
小
の
小
緑
地
を
と
り
上
げ
た
。
同
聞
は
街
集
し
た
住
宅
、
商
店
、
工
場
、
道
路
と
い
っ
た
、
自
然
と
は

隔
離
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
ο

た
だ
、
神
一
戸
の
市
街
地
は
海
と
山
に
挟
ま
れ
た
縦
長
い
地
形
に
あ
る
か
ら
、
ど
の
地
点
を
と
っ
て

市街地の生物とその生態

も
山
地
か
ら
の
距
離
が
純
一
く
、
小
さ
な
鳥
で
も
往
復
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
緑
地
は
道
路
の
中
央
分
離
併
な
広
げ
て
つ
く
っ
た

も
の
で
、
常
緑
の
樹
木
が
多
く
悩
殺
さ
れ
、

ク
ス
ノ
キ
の
よ
う
に
果
実
を
つ
け
る
も
の
、

サ
ザ
ン
カ
の
よ
う
に
花
蜜
を
提
供
す

る
も
の
な
ど
も
、
多
く
ふ
く
ま
れ
る
c

し
か
し
、
一
則
的
が
小
さ
い
の
で
、
定
住
す
る
鳥
は
ス
ズ
メ
、

キ
ジ
バ
ト
、

ド
バ
ト
ぐ
ら

い
で
、
他
は
山
か
ら
の
一
時
的
飛
来
者
で
あ
っ
て
似
体
数
は
少
な
く
、
変
動
が
大
き
く
、
ま
た
、
長
時
間
滞
在
す
る
側
体
も
少

：、。

中
ゎ
t
t
h
v

し
か
し
、
こ
こ
で
も
波
り
の
季
節
に
は
、

メ
ボ
ソ
ム
シ
ク
イ
や
キ
ビ
タ
キ
な
ど
深
い
山
の
烏
の
出
現
が
あ
る
。
表
に
あ

第三節

げ
た
月
以
外
に
も
ほ
と
ん
ど
毎
月
観
察
を
行
っ
た
が
、
そ
の
間
に
記
録
し
た
種
類
数
は
、

一
度
だ
け
の
偶
然
的
な
も
の
ま
で
入

れ
れ
ば
相
当
な
数
に
な
る
。
町
の
小
の
小
公
倒
や
社
寺
の
森
は
、
ど
こ
も
似
た
よ
う
な
結
果
を
治
し
て
い
る
。

ド
ベ
ト
土
ふ
っ

ノ

3t

：
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う
野
鳥
と
し
て
扱
わ
な
い
が
、
都
市
の
小
緑
地
で
は
他
の
鳥
と
の
比
較

の
意
味
も
あ
っ
て
表
に
加
え
た
ο

5 

家
の
中
の
動
物

ペ
ス
ト
と

ネ
ズ
ミ

1
1
：
 

渉
以
作
一
…
一
イ

一
月
、
神
戸
市
内
に
ベ
ス
ト
が
発
生

し
た
。
ベ
ス
ト
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
、

十
四
位
紀
の
大
流
行
で
は
ヨ
l
ロ
ッ
ハ
の
人
口
の
四
分
の
一
が
死
亡
し

た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
恐
ろ
し
い

f

削
気
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
ま
で
日

水
で
の
発
生
の
記
録
は
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
流
行
は
イ
ン
ド
に
始

ま
り
、
東
淘
ア
ジ
ア
一
引
に
広
が
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
港
町
神

一
戸
の
特
徴
が
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

最
初
の
患
者
は
葺
合
区
（
現
中
央
広
）
浜
辺
通
五
丁
目
と
記
録
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
全
市
内
（
旧
市
内
）
に
広
が
り
、
以
後
大
正

十
年
ま
で
に
患
者
数
五
四
一
一
一
名
、
う
ち
死
亡
回
二
一
名
（
死
亡
率
七
七
・
五
%
）
と
な
っ
た
。
特
に
明
治
四
十
一

J
間
十
一

患
者
数
一
一
一
四
五
名
、
死
亡
二
六
九
名
と
い
う
大
流
行
と
な
っ
て
い
る
。

ペ
ス
ト
は
一
万
米
ネ
ズ
ミ
の
病
気
で
、

ト旅行 I玄lは

ノ
ミ
を
媒
介
者
と
し
て
人
間
に
広
が
る
。
そ
の
た
め
市
で
は
忠
清
の
隔
縦
や
市
民
の
健

88 
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康
診
断
の
ほ
か
、

ネ
ズ
ミ
の
駆
除
事
業
を
実
施
し
、
各
警
察
署
管
内
ご
と
に
四
名
の
捕
鼠
作
業
員
を
配
践
す
る
と
と
も
に
、
民

間
か
ら
も
一
頭
一
ニ
銭
か
ら
七
銭
（
年
度
に
よ
っ
て
異
な
る
）
で
買
い
上
げ
、
拙
せ
ん
券
を
出
し
て
一
等
五

O
円
な
ど
の
賞
金
を
渡
し

た
。
明
治
三
十
二
年
か
ら
大
正
十
三
年
ま
で
の
こ
六
年
間
に
買
い
上
げ
た
ネ
ズ
ミ
は
約
一
千
万
頭
に
の
ぼ
る
。

く
、
天
井
う
ら
に
は
本
来
揺
上
性
の
ク
ア
ネ
ズ
ミ
が
多
い
と
さ
れ
て
き
た
。

捕
え
た
ネ
ズ
ミ
の
種
類
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
従
前
か
ら
下
水
に
近
い
台
所
な
ど
で
は
半
地
下
位
の
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
が
多

ド
ブ
ネ
ズ
ミ
の
ほ
う
が
体
も
大
き
く
、
性
質
も
荒

い
た
め
に
だ
ん
だ
ん
と
ク
ア
ネ
ズ
ミ
が
ぽ
迫
さ
れ
て
き
て
い
た
の
が
、
最
近
で
は
地
下
街
、
地
下
鉄
の
発
達
と
建
築
物
の
高
層

化
、
密
封
性
の
潟
大
な
ど
で
、
生
態
分
布
が
複
雑
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

間
も
な
く
神
戸
へ
も
侵
入
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
ま
た
た
く
聞
に
木
造

港
町
を
経
由
し
て
伝
掃
し
た
、
家
の
中
の
動
物
の
ひ
と
つ
に
ナ
ン
キ
ン
ム
シ
（
ト
コ
ジ
ラ
ミ
）
が
あ
る
。

開
港
後

衛
生
出
品
目
虫

住
宅
に
広
が
っ
た
。
第
二
次
大
戦
の
後
も
強
力
に
生
き
残
り
、
市
内
全
家
康
の
半
数
以

市街地の生物とその生態

上
が
悩
ま
さ
れ
た
が
、
殺
虫
剤
の
間
開
発
と
駆
除
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
現
夜
で
は
ほ

と
ん
ど
姿
を
消
し
た
。

そ
の
他
伝
染
病
予
防
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
、

カ
・
ハ
エ
・
ノ
ミ
に
つ
い
て
も
、
市

制
実
施
以
来
の
市
民
の
悩
み
と
な
っ
て
い
た
、

と
い
う
よ
り
も
家
の
中
に
い
る
の
が
当

然
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
上
・
下
水
道
の
普
及
、
ゴ
ミ
処
理
体
制
の
磯
立
と
処
理

第三節

施
設
の
整
備
な
ど
の
努
力
で
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
見
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
ゴ
キ
ブ
リ
類
に
つ
い
て
は
逆
に
一
年
中
生
活
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
建

｜説会・考世FE霊史編I
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築
構
造
が
複
雑
化
し
て
駆
除
が
悶
難
と
な
っ
た
う
え
に
、
暖
房
が
一
般
化
し
て
冬
期

イェチリダニ

で
の
繁
殖
を
可
能
に
し
た
た
め
で
あ
る
。
J

援
の
中
に
生
息
す
る
ゴ
キ
ブ
リ
は
数
種
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
生
態
、
首
性
が
災
な
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
防
除
法
も
異
な
っ
て
い

る
。
昭
和
五
十
年
ご
ろ
、
そ
れ
ま
で
神
戸
市
に
は
生
息
し
て
い
な
か
っ
た
ワ
モ
ン
ゴ

ふ
ル
ー
は
た

子
フ
リ
が
布
施
畑
で
発
見
さ
れ
た
。
発
生
地
が
廃
棄
物
の
処
分
地
で
あ
っ
た
た
め
、

写真 23

比
較
的
早
期
に
種
が
同
定
さ
れ
、
研
究
者
と
共
同
で
駆
除
作
業
が
実
施
さ
れ
た
が
、

こ
の
ゴ
キ
ブ
リ
は
東
南
ア
ジ
ア
に
広
く
分
布
す
る
熱
帯
性
大

m一
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
神
戸
に
姿
を
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
暖

最
近
再
び
市
街
地
の
飲
食
店
な
ど
で
も
ワ
モ
ン
ゴ
キ
ブ
リ
ノ
が
み
か
け
ら
れ
て
い
る
。

房
の
普
及
と
と
も
に
、
や
は
り
港
町
の
特
徴
で
あ
る
。

新
し
い
タ
イ

プ
の
害
虫

市
く
か
ら
の
動
物
た
ち
が
姿
を
消
す
一
方
、
一
新
般
の
動
物
た
ち
が
山
本
の
内
外
に
出
現
し
て
き
て
い
る
。
害
虫

ス
ズ
メ
バ
チ
の
ほ
か
、
市
内
の
緑
化
が
進
む
に
つ
れ
て
ア
メ
リ

で
は
、
ド
ク
ガ
の
仲
間
や
カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
、

カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
や
ヤ
ス
デ
の
異
常
発
生
も
み
ら
れ
て
い
る
。

つ
ば
さ

シ
パ
ン
ム
シ
プ
リ
ガ
タ
パ
チ
は
附
和
四
卜
五
年
ご
ろ
か
ら
高
層
住
宅
で
の
被
害
が
続
い
て
い
る
。
趨
を
も
た
な
い
の
で
ヒ
メ

ア
リ
矧
と
間
違
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
ハ
チ
は
畏
を
食
害
す
る
シ
パ
ン
ム
シ
の
幼
虫
に
寄
生
す
る
き
わ
め
て
小
型
の
ハ

シ
パ
ン
ム
シ
そ
の
も
の
を
駆
除
せ
ね
ば
被
害
を
防
止
で
き
な
い
か
ら
や
っ
か
い

チ
で
あ
る
。
刺
さ
れ
る
と
か
な
り
か
ゆ
い
が
、

が
や
や
進
ん
だ
排
水
路
か
ら
、

で
あ
る
。
集
合
住
宅
の
上
水
槽
や
簡
易
下
水
道
の
浄
化
槽
か
ら
、

い
ず
れ
も
特
別
の
容
は

ハ
エ
に
か
わ
っ
て
チ
ョ
ウ
パ
エ
が
発
生
し
た
り
、
水
質
改
善

カ
に
か
わ
っ
て
ユ
ス
リ
カ
が
発
生
し
て
く
る
こ
と
も
み
ら
れ
て
い
る
。
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な
い
も
の
の
、
大
発
生
と
な
る
と
迷
惑
を
及
ぼ
す
。

特
に
近
年
に
は
、
街
封
型
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
集
合
住
宅
で
、
ダ
ニ
の
発
生
が
出
題
と
な
っ
て
い
る
。

、
タ
ニ
は
も
と
も

と
、
ど
の
よ
う
な
住
宅
に
も
三

O
種
ぐ
ら
い
は
生
息
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
従
前
の
木
造
住
宅
で
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か

っ
た
ツ
メ
ダ
ニ
や
ヒ
ョ
ウ
ヒ
ダ
ニ
の
仲
間
が
、
混
度
や
湿
度
の
適
当
な
マ
ン
シ
ョ
ン
型
住
宅
で
増
殖
し
て
い
る
。

ツ
メ
ダ
ニ
は

コ
ナ
ダ
ニ
鎮
の
捕
食
者
で
、
そ
の
点
で
は
有
益
な
の
だ
が
、
人
間
も
刺
す
。

ヒ
ョ
ウ
ヒ
ダ
ニ
、

ホ
コ
リ
、
タ
ュ
、

イ
エ
チ
リ
ダ
一
一

は
夜
桜
人
尚
宏
刺
す
こ
と
は
な
い
が
、
体
内
に
入
り
こ
ん
で
ぜ
ん
そ
く
や
鼻
炎
な
ど
ア
レ
ル
ギ
！
性
疾
患
の
原
阪
と
な
る
。
通

風
の
惑
さ
と
暖
房
、
が
こ
れ
ら
の
ダ
ニ
の
増
殖
の
原
因
で
あ
る
の
で
、
殺
虫
部
の
散
布
の
み
で
は
解
決
が
難
し
い
。

他
方
、
郊
外
に
建
て
ら
れ
た
二
円
建
て
住
宅
で
は
、

シ
ロ
ア
リ
の
被
害
が
増
加
し
て
い
る
。

し
か
も
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で

は
ほ
と
ん
ど
が
ヤ
マ
ト
シ
ロ
ア
リ
に
よ
る
被
害
で
あ
っ
た
も
の
が
、
最
近
で
は
海
岸
寄
り
か
ら
北
へ
と
イ
エ
シ
ロ
ア
リ
の
被
害

が
進
ん
で
い
る
。

ヤ
マ
ト
シ
ロ
ア
リ
ノ
は
一
巣
が
せ
い
ぜ
い
一
一
一
万
匹
、
湿
っ
た
木
材
に
巣
を
つ
く
り
な
が
ら
食
い
荒
ら
し
て
行
く

市街地の生物とその生態

の
に
対
し
、
イ
エ
シ
戸
ア
り
は
体
も
や
や
大
き
く
、

一
巣
十
万
匹
に
も
達
す
る
。

し
か
も
巣
か
ら
離
れ
た
乾
い
た
木
材
に
も
道

を
つ
く
っ
て
食
害
す
る
の
で
、

間

J
五
年
も
放
註
す
る
と
家
を
建
て
磁
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
容
を
与
え
る
。

第三筋
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第
四
節

河
刑
・
池
沼
の
生
物
と
そ
の
生
態

河
川
・
池
沼
の
生
態
系

河
川
の
生

態
系

兵
庫
県
は
暖
温
帯
に
属
し
、
高
地
で
は
ブ
ナ
林
、
低
地
で
は
シ
イ
林
の
級
相
林
に
発
達
す
る
環
境
要
素
を
も
っ

て
い
る
。
極
相
林
は
そ
の
地
域
の
気
候
に
適
応
し
た
最
も
安
定
し
た
森
林
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
級
相
林
に
は
、

山
は
か
な
生
物
相
が
み
ら
れ
、
森
林
土
壌
の
腐
植
な
ど
、
生
態
系
の
構
造
・
機
能
を
調
和
し
た
形
で
保
持
し
て
い
る
。
調
和
の
と

れ
た
森
林
か
ら
流
れ
で
る
水
は
、

い
わ
ゆ
る
岩
清
水
と
し
て
河
川
の
水
源
と
な
っ
て
い
る
。

か
つ
て
の
神
戸
の
水
道
の
水
は
、
六
甲
山
地
の
渓
流
か
ら
の
山
石
市
水
で
、
一
俗
存
敵
素
も
多
く
、
水
源
近
く
に
は
人
家
も
少
な

か
っ
た
の
で
、
細
菌
や
有
機
物
に
よ
る
汚
染
も
な
く
、
外
悶
船
に
ま
で
評
判
が
良
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

汚
消
を
受
け
て
い
な
い
河
川
で
は
、
山
間
部
と
晶
子
地
部
、
淵
と
櫛
、
な
ど
の
河
川
形
態
に
よ
る
速
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
場
所
で
、
藻
類
、
水
生
昆
虫
、
魚
額
な
ど
の
生
物
群
が
調
和
を
保
っ
て
生
息
し
て
い
る
。
川
底
に
付
着
し
て
い
る
務
知
の
円
…
氾

は
淵
よ
り
も
瀬
の
方
が
多
く
、
そ
れ
を
主
食
と
し
て
い
る
オ
イ
カ
ワ
と
い
う
魚
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
瀬
に
多
く
生
息
し
て
い

る
。
瀬
か
ら
は
が
れ
た
藻
類
は
流
れ
下
っ
て
、
そ
の
一
部
は
淵
に
沈
む
の
で
、
石
の
間
に
剰
を
張
っ
て
生
活
し
て
い
る
水
生
昆
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虫
の
ト
ピ
ケ
ラ
に
と
っ
て
は
、
瀬
の
末
端
に
い
れ
ば
多
く
の
食
物
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

カ
ワ
ム
ツ
と
い
う
魚
は
淵
に
生

こ
の
よ
う
な
、

志
し
て
、
上
流
か
ら
流
下
し
て
来
る
昆
虫
な
ど
を
待
ち
う
け
て
食
っ
て
い
る
。

つ
が
、
藻
鮪
1
v食
能
性
昆
虫

勺
食
う
お
食
わ
れ
る
者
」
と
い
う
食
物
関
係
に
よ
っ
て
、
生
物
群
の
一
つ

河川・池沼の生物とその生態第四節

↓
食
虫
性
昆
山
氏
↓
食
虫
性
的
…
煩
l
y
食
品
川
…
性
魚
額
、
と
い
う
よ
う
な
食
物
述
鎖
で
街

岐
に
結
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
食
物
述
鎖
の
一
部
が
、
な
ん
ら
か
の
際
限
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
る
と
、

そ
の
影
響
は
一
部
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
れ
以
後
の
連
鎖
に
位
置
す
る
生
物
は
そ
の

！被水の食物連鎖

生
活
の
基
盤
を
ふ
八
っ
て
、
そ
の
場
所
の
生
態
系
金
体
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。

近
年
、
流
域
の
開
発
・
都
市
化
が
急
激
に
進
行
し
、
水
質
保
全

河
川
の
汚
濁

と
自
浄
作
用

に
不
可
欠
な
山
林
は
ふ
八
わ
れ
、
清
流
と
し
て
上
水
に
も
利
用
さ

れ
て
い
た
河
川
に
も
、
汚
れ
た
水
が
流
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

関 16

…
阿
川
に
汚
、
渇
し
た
水
が
流
入
す
る
と
、
汚
潟
し
た
水
の
流
入
地
点
か
ら
下
流
で

は
、
こ
れ
ま
で
調
和
を
保
っ
て
い
た
生
態
系
が
破
壊
さ
れ
、
河
川
中
の
器
類
・
水

生
小
動
物
は
次
第
に
姿
を
消
し
、

ス
フ
エ
ロ
チ
ル
ス
な
ど
の
汚
水
菌
、
が
繁
茂
し
て

水
底
を
お
お
う
よ
う
に
な
る
。
も
し
汚
濁
し
た
水
に
有
機
物
が
多
い
と
、
河
川
中

の
酸
素
は
著
し
く
消
費
さ
れ
、
汚
濁
し
た
水
が
流
入
す
る
付
近
の
河
川
は
無
酸
素

状
態
と
な
り
、
嫌
気
性
縮
世
間
し
か
生
存
で
き
な
い
死
の
肝
と
な
っ
て
し
ま
う
。
腐
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敗
し
や
す
い
有
機
物
が
、

細
菌
や
そ
れ
に
類
す
る
生
物
の
働
き
に
よ
っ
て
分
解
さ
れ
、

栄
養
塙
類
（
ア
ン
モ
ニ
ア
塩
、
硝
酸
塩
、

燐
酸
塩
な
ど
）
が
水
中
に
放
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
を
栄
養
源
と
す
る
シ
オ
グ
サ
な
ど
の
器
類
が
、
汚
水
性
の
生
物
群
に
代
わ
っ

て
そ
の
下
流
域
に
出
現
す
る
。

再
び
河
川
中
の
溶
存
酸
素
が
豊
富
に
な
り
、
水
質
が
回
復
し
て
来
る
と
、
汚
渇
し
た
水
の
流
入
の
な
か
っ
た
上
流
の
生
物
群

が
潤
び
現
れ
て
来
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
現
象
が
、
河
川
で
は
よ
流
か
ら
下
流
に
向
か
っ
て
起
こ
る
。
こ
れ
が
河
川
の
自
浄
作

用
と
呼
ば
れ
る
働
き
で
あ
る
が
、
こ
の
自
浄
作
用
に
は
細
留
、
藻
類
な
ど
の
水
中
に
生
息
す
る
櫛
物
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。

河
川
も
下
流
域
に
は
い
る
と
、
河
川
敷
の
海
水
・
水
溜
り
は
部
類
、
水
生
被
物
、
昆
虫
、
魚
類
に
と
っ
て
得
難
い
生
活
の
場

と
な
っ
て
い
る
。
河
川
の
伴
辺
に
は
水
生
植
物
が
繁
茂
し
て
い
て
、
こ
こ
も
水
中
の
生
物
に
と
っ
て
重
要
な
生
活
の
場
で
あ
る
。

溜
池
と
湧
泉

湖
池
の
生
態
系
の
場
合
、
河
川
と
兵
な
っ
て
、
そ
の
生
態
系
は
一
段
と
閉
鎖
的
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
植
物
・
動
物
の
遺
体
は
微
生
物
の
分
解
作
用
に
よ
っ
て
最
後
に
は
硝
酸
坂
と
な
り
、
こ
れ
が
藻

類
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
て
再
び
有
機
物
に
変
え
ら
れ
る
。
藻
類
は
水
生
小
動
物
の
餌
と
な
り
、
水
生
小
動
物
は
つ
ぎ
に
広
ビ
や

モ
ロ
コ
、

フ
ナ
な
ど
の
魚
類
に
食
べ
ら
れ
る
。
池
に
飛
ん
で
来
る
鳥
は
こ
れ
ら
水
生
小
動
物
、

エ
ピ
、
魚
類
を
捕
食
し
て
い
る
。

安
定
し
た
池
の
生
態
系
で
は
有
機
物
の
分
解
す
る
速
度
と
、
藻
類
が
こ
れ
を
吸
収
し
て
増
殖
す
る
速
度
と
の
バ
ラ
ン
ス
で
調
和

が
保
た
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
近
年
農
村
の
都
市
化
、
水
田
・
耕
地
の
減
少
の
た
め
溜
池
本
来
の
目
的
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
汚
濁
し
た

水
の
流
入
に
よ
っ
て
、
肉
池
の
水
質
は
富
栄
養
化
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
務
類
や
水
生
捕
物
が
異
常
発
生
す
る
よ
う
に
な
る
。
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大
発
生
し
た
藻
類
や
水
生
植
物
は
そ
れ
だ
け
で
も
多
最
の
酸
素
を
消
費
し
、
魚
類
の
呼
吸
器
難
な
ど
を
引
き
起
こ
す
が
、
藻
類

や
水
生
植
物
が
死
ん
で
池
底
に
沈
降
し
分
解
す
る
際
、
さ
ら
に
多
量
の
酸
素
を
消
費
す
る
の
で
、
成
層
は
無
酸
素
状
態
に
な
り
、

’
民
生
動
物
の
死
を
招
き
、
結
局
は
池
の
生
態
系
の
破
壊
に
つ
な
が
る
。
池
の
場
合
、
河
川
と
違
っ
て
生
態
系
が
関
鎖
的
で
ふ
め
る

だ
け
に
、

い
っ
た
ん
破
壊
さ
れ
た
生
態
系
の
回
復
に
は
か
な
り
の
年
月
が
必
要
で
あ
る
じ

ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ

ン
ト
と
水
生
生
物

河
川
敷
と
同
様
に
、
池
の

用
水
路
の
洋
は
水
生
隙
物
・
底
生
－
f

…
ね
生
動
物
の
生
活
の
場
と
な
っ
て

い
る
。
池
を
閉
め
て
し
ま
わ
な
い
に
し
て
も
、
池
の
岸
を
コ
ン
ク
リ

i
ト
で
翻
め
て
し
ま
っ
て
は
、
池

の
生
命
線
と
で
も
い
う
べ
き
水
際
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
砂
や
小
石
で
あ
っ
た
水
底
を
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
改
修
し
た

用
水
路
に
は
、

セ
キ
シ
ョ
ウ
そ
な
ど
の
水
生
般
物
や
ホ
タ
ル
な
ど
の
幼
虫
は
生
育
で
き
な
く
な
る
。

一
般
に
、
水
質
な
ど
の
生
息
環
境
の
良
好
な
場
所
で
は
、
生
息
し
て
い
る
生
物
の
種
類
が
極
め
て
多
穏
多
様
で
あ
る
。
生
息

河JI！・池沼の生物とその生態

環
境
、
が
良
好
で
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
生
息
し
て
い
る
生
物
の
怒
類
が
次
第
に
少
な
く
な
る
。
生
息
環
境
が
極
め
て
悪
化
し
た

場
所
で
は
、
あ
る
特
定
の
穏
し
か
生
息
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
生
息
環
境
が
さ
ら
に
慈
く
な
れ
ば
、
生
物
の
生
息
で
き
な

い
死
の
世
界
と
な
っ
て
し
ま
う
。

神
戸
市
で
も
、
六
甲
山
地
の
渓
流
ゃ
、
同
神
・
北
神
水
域
の
河
川
の
上
流
域
な
ど
、
生
息
環
境
の
備
わ
っ
て
い
る
水
域
に
は

水
生
生
物
の
多
く
の
緩
が
生
息
し
て
い
る
。

し
か
し
、
都
市
河
川
・
聞
神
・
北
神
水
域
の
中
・
下
流
域
の
流
域
下
水
道
の
未
撃

備
水
域
で
は
、
生
活
排
水
な
ど
が
流
入
し
、
水
質
の
忠
化
し
て
い
る
場
所
も
存
在
す
る
。

せ
許

明
石
川
な
ど
に
は
、
伏
流
水
を
か
ん
が
い
用
水
と
し
て
取
水
す
る
た
め
の
井
壊
が
あ
ち
こ
ち
に
設
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
い

第四節

く
つ
か
は
湧
泉
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
梯
泉
は
、
清
澄
な
水
域
を
好
む
藻
類
、
特
に
紅
藻
の
カ
ワ
ワ
モ
ヅ
ク
な
ど
の
好
適
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な
生
育
地
と
な
っ
て
い
る
。

2 

河
川
の
水
生
生
物

六
甲
山
南
麓

の
都
市
河
川

生
怠
す
る
水
生
生
物
の
種
類
と
分
布
か
ら
み
る
と
、
神
戸
の
河
川
は
六
甲
山
地
の
南
斜
簡
を
流
れ
る
都
市
水

域
の
河
川
と
、
西
神
・
北
神
水
域
の
河
川
と
に
分
け
ら
れ
る
。

標
高
一

0
0
0メ
i
ト
ル
に
近
い
六
甲
山
地
の
南
斜
面
は
、
急
峻
な
傾
斜
で
神
戸
市
街
に
接
し
て
い
る
た
め
、
都
市
水
域
の

河
川
は
短
く
、
流
れ
は
急
で
あ
り
、
谷
は
深
く
、
岩
盤
か
ら
な
る
川
床
に
は
多
く
の
憶
が
か
か
っ
て
い
る
。
上
流
の
渓
流
域
は

あ
る
程
度
自
然
の
状
態
が
保
た
れ
て
い
て
水
質
も
良
好
で
、
渓
流
の
深
い
谷
の
岩
盤
に
は
紅
諜
の
ベ
ニ
マ
ダ
ラ
が
み
ら
れ
る
。

風
化
し
た
花
こ
う
岩
に
よ
る
土
砂
災
中
苦
か
ら
川
筋
を
守
る
た
め
、
ム
ハ
叩
山
地
の
各
所
に
は
砂
防
販
制
托
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

す
だ
れ

簾
の
よ
う
に
水
を
務
と
し
て
い
る
、
そ
れ
ら
の
様
誕
の
垂
直
の
岩
田
に
は
、
産
諜
の
ア
シ
ツ
キ
や
、
黄
緑
色
藻
の
フ
シ
ナ
シ
ミ

ド
ロ
、
緑
藻
の
ヒ
ビ
ミ
ド
ロ
な
ど
、
清
流
を
好
む
藻
類
の
生
育
が
み
ら
れ
る
。

中
流
域
に
は
、
汚
れ
た
水
に
弱
い
緑
藻
の
ト
ゲ
ナ
シ
ツ
ル
ギ
が
、
下
流
域
に
は
緑
藻
の
ミ
ゾ
ジ
ュ
ズ
そ
な
ど
、
比
較
的
汚
潟

に
耐
え
る
部
類
が
分
布
し
て
い
る
。

下
流
域
は
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
石
桓
な
ど
で
河
岸
や
川
床
が
閤
め
ら
れ
、
水
生
生
物
の
生
育
環
境
と
し
て
は
好
ま
し
い
状
態

で
は
な
く
、
特
に
魚
類
な
ど
の
大
型
水
生
動
物
の
生
育
に
は
適
し
て
は
い
な
い
。

次
に
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
の
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。
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第四節河川・池沼の生物とその生態
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ハ
叩
山
地
か
ら
南
に
向
か
っ
て
流
下
す
る
都
市
河
川
で
は
、

ど
の
川
も
上
流
・
中
流
域
に
は
サ
ワ
ガ
ニ
が
す
ん
で
い
る
ο

」
ろ
が
、

市
街
地
を
流
れ
る
下
流
域
に
な
る
と
、

川
岸
も
川
氏
も
つ
ン
ク
リ
i
卜
と
石
で
同
め
ら

水
が
汚
れ
て
い
る
う
え
に
、

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
巣
作
り
に
必
要
な
行
が
少
な
い
の
で
、

サ
ワ
力
ニ
が
す
む
の
が
凶
矧
で
あ
る
。

六
m
T
山
地
か
ら
南
に
向
か
っ
て
流
下
す
る
都
市
河
川
の
う
ち
、

部
資
川
の
例
で
み
る
と
、

ノ＼

JI I 
と
お11t
行
JI! 

t主

ワ
カ、

が
す
ん
で
い
る
が
、
こ
の

つ
の
川
が
合
流
し
た
都
賀
川
に
は
サ
ワ
ガ
ニ
は
す
ん
で
い
な
い
。

」
の
サ
ワ
ガ
ニ
に
よ
く
似
た
分
布
を
泌
す
生
物
に
藍
縫
の
ノ
ス
ト
ッ
ク
印
刷
の
稀
が
あ
る
。

ハ
叩
川
川
に
み
ら
れ
る
主
要
稲
は
ノ

ス
ト
ッ
ク
属
の
ノ
ス
ト
ッ
ク

ブ
ェ
ル
ル
コ

l
ス
ム
（
ア
シ
ツ
キ
）
と
ノ
ス
ト
ッ
ク

ハ
ル
メ
リ
オ
イ
デ
ス
の
二
段
で
、
ど
ち
ら

も
上
流
域
に
だ
け
分
布
し
て
い
る
。
都
賀
川
行
・
凶
谷
に
は
ノ
ス
ト
ッ
ク

ハ
ル
メ
リ
オ
イ
デ
ス
の
み
、
が
、
前
ケ
ル
比
谷
・
真
水
谷

に
は
ア
シ
ツ
キ
の
み
が
分
布
し
、

一
つ
の
渓
流
が
合
流
し
た
後
は
両
方
の
限
が
み
ら
れ
る
が
、

プ
シ
ツ
キ
の
ほ
う
が
多
く
生
育

し
て
い
る
。

そ
し
て
、
六
甲
川
が
柏
谷
川
と
合
流
し
た
ド
流
域
（
都
賀
川
）
で
は
水
が
少
し
汚
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
ノ
ス
ト
ッ
ク
版
の
一

種
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

緑
藻
の
六
甲
川
に
お
け
る
分
布
を
み
る
と
、

ヒ
ビ
ミ
ド
ロ
は
上
流
械
に
の
み
出
現
す
る
。
こ
の
組
は
特
に
腿
駐
や
尚
の
真
下

の
水
が
激
し
く
当
た
っ
て
い
る
岩
上
に
、

」
の
穏
に
は
清
水
引
（
食
料

冬
か
ら
春
に
か
け
て
出
現
し
、

夏
に
は
み
ら
れ
な
い
。

水
性
）
と
汚
水
型
（
中
腐
水
性
）
と
が
あ
っ
て
、

六
甲
川
に
み
ら
れ
る
訴
は
治
水
担
（
食
腐
水
性
）
と
考
え
ら
れ
る
ο

ト
ゲ
ナ
シ
ツ
ル
ギ
は
中
流
域
に
の
み
出
現
す
る
。

ミ
ゾ
ジ
ュ
ズ
モ
は
中
流
威
か
ら
柏
谷
川
と
合
流
し
た
後
の
下
流
域
（
都
賀

川
）
に
わ
た
り
ゃ
や
広
い
分
布
を
示
し
て
い
る
。

と
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河西
Jll北

字率
の

西
神
・
北
神
水
域
の
河
川
は
主
と
し
て
六
中
山
地
を
源
流
と
し
て
、
北
か
ら
凶
ま
た
は
東
に
向
か
っ
て
流
れ

る。

特
に
上
流
で
は
瀬
と
淵
と
が
交
互
に
出
現
し
、
都
市
水
域
の
河
川
に
比
べ
る
と
、
河
川
流
域
が
大
き
い
。
こ
れ
ら
の
河
川
は

比
較
的
p

自
然
の
状
態
を
保
っ
て
お
り
、
水
質
も
お
お
む
ね
良
好
で
、
総
裁
の
ツ
ル
ギ
ミ
ド
ロ
な
ど
比
絞
的
清
流
域
を
好
む
藻
煩

の
生
育
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
水
牛
一
生
物
に
と
っ
て
の
生
育
適
地
が
た
く
さ
ん
見
出
さ
れ
る
。

し
じ
み

北
神
水
域
の
河
川
の
う
ち
、
大
規
模
な
団
地
を
上
流
に
も
つ
志
染
川
や
有
野
川
の
本
流
に
は
、

サ
ワ
ガ
ニ
は
す
ん
で
い
な
い

の
に
、
本
流
か
ら
数
メ

i
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
校
沢
に
は
サ
ワ
ガ
ニ
が
す
ん
で
い
る
。
本
流
に
す
め
な
い
の
は
、

や
は
り

生
活
排
水
な
ど
に
よ
る
水
の
汚
れ
が
原
図
な
の
で
為
ろ
う
。

サ
ワ
ガ
ニ
の
謂
査
の
行
わ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
十
月
三
十
一
日
の
約
一
カ
月
前
、
九
月
二
十
四
日
の
水
質
を
み
る
と
、
志
染

i可JI！・池沼の生物とその＊J::.態

川
の
源
流
で
あ
る
黒
岩
谷
川
に
は
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窓
索
、
市
一
硝
徴
性
窒
素
は
と
も
に
少
な
く
、

サ
ワ
ガ
ニ
と
緑
誌
の
サ
ヤ
ミ
ド

ロ
の
一
種
が
生
息
し
て
い
る
。
黒
岩
谷
川
が
生
活
排
水
な
ど
を
含
ん
だ
大
池
川
と
合
流
し
た
後
の
お
染
川
・
上
谷
上
で
は
盟
硝

酸
性
議
素
が
急
増
し
、
サ
ワ
ガ
ニ
も
緑
藻
の
サ
ヤ
ミ
ド
口
の
一
一
報
も
み
ら
れ
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
河
川
に
汚
濁
し
た
水
の
流
入
と
、
河
川
の
’
H
浄
作
用
、
校
沢
か
ら
の
法
流
に
よ
る
希
釈
に
よ
る
水
質
の
出
復
の

ょ
う
す
は
秋
期
（
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
）
の
志
染
川
に
お
い
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
た
。
源
流
の
沢
で
あ
る
黒
岩
谷
川
に
は

現
硝
酸
性
窒
素
は
少
な
く
、
貧
腐
水
性
の
総
務
の
ネ
ダ
シ
グ
サ
の
一
係
、

ア
ミ
ミ
、
ト
口
、

ウ
キ
シ
オ
グ
サ
が
生
資
し
て
い
た

Q

第四節

こ
れ
に
反
し
て
、
大
池
川
は
生
活
排
水
な
ど
を
た
っ
ぷ
り
含
ん
で
い
て
、

ス
フ
エ
ロ
チ
ル
ス
、
、
ス

l
グ
レ
ア
な
ど
の
汚
水
菌

し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
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大
池
川
と
合
流
し
た
後
の
志
染
川
は
か
な
り
汚
川
附
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
上
谷
上
ま
で
流
下
す
る
と
、

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

が
分
解
さ
れ
て
減
り
、
逆
に
班
硝
酸
性
窓
案
が
少
し
哨
え
る
ο

源
流
の
沢
で
あ
る
黒
岩
谷
川
で
み
ら
れ
た
鈴
胸
水
性
の
緑
藻
の

ア
ミ
ミ
ド
ロ
、

ウ
キ
シ
オ
グ
サ
に
か
わ
っ
て
、
多
少
汚
潟
に
耐
え
る
ミ
ゾ
ジ
ュ
ズ
モ
が
こ
の
上
谷
上
で
は
少
し
出
現
す
る
。

坂
本
橋
に
ま
で
流
下
す
る
と
、

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
が
さ
ら
に
分
解
さ
れ
て
減
り
、
斑
硝
般
性
愛
素
も
少
し
減
る
。
こ
こ
で

の
水
質
が
源
流
の
沢
で
あ
る
脱
出
岩
谷
川
と
同
じ
程
度
ま
で
回
復
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ミ
ゾ
ジ
ュ
ズ
モ
に
か
わ
っ
て
多

少
食
腐
水
性
の
ウ
キ
シ
オ
グ
サ
が
殉
び
出
現
し
て
く
る
。

淡
河
川
は
丹
生
山
地
の
北
側
の
谷
を
闘
に
向
か
っ
て
流
れ
、
志
染
川
と
合
流
し
て
加
古
川
に
注
い
で
い
る
。
こ
の
淡
河
川
で

も
、
サ
ワ
ガ
ニ
は
校
沢
に
の
み
す
ん
で
い
て
、
本
流
に
は
す
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
、
淡
河
川
の
校
沢
の
一
つ
で
あ
る
芦
谷
川

と
淡
部
川
の
本
流
と
に
ど
の
よ
う
な
水
生
生
物
が
分
布
し
て
い
る
か
を
調
査
し
た
。

昭
和
五
十
七
年
七
月
二
十
三
日
の
調
査
で
、
芦
谷
川
で
は
サ
ワ
ガ
ニ
と
と
も
に
魚
瀬
の
カ
ワ
ヨ
シ
ノ
ボ
リ

J

の
生
息
が
確
認
さ

れ
た
が
、
淡
河
川
の
本
流
で
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
逆
に
、
淡
河
川
の
本
流
の
開
通
橋
に
す
ん
で
い
る
ム
ギ
ツ
ク
、

カ

γ

ツ

ヵ
、
ォ
ィ
ヵ
ヮ
、
ギ
ン
ブ
ナ
、
ド
ン
コ
な
ど
の
魚
類
は
芦
谷
川
に
は
す
ん
で
い
な
か
っ
た
。
水
生
昆
虫
に
つ
い
て
み
る
と
、
殺

腐
水
性
で
汚
濁
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
ク
ロ
タ
ニ
ガ
ワ
カ
ゲ
戸
ウ
、

オ
オ
ヤ
マ
カ
ゲ
ロ
ウ
な
ど
は
芦
谷
川
だ
け
に
、
汚
潟

に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
コ
ガ
タ
シ
マ
ト
ピ
ケ
ラ
な
ど
は
淡
河
川
の
本
流
（
開
通
機
）
だ
け
に
す
ん
で
い
た
。

昭
和
五
十
七
年
六
月
二
十
六
日
に
行
っ
た
藻
類
の
調
査
で
も
、
同
じ
よ
う
な
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。
産
藻
の
ノ
ス
ト
ッ
ク

ハ
ル
メ
リ
オ
イ
デ
ス
、

ベ
ヅ
カ
リ
ア
ナ
と
紅
藻
の
オ
ウ
ド
ウ
ネ
一
ブ

キ
ャ
リ
ビ
ア
が
熊
谷
川
の
上
流
だ
け
に
生

リ
ブ
ラ
リ
ア

育
し
て
い
た
。
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総
藻
の
ト
ゲ
ナ
シ
ツ
ル
ギ
は
芦
谷
川
の
下
流
と
淡
、
河
川
の
本
流
と
の
合
流
地
点
付
近
だ
け
に
生
脊
し
て
い
た
。
開
じ
緑
藻
の

ミ
ゾ
ジ
ュ
ズ
モ
と
ウ
キ
シ
オ
グ
サ
は
淡
河
川
本
流
の
い
た
る
所
で
生
育
し
て
い
る
。

珪
藻
に
つ
い
て
み
る
と
、

ナ
ピ
キ
ュ
ラ

ラ
デ
ィ
オ
サ
、

ツ
ゥ
ミ
、
夕
、

シ
ネ
一
ド
一
ブ

ウ
ル
ナ
な
ど
が
芦
谷
川
だ

キ
ン
ベ
ラ

け
に
、

ニ
ッ
ツ
ィ
プ

プ
ン
フ
ィ
ピ
ア
ル
｝
ニ
ッ
ツ
ィ
ア

ハ
レ
ア
と
は
淡
、
河
川
の
本
流
だ
け
に
分
布
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
水
生
生
物
の
分
布
か
ら
判
断
す
る
と
、
芦
谷
川
は
食
潟
水
性
。
中
腐
水
性
、
淡
河
川
の
本
流
は

8
中
腐
水
性

水
域
と
考
え
ら
れ
る
。

3 

溜
池
に
生
育
す
る
水
生
植
物

河Jll・7也沼の生物とその生態

池
に
は
天
然
の
池
沼
、

か
ん
が
い
を
白
的
と
し
て
人
工
的
に
造
ら
れ
た
も
の
、
天
然
の
池
沼
に
予
を
加
え
た

神
戸
の
溜
泡

半
自
然
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
神
戸
市
域
に
は
、
こ
の
地
域
が
雨
量
の
少
な
い
瀬
戸
内
気
般
に
属
し
て
い
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
水
自
の
開
拓
や
疏
水
の
通
水
に
伴
っ
て
次
々
に
造
ら
れ
た
大
小
様
々
の
池
が
点
在
し
て
い
る
。
そ
の
数
は
八

千
以
上
で
、
単
純
計
算
す
る
と
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
で
五
似
の
溜
池
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
溜
池
の
大
半
は
凶

区
と
北
一
弘
に
分
布
し
て
お
り
、
こ
の
両
区
の
溜
池
密
度
は
き
わ
め
て
高
い
。
六
甲
山
上
に
も
大
小
一
ニ

O
の
池
が
あ
り
、
六
甲
池

沼
群
と
し
て
生
物
学
的
に
興
味
深
い
水
域
と
な
っ
て
い
る
。

第凶節

寓
等
水
生
植

物
（
水
草
）

こ
れ
ら
の
池
の
生
態
系
の
重
要
な
構
成
要
員
が
、
高
等
水
生
植
物
、

い
わ
ゆ
る
水
草
で
あ
る

G

水
草
と
は
、

生
の
大
半
を
水
に
つ
か
っ
た
状
態
で
す
ご
す
…
群
の
織
物
で
、

そ
(/) 

ス
イ
レ
ン
、

ク
口
モ
な
ど
が

、，、、

ノ
ザ
ノ
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よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
水
車
は
、
水
位
変
動
の
大
き
い
貯
水
池
な
ど
で
は
ま
れ
で
あ
る
が
、
自
然
状
態
の
よ
く
残
っ
た
池
で
は

安
定
し
た
鮮
落
を
つ
く
っ
て
い
る
。

神
戸
市
の
周
辺
に
は
、

約
八

O
絡
の
水
草
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
全
捌
か
ら
記
録
さ
れ
て
い
る
水
草
の
約
半
分
に
な
る
（
カ

キ
ツ
パ
夕
、

モ
ウ
セ
ン
ゴ
ケ
な
ど
湿
原
や
湿
地
に
生
育
す
る
織
物
は
除
く
）

0

ひ
と
つ
の
市
域
で
こ
れ
だ
け
の
水
草
が
み
ら

サ
ギ
ソ
ウ
、

れ
る
所
は
他
に
例
が
な
い
。
こ
れ
は
、
神
戸
市
が
市
街
地
や
農
耕
地
か
ら
丘
陵
・
山
地
ま
で
変
化
に
富
ん
だ
自
然
を
も
っ
地
域

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
立
地
に
対
応
し
て
池
の
形
態
や
水
深
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
水
質
も
山
間
の
腐
植
栄
養
な
い
し
貧
栄
養

な
も
の
か
ら
、
一
千
地
に
あ
っ
て
寓
栄
養
化
の
進
ん
だ
も
の
ま
で
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
環
境
に
よ
っ
て
生
育
し
て
い
る
水

引
川
十
も
脱
（
な
っ
て
く
る
。
こ
の
多
様
な
環
境
が
神
戸
市
域
の
水
車
相
を
豊
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
、
代
表
的
な
水
平
を
紹
介
す
る
。

六
甲
池
沼

群
の
水
草

六
甲
山
に
は
ツ
ゲ
池
、

ひ
ょ
う
た
ん
池
、
一
一
一
悶
池
な
ど
六
甲
に
登
る
人
に
は
な
じ
み
の
深
い
池
沼
が
あ
る
。
そ

の
多
く
は
明
治
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
採
氷
の
た
め
に
掘
ら
れ
た
池
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
離
性
で

設
栄
養
の
水
質
を
も
っ
た
、
山
上
に
特
徴
的
な
水
域
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
ジ
ュ
ン
サ
イ
、

ヒ
ツ
ジ
グ
サ
、

ブ
ト
ヒ
ル
ム
シ

口
な
ど
の
浮
葉
楠
物
や
、
水
面
に
浮
遊
す
る
食
虫
植
物
の
イ
ヌ
タ
ヌ
キ
そ
な
ど
貧
栄
養
の
水
域
に
特
徴
的
な
水
草
が
み
ら
れ
る
。

ジ
ュ
ン
サ
イ
は
、
神
戸
市
域
で
は
水
の
き
れ
い
な
池
や
、

水
が
や
や
褐
色
が
か
っ
た
古
い
池
（
腐
植
栄
養
）
に
生
え
る
代
表
的

な
水
車
で
あ
る
。
若
芽
が
食
用
に
な
る
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
生
育
地
が
近
年
、
急
減
し
て
い
る
。

ヒ
ツ
ジ
グ
サ
は
古
来
よ
り
日
本
に
自
生
す
る
λ

イ
レ
ン
の

織
で
あ
る
。
寺
院
や
公
閣
の
池
に
栽
倍
さ
れ
る
洋
種
ス
イ
レ
ン

の
よ
う
な
華
麗
さ
は
な
い
が
、

の
刻
（
午
後
二
時
ご
ろ
）
に
向
い
花
を
咲
か
せ
る
。

I02 神戸の生物とその生態a'Sニ￥



こ
の
よ
う
に
、
六
甲
山
上
に
は
緩
類
こ
そ
多
く
は
な
い
が
、
山
上
の
池
に
特
徴
的
な
水
車
鮮
落
が
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

に
な
っ
た
例
も
あ
り
、

し
か
し
、
近
年
、
こ
れ
ら
の
池
が
、
形
が
変
え
ら
れ
た
り
、
水
が
汚
れ
た
こ
と
で
、
水
車
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
り
、
消
滅
寸
前

か
つ
て
の
自
然
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
は
、
わ
ず
か
に
な
っ
た
。

富
栄
養
化
の
進

ん
だ
池
の
水
準

北
区
に
は
多
く
の
池
が
分
術
す
る
が
、
山
知
や
丘
陵
地
帯
に
は
貧
栄
養
状
態
の
も
の
が
多
く
、
六
甲
山
上

同
様
に
ジ
ュ
ン
サ
イ
や
ヒ
ツ
ジ
グ
サ
の
挺
占
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

人
家
の
近
く
で
は
、
家
庭
排
水
や
肥
料
が
流
入
す
る
た
め
、
や
や
広
栄
養
化
し
、

河Jll・池沼の生物とそのi:J::.態第四fii'j

ジュンサイ写真 24

ヒ
シ
の
優
占
す
る
池
が
院
に
つ
く
よ
う
に

な
る
。

西
区
の
池
に
な
る
と
、
富
栄
養

化
の
進
行
は
さ
ら
に
著
し
い
。
こ
れ
は

周
辺
の
開
発
が
進
ん
で
い
る
こ
と
だ
け

オニパス

で
な
く
、
地
賓
が
沖
積
穏
や
海
成
層
で

あ
る
こ
と
に
も
よ
る
。
こ
れ
ら
の
地
層

か
ら
く
み
あ
げ
ら
れ
る
地
下
水
は
、
も

写真 25

と
も
と
多
設
の
栄
養
坂
類
を
含
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
池
で
は
、

先
に
述
べ
た
ヒ
シ
の
ほ
か
に
ハ
ス
、

ガ
ブ
夕
、
ト
チ
カ
ガ
ミ
、

オ
一
一
バ
ス
、

サ
ン
シ
ョ
ウ
そ
な
ど
が
生
育
し
、
ジ
ュ

自然・考11.i・j後史紛 l
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ン
サ
イ
や
ヒ
ツ
ジ
グ
サ
は
み
ら
れ
な
い
。
沈
水
純
物
の
ク
ロ
モ
、

γ

ツ
モ
、

4ヱ
ン

一
一
ン
モ
、

セ
キ
シ
ョ
ウ
モ
な
ど
も
、
貧
栄
養
の
池
よ
り
も
や
や
富
栄
養
化
し
た
池

で
旺
織
に
繁
茂
す
る
。

ホテイアオイ

富
栄
養
水
域
に
出
現
す
る
水
草
の
山
中
で
特
記
す
べ
き
は
オ
ニ
パ
ス
で
あ
ろ
う
。

オ
ニ
パ
ス
は
、
と
き
に
誼
径
二
メ
ー
ト
ル
を
越
す
巨
大
な
葉
を
つ
け
る
一
年
草
で
、

わ
が
国
で
は
宮
城
県
か
ら
鹿
児
島
県
に
わ
た
る
平
地
の
池
沼
が
生
育
場
所
で
あ
る
。

写真 26

し
か
し
、
近
年
、
水
域
の
埋
め
立
て
や
水
質
汚
染
の
進
行
で

rM生
地
が
次
々
と
消

滅
し
、
絶
滅
さ
え
危
ぐ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兵
路
県
南
部
は
ん
土
川
倒
的
に
み
て

も
オ
ニ
パ
ス
の
多
産
す
る
地
域
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
例
に
も
れ
ず
自
生
地
の

消
滅
が
相
次
い
で
い
る
。
神
戸
市
内
で
も
、
凶
区
神
出
向
、
伊
川
谷
町
な
ど
の
池

に
み
ら
れ
た
が
、
宅
地
造
成
に
伴
う
池
の
担
め
立
て
な
ど
で
次
々
と
消
滅
し
た
。

が
い
く
つ
か
あ
る
）
。

オ
ニ
パ
ス
は
元
米
、

て
一
一
一
の
池
に
か
ろ
う
じ
て
残
存
す
る
の
み
で
あ
る
（
近
接
す
る
明
石
市
に
は
比
絞
的
良
好
な
生
育
状
態
を
示
す
オ
ニ
パ
ス
群
落

プ
オ
コ
（
ミ
ク
ロ
キ
ス
チ
ス

現
L

氏、

あ
る
程
度
の
富
栄
養
水
域
に
生
育
す
る
水
平
で
あ
る
が
、

な
ど
の
水
の
議
）
が
発
生
す
る
ま
で
に
富
栄
養
化
が
進
行
す
る
と
、
生
育
問
問
中
一
一
四
が
起
こ
り
消
滅
に
い
た
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
神
戸
は
全
国
有
数
の
水
草
の
多
産
地
で
あ
る
。

し
か
し
、

オ
ニ
パ
ス
群
落
の
表
退
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

た
オ
オ
カ
ナ
ダ
モ
、

コ
カ
ナ
ダ
モ
、

に
、
多
く
の
水
域
の
環
境
が
脅
か
さ
れ
、
在
来
水
草
の
将
来
は
楽
観
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。

ホ
テ
イ
ア
オ
イ
な
ど
が
神
戸
市
内
の
水
域
に
も
憎
唱
え
る
傾
向
に
あ
る
。

…
方
、
外
闘
か
ら
持
ち
込
ま
れ

ro4 ：） ~r戸の生物とその生態第二！？主
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河
川
・
池
沼
の
魚
類

河
川
の
魚

類
相

神
戸
の
河
川
・
池
沼
に
は
、
減
少
し
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
三
七
縁
類
の
淡
水
魚
類
が
生
息
す
る
。

ま
た
、

概
観
す
れ
ば
、
ま
ず
市
内
の
全
水
系
に
オ
イ
カ
ヮ
、

カ
ワ
ム
ツ
が
生
息
し
て
い
る
。

ハ
ゼ
科
の
ヨ
シ
ノ

ボ
り
も
、
西
神
、
北
神
を
中
心
に
多
く
の
水
域
で
生
息
す
る
。

河川I・ 池沼の生物とその生態第凶節

ま
た
、
今
、
各
地
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
オ
オ
ク
チ
パ
ス
（
ブ

ラ
ッ
ク
パ
ス
）
は
、
神
戸
市
で
も
次
第
に
分
布
域
を
広
げ
つ
つ
あ
る
。

山
間
部
で
は
、
全
国
的
に
減
少
し
て
い
る
ギ
ギ
科
の
ア
カ
ザ
が
ご
く
眠
ら
れ

た
水
域
で
あ
る
が
生
息
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、

フ
ナ
、

モ
ツ
ゴ
な
ど
水
質
の

オイカワ

汚
潟
に
強
い
魚
が
、
各
水
系
の
下
流
域
、
右
中
心
に
広
く
分
布
す
る
。

し
か
し
、
水
質
の
悪
化
、
護
岸
工
事
に
よ
る
河
川
形
態
の
変
化
な
ど
に
よ
っ

て
、
多
く
の
魚
種
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
。
神
戸
に
生
息
す
る
魚
を
全
般
的

写真 27

に
い
え
ば
、

プ
カ
ザ
、

タ
カ
ハ
ヤ
な
ど

部
の
例
外
を
除
き
、
水
質
汚
潟
に
強

い
魚
種
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
水
質
に
敏
感
な
魚
種
が
す
で
に
亡
ん

で
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

清
流
に
す

む
魚

神
戸
市
内
で
は
、
六
甲
山
地
を
中
心
に
山
間
部
で
清
流
が
残
っ

て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
数
少
な
い
清
流
を
好
む
魚
類
が
生
息
す

iヨ然・考古燦9::縦 1105 



る

丹
生
山
地
や
六
甲
北
斜
面
の
冷
水
域
に
す
む
ア
カ
ザ
を
は
じ
め
、

タ
カ
ハ
ヤ
、

ム
ギ
ツ
ク
が
生
息
し
て
い
る
（
口
絵
7
）。

タ
カ
ハ
ヤ
は
、
都
市
河
川
の
一
つ
で
あ
る
住
吉
川
の
上
流
に
す
み
、
市
街
地
に
ま
で
下
っ
て
き
て
す
み
つ
い
て
い
る
。

ム
、
ギ
ツ

ク
は
、

か
つ
て
は
北
村
水
系
の
志
染
川
と
淡
河
川
に
生
息
し
て
い
た
が
、
今
で
は
淡
河
川
の
開
通
橋
付
近
を
は
じ
め
、

一
部
地

域
に
だ
け
生
息
し
て
い
る
。

平
瀬
に
す

む
魚

洪
水
対
策
や
地
域
開
発
で
、
河
川
の
護
岸
を
猿
備
す
る
工
事
が
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
工
事
で
は
、

一
散
に
川
底
が
な
ら
さ
れ
、
平
瀬
に
つ
く
り
か
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
河
川
改
修
に
よ
っ
て
、
平
瀬
を

好
む
オ
イ
カ
ワ
が
ふ
え
る
傾
向
に
あ
る
。
オ
イ
カ
ワ
は
、
同
じ
く
市
内
全
域
に
す
む
カ
ワ
ム
ツ
と
競
合
し
て
い
た
が
、
河
川
形

態
が
変
化
し
、
淵
友
好
ん
で
い
た
カ
ワ
ム
ツ
を
次
第
に
追
い
や
り
、
各
地
域
で
分
布
域
を
広
め
て
き
て
い
る
。

オ
イ
カ
ワ
は
、
山
間
部
の
上
流
付
近
か
ら
、
一
ト
流
の
汚
濁
の
進
ん
だ
地
域
に
も
す
み
つ
き
、
同
水
域
に
す
み
わ
け
て
い
る
他

の
魚
種
に
と
っ
て
か
わ
り
つ
つ
あ
る
。
平
瀬
に
は
、
明
石
川
や
有
野
川
な
ど
の
砂
泥
底
に
カ
マ
ツ
カ
も
生
息
し
て
い
る
。
ま
た

凶
区
の
平
野
z泌
を
流
れ
る
明
石
川
に
は
ス
ジ
シ
マ
ド
ジ
ョ
ウ
が
生
息
す
る
。
こ
の
ド
ジ
ョ
ウ
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
普
通
の

ド
ジ
ョ
ウ
と
異
な
り
、

ひ
れ
が
と
が
っ
て
い
て
、
自
い
体
に
黒
い
し
ま
模
様
の
入
っ
た
ス
マ
ー
ト
で
美
し
い
魚
で
あ
る
。
観
賞

魚
と
し
て
の
評
価
も
高
い
。
生
息
地
域
は
上
流
か
ら
下
流
ま
で
幅
広
い
が
、
砂
泥
底
の
場
所
に
好
ん
で
す
む
。
分
布
は
四
日
本

に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ス
ジ
シ
マ
ド
ジ
ョ
ウ
は
、
昭
和
五
十
年
ご
ろ
ま
で
は
、
明
石
川
に
多
数
生
息
し
、

一
度
の
調

査
で
百
匹
以
上
は
捕
獲
で
き
た
。

し
か
し
最
近
は
激
減
し
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
平
瀬
に
多
い
魚
と
し
て
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
や
、

ハ
ゲ
ギ
ギ
と
呼
ば
れ
る
ナ
マ
ズ
が
、
部
神
、
北
神
を
は
じ
め
と
す
る
会

水
系
に
分
布
し
て
い
る
。
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淵
に
多
い
魚

瀬
だ
け
で
な
く
、
水
の
よ
ど
ん
だ
淵
に
も
魚
は
生
息
す
る
。
そ
の
代
表
が
、
清
流
の
深
み
を
好
む
カ
ワ
ム
ツ

で
あ
ろ
う
。
北
神
河
川
、
都
市
河
川
の
上
流
域
を
中
心
に
広
く
生
息
し
て
い
る
。
問
神
河
川
に
も
生
息
す
る

が
、
オ
イ
カ
ワ
に
そ
の
場
所
を
追
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

よ
ど
み
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
フ
ナ
、

タ
ナ
ゴ
類
が
明
石
川
を
中
心
に
そ
の
下
流
域
に
多
く
生
息
し
て
い
る
。
明
石
川
の
上
明

石
橋
付
近
で
は
、

モ
ツ
ゴ
、

タ
モ
ロ
コ
な
ど
タ
ナ
ゴ
や
モ
ロ
コ
の
仲
陪
が
生
息
し
て

ヤ
リ
タ
ナ
ゴ
や
タ
イ
リ
ク
パ
ラ
タ
ナ
ゴ
、

い
る
。
こ
れ
ら
の
魚
は
水
の
汚
濁
に
強
く
、

一
0
種
類
ほ
ど
の
魚
が
生
息
し
て
お
り
、
神
戸
市
内
で

ブ
ナ
、

コ
イ
と
と
も
に
、

は
魚
種
の

か
な
地
点
と
い
え
る
。

也
、
沼
に

す
む
魚

ど
ん
ど

神
戸
市
内
の
池
や
沼
は
、
布
引
、
千
苅
、
烏
原
、
呑
吐
ダ
ム
の
各
貯
水
池
、
間
区
、
北
区
に
点
在
す
る
農
業
用

水
池
に
代
表
さ
れ
る
。
ど
の
貯
水
池
や
用
水
池
に
も
、

フ
ナ
や
コ
イ
が
生
怠
し
て
い
る
。

ま
た
そ
の
中
の
多
く

河川・池沼の生物とその生態

の
池
に
外
国
か
ら
移
入
さ
れ
て
き
た
オ
オ
ク
チ
パ
ス
や
ブ
ル

i
ギ
ル
が
生
息
し
て
い
る
。
須
磨
区
の
山
の
中
に
あ
る
獅
子
が
池

を
例
に
と
っ
て
生
息
魚
類
を
み
た
い
。

こ
の
池
は
山
の
中
の
静
か
な
池
で
、
溜
池
で
は
な
い
の
で
一
年
中
水
を
た
た
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ハ
ゼ
科
の
ヨ
シ
ノ
ボ
リ

を
は
じ
め
、
ゴ
ク
一
フ
ク
ハ
ゼ
、

ド
ン
コ
が
す
み
、
外
来
魚
の
オ
オ
ク
チ
パ
ス
、
ブ
ル

i
ギ
ル
や
、
各
地
に
普
通
に
い
る
フ
ナ
、

コ
イ
＼

モ
ツ
ゴ
な
ど
一

O
種
余
り
が
す
ん
で
い
る
。
汽
水
域
に
生
息
す
る
ゴ
ク
ラ
ク
ハ
ゼ
が
す
む
の
は
、

か
つ
て
池
に
流
れ
こ

む
校
沢
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
が
残
っ
て
い
る
池
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

第四節

外
来
魚
の

侵
入

神
戸
の
河
川
に
も
オ
オ
ク
チ
パ
ス
（
ブ
ラ
ッ
ク
パ
ス
）
と
い
う
魚
食
性
の
大
型
魚
類
が
ふ
え
て
い
る
。

こ
の
魚
は
、
寅
欲
に
小
魚
類
、
甲
殻
類
な
ど
を
飽
食
し
、
天
敵
も
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
在
来
の
日

自然・考－，！；・歴史綴 i107 



アマゴ
アユ
タカノ、ャ
ムギツク

オイカワ
カマツカ
イトモロコ
スジシマドジョウ
シマドジョウ

ヒガイ
タモロコ
モツコ
コイ
ゲンゴロウブナ
ギンブナ
ヤリタナゴ
アブラボテ

ウナギ
ボラ
カワアブーゴ

事fl戸の淡水魚

清流を好む魚、

ハケ、ギギ
ドンコ
ヨシノボ F
カワヨシノボリ

司王r¥tiに多い魚

e
コナタ｝

ブ

ス

ミ
m

ミ
ン

ノ

m

ノ
？
ノ

ウ

ズ

ク

チ

チ

ギ

ヨ
マ
カ
リ
ル
ク
一

ジ
ナ
ダ
イ
ム
オ
ル

ド
マ
メ
タ
カ
オ
ブ

よどみ（淵）を
好む魚

汽水にすむ魚 ゴクラクハゼ
ミミズハゼ
カダヤシ

本
淡
水
魚
の
減
少
、
絶
滅
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。
繁
殖
期
に
は
、

雌
は
砂
泥
底
を
掘
っ
て
産
卵
し
、
雄
が
牌
化
す
る
ま
で
保
護
す
る

の
で
、
解
化
率
も
高
く
成
魚
に
な
る
率
も
商
い
。
若
魚
は
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
前
後
か
ら
小
魚
、
を
食
べ
は
じ
め
、

四
年
で
成
魚

カワムツ
アカザ
オヤニラミ

表 19

に
な
り
、
普
通
十
年
以
上
も
生
存
す
る
。

オ
オ
ク
チ
パ
ス
は
現
在
、
比
較
的
水
量
の
あ
る
明
石
川
、
武
庫

川
な
ど
に
分
布
し
て
い
る
。
千
苅
貯
水
池
、
布
引
貯
水
池
に
も
多

数
生
息
し
て
い
る
。
他
の
神
戸
の
中
小
河
川
で
は
、
水
量
が
と
ぼ

し
い
の
と
、
繁
殖
条
件
の
一
つ
で
あ
る
砂
泥
底
が
な
い
こ
と
な
ど

に
よ
っ
て
定
着
は
し
て
い
な
い
。

し
か
し
繁
殖
条
件
が
整
い
、

っ
た
ん
繁
殖
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
水
域
の
魚
類
、
附
γ
殻
類
な
ど

カl

絶
滅
あ
る
い
は
、
減
少
す
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
（
口
絵
7
1

外
来
魚
の
侵
入
に
よ
る
生
態
系
の
破
壊
と
い
う
点
で
は
、
ブ
ル

l
ギ
ル
も
同
じ
で
あ
る
。

オ
オ
ク
チ
パ
ス
に
か
く
れ
て
問
題

に
な
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
小
魚
を
大
食
し
、
他
の
魚
績
に
影
響
す
る
こ
と
で
は
ひ
け
を
と
ら
な
い
。
こ
の
ブ
ル
！
ギ
ル
は
、

繁
殖
力
が
旺
盛
で
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
か
ら
小
動
物
、
小
魚
ま
で
よ
く
食
べ
る
。

オ
オ
ク
チ
パ
ス
の
よ
う
に
成
魚
を
お
そ
う
こ
と

は
少
な
い
が
、
他
の
魚
の
産
ん
だ
卵
や
幼
魚
を
飽
食
す
る
。
水
質
の
変
化
に
も
適
応
で
き
、

か
な
り
汚
れ
た
水
域
に
で
も
生
息

で
き
る
。
西
区
の
明
石
川
を
は
じ
め
北
区
の
武
庫
川
、
淡
河
川
な
ど
に
生
息
し
、
商
区
や
北
区
に
点
在
す
る
池
に
も
普
通
に
み
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ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
口
絵
7
）。

希
少
魚
ア

カ
ザ

タ
カ
ハ
ャ
、

神
戸
市
北
区
の
志
染
川
（
山
田
川
）
の
支
流
（
谷
山
川
）
に
ア
カ
ザ
と
い
う
ナ
マ
ズ
が
生
息
す
る
。

ア
カ
ザ
は
、
A
7
4

長

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
小
型
の
ナ
マ
ズ
で
、
山
間
同
部
を
流
れ
る
清
流
に
す
ん
で
い
る
。
同
水
域
に
は
、

や
が
て
砂
利
の
中
に
も
ぐ
る
の
が
わ
か
る
（
口
絵
7
）。

カ
ワ
ム
ツ
が
泳
ぎ
サ
ワ
ガ
ニ
も
生
息
す
る
。
石
な
め
く
る
と
サ
ワ
ガ
ニ
と
と
も
に
ア
カ
ザ
が
石
に
そ
っ
て
動
き
、

ア
カ
ザ
は
、
冷
水
域
の
清
流
を
好
み
、
指
際
生
物
に
さ
れ
て
い
る
が
、
年
々
全
日
川
的
に
数
の
減
少
、
が
い
わ
れ
て
い
る
品
川
換
で

あ
る
。
谷
山
川
の
こ
の
地
域
も
減
少
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。

河川・池沼の生物とその生態第四節
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第
五
節

海
の
生
物
と
そ
の
生
態

磯
・
潮
間
帯
の
生
物

神
一
戸
の
海
藻

神
戸
市
の
中
心
か
ら
や
や
自
に
離
れ
た
須
磨
、
舞
子
の
海
岸
に
立
つ
と
、
水
中
に
ゆ
ら
め
い
た
り
、
浜
に
打

ち
上
げ
ら
れ
た
色
、
形
さ
ま
ざ
ま
の
海
藻
を
自
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

海
藻
を
含
め
藻
類
と
は
、

ク
ロ
ロ
フ
ィ
ル
（
葉
線
由
来
）
な
ど
の
光
合
成
邑
索
を
も
ち
、
独
立
栄
養
を
営
み
、
水
中
に
生
活
す
る

植
物
の
一
群
で
あ
る
。
顕
徴
鋭
的
な
大
き
さ
の
単
細
胞
性
の
も
の
か
ら
、
休
日
火
数
十
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
多
細
胞
性
の
大
裂
の

も
の
ま
で
が
あ
る
。

池
、
沼
、
湖
、
河
川
な
ど
の
淡
水
中
に
生
活
す
る
も
の
を
淡
水
藻
、
海
水
中
に
生
活
す
る
も
の
を
海
藻
と
呼
ん
で
い
る
。
特

殊
な
藻
類
と
し
て
は
、
舎
や
氷
の
表
部
や
内
部
に
生
育
す
る
氷
雪
藻
、
温
泉
の
山
中
に
生
育
す
る
温
泉
藻
、
地
中
に
生
育
す
る
土

壌
藻
な
ど
が
あ
る
。

単
細
胞
性
の
微
小
な
藻
類
の
多
く
は
、
水
中
に
植
物
性
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
と
し
て
浮
遊
生
活
し
、
ま
た
多
締
胞
性
の
大
型
の
藻

類
の
多
く
は
、
水
中
の
岩
石
、
際
、
小
石
、
木
杭
な
ど
の
基
物
上
に
定
着
し
、
民
生
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
こ
の
海
水
中
に
生

工IO2i'.i二軍事fl戸の生物とその生態
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活
す
る
定
生
伎
で
多
細
胞
性
の
大
型
の
藻
類
を
、

一
般
に
つ
海
藻
L

と
呼
ん
で
い
る
。

海
藻
は
そ
の
含
有
す
る
同
化
色
素
の
種
類
に
よ
っ
て
、
次
の
一
一
一
つ
の
分
溜
群
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
同
化
色

十
一
一
糸
と
し
て
葉
緑
素
の
み
を
も
っ
「
緑
誌
類
L

、
葉
緑
素
の
ほ
か
に
、

フ
ィ
コ
キ
サ
ン
チ
ン
を
含
む
つ
褐
藻
穎
ヘ

フ
ィ
コ
エ
リ
ノ
ス

リ
ン
と
ブ
ィ
コ
シ
ア
一
一
ン
と
を
含
む
「
紅
藻
類
L

と
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
含
む
色
素
の
色
に
よ
り
、
緑
色
、
褐
色
、
紅
色

を

て
い
る
。
海
諜
は
太
陽
の
光
な
利
用
し
、
水
中
の
二
般
化
炭
素
を
吸
収
し
て
光
合
成
を
行
い
な
が
ら
水
中
生
活
を
営
ん

で
い
る
。
こ
の
た
め
溜
諜
の
生
育
し
う
る
深
さ
は
水
中
の
太
鵠
の
光
の
量
と
街
接
に
関
係
し
、
神
戸
市
沿
岸
や
瀬
戸
内
海
で
は
、

潮
間
帯
か
ら
水
而
下
一

0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
ま
で
で
あ
る
。

海
藻
は
陸
上
高
等
植
物
の
よ
う
に
根
、
茎
、
葉
等
の
形
態
や
機
能
の
分
化
が
な
く
、
体
の
つ
く
り
は
簡
単
で
、
種
類
に
よ
り

樹
校
状
、
葉
状
、
膜
状
を
呈
し
て
い
る
ο

ワ
カ
メ
や
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
類
で
は
、
高
等
植
物
の
根
、
菜
、
葉
の
よ
う
な
形
態
を
も
っ

も
の
も
あ
る
が
、
機
能
的
に
は
か
ら
だ
全
体
で
水
中
か
ら
栄
養
分
を
吸
収
し
て
い
る
。

海
藻
は
、
体
を
と
り
ま
く
海
水
の
水
質
と
省
接
な
関
係
を
保
ち
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。
多
量
に
異
常
発
生
し
た
海
誌
は
枯

死
、
腐
敗
し
、
赤
潮
と
同
様
に
水
質
感
化
の
原
悶
と
も
な
る
が
、

の
海
藻
の
生
育
は
海
水
中
の
溶
存
酸
素
の
供
給
源
と

な
る
。神

戸
市
沿
岸

の
磁
の
海
藻

神
戸
市
沿
岸
は
沿
岸
肢
の
開
発
に
よ
る
槻
め
立
て
や
護
岸
工
事
等
で
自
然
の
海
浜
は
年
々
減
少
し
て
い
る
が
、

須
磨
よ
り
出
方
の
海
岸
で
は
、
磯
や
岩
礁
が
散
在
し
、
種
々
の
海
藻
の
生
育
が
み
ら
れ
る
。

昭
和
五
十
四
年
以
来
毎
年
神
戸
市
沿
岸
の
海
藻
の
佐
官
問
状
況
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
垂
水
海
岸
に
出
現
し
た
海
藻
を
表
却
に

一
部
す
。
綜
藻
一
回
種
、
褐
藻
二
ハ
緑
、
紅
諜
間
五
穂
、
合
計
七
五
種
が
記
録
さ
れ
た
。
そ
の
多
く
は
、
日
本
中
南
部
の
太
平
洋

112 ~n二←取材I戸の生物とその生態
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表 20 神戸市沿岸の海藻目録

緑藻植物問 カヤモノリ ペニスナゴ

緑藻綱 セイョウハパノリ ミリン科

アオサ自 コンブ日 ミリ γ

アオサ科 コンブf~I· ユカリ利

アナアオサ カジメ ユカリ

ナガアオサ アイヌワカメfci・ イノミラノリ科

リボシアオサ ワカメ イノ〈ラノリ

ボタンアオサ ヒパマタ臼 オゴノリfl
ウスバアオノリ ホンダワラfci・ カパノ F
ボウアオノリ ヨレモグ オゴノリ

アオノリの一種 アカモグ オオオゴノリ

シオグサ日 ヤツマタモタ シラモ

シオグサ科 ツノレシラモ

オオシオグサ 車工務総物門 オキツノリ科
アサミドリシオグサ 政始紅濠縦 オキツノリ

ミノレ目 ウシケノリ ti スギノリ科

ハネモ不｜ ウシケノリ利 カイノリ
ハネモ ウシケノリ ツノマタ

イワヅタ余｜ スサービノリ 夕、ノレス日

ブサイワヅタ 1＼~IE紅藻綱 グルス余i
ミノレ科 テングサロ タオヤギソウ

ミノレ テングサ；fl・ マサゴシパリ
グロミノ｝..－ マクサ ワツナギソウ余｜
ノ、イミノlノ オノミクガー ワツナギソウ

カグレイトロ ヒラワツナギソウ

褐i謀総物p~ ベニマ夕、ラ革、l イギスお

褐藻綱 ヘニマタラ イギスfl
シオミドロ日 サンゴモ科 ブタツヵ～ザネ

シオミドロ余｜ ヒライボ カザシグサ
シオミト、ロ イシゴロモの一種 キヌイトカ→戸、ング→r

プミジグサ自 マオウカニノテ イギスの一種
アミジグサ科 ウスカワカニノテ コノハノリ rel

アミジグサ カグレイト科 ハイウスパノ！リ
｝サナダグ寸f- ムカテ、ノリ カギウスパノリ
コモングサ ツノレツノレ スジウスパノリ
フクリンアミジ キヨウノヒモ ダジア科
ヤハズグサ タンバノリ エナシダジア

ヘラヤハズ ブダラク アジマツモ:f:I
シワヤハズ トサカマツ ショウジョウケノリ

ウルシグサI'! コメノリ モロイトグサ

ウルシグサ科 ツカサノリ科 コザネモ
ケウノレシグサ ネザシノトサカモドキ ヒメゴケの一種

カヤモノリ目 スギノリ目
カヤモノリ幸ー ヒカゲノイト科
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川
げ
に
生
育
す
る
海
部
と
共
通
し
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
総
務
で
は
ア
ナ
ア
オ
サ
、
ウ
ス
パ
ア
オ
ノ
リ
、
ボ
ウ
ア
オ

ノ
リ

ハ
ネ
モ
、
ミ
ル
が
あ
る
。
仰
向
日
没
知
で
は
、
ア
ミ
ジ
グ
サ
、

ヘ
ラ
ヤ
ハ

サ
ナ
ダ
グ
サ
、

コ
モ
ン
グ
サ
、

オ
オ
シ
オ
グ
サ
、

ズ
、
ケ
ウ
ル
シ
グ
サ
、

ま
た
、
紅
諜
類
で
は
ス
サ
ビ
ノ

セ
イ
ヨ
ウ
ハ
バ
ノ
リ
、

ワ
カ
メ
、

ホ
ン
ダ
ワ
ラ
知
が
あ
り
、

カ
ジ
メ
、

、

汁川ノ

マ
ク
サ
、

ム
カ
デ
ノ
リ
、

ザ
ノ
、
レ
ソ
ノ
？
レ
、

B
ノ

一

，

ノ

イ
バ
ラ
ノ
リ
、

ツ
ノ
マ
タ
ノ
、

マ
サ
ゴ
シ
パ
り
が
あ
る
。
仙
川

－

F

、

、

斗
ん
／
ノ
リ

シ
ラ
モ
、

戸
市
沿
岸
に
特
有
の
海
謀
は
特
に
み
ら
れ
な
い
。

紀
伊
水
道
沿
伴
に
比
較
し
て
や
や
種
類
数
が
少
な
い
が
、
こ
れ
は
閉
鎖
性
の
内
的
耐
火
に
お
け
る
水
質
や
波
浪
等
の
影
響
に
よ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

海
藻
の
利
用

海
部
は
欧
米
諸
国
で
は
あ
ま
り
人
出
生
活
に
利
則
さ
れ
て
い
な
い
が
、

日
本
で
は
古
米
、
生
活
の
続
々
の
出

で
利
用
さ
れ
て
き
た
ο

ア
サ
ク
サ
ノ
リ
（
ス
サ
ビ
ノ
リ
）
、

ヒ
ジ
キ
等
が
夜

コ
ン
、
フ
、

ワ
カ
メ
、

ア
オ
ノ
ワ
、

マ
ク
サ
（
テ
ン
グ
サ
）
か
ら
は
然
、
天
や
ト
コ
ロ
テ
ン
が
造
ら
れ
食
別
に
供
さ
れ
る
ほ
か
、
細
菌
培
義

按
食
用
に
供
さ
れ
、
ま
た
、

ぽ
い
も

の
培
地
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
来
、
天
は
乾
燥
し
た
マ
ク
サ
の
煮
山
汁
を
摺
に
流
し
込
み
、
冬
の
夜
間
の
文
字
通
り
の
然
、
天

に
さ
ら
し
て
造
る
。
以
前
は
史
、
風
吹
き
下
ろ
す
六
中
山
麓
で
も
製
造
さ
れ
て
い
た
が
、
現
主
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
近
郊
の
阿

宮
市
山
口
や
大
阪
府
能
勢
で
は
今
な
お
綿
々
な
が
ら
続
け
ら
れ
て
い
る
。

ア
サ
ク
サ
ノ
リ
は
古
く
か
ら
東
京
湾
の
特
産
品
と
し
て
全
開
的
に
珍
JW．
さ
れ
て
き
た
。
昭
和
二
十
年
代
、

ス
サ
ピ
ノ
ワ
類
の

生
活
史
が
英
国
エ
ジ
ン
パ
ラ
大
学
の
ド
ゥ
リ
ュ
ウ
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
基
艇
に
立
っ
て
、
昭
和
一
二
十
年
代
に
は
日

本
で
人
工
養
舷
法
が
確
立
さ
れ
、
全
国
各
地
で
養
前
刑
事
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
兵
庫
県
下
で
も
盛
ん
と
な
り
、
神
戸
市

沿
岸
で
も
養
殖
事
業
が
活
発
化
し
た
。
県
単
位
で
い
え
ば
兵
庫
県
の
ノ
リ
生
序
尚
は
昭
和
六
十
一
年
度
全
開
第
一
位
で
あ
り
、

工I4神戸の生物とそのヨミ態第二l'(i:



神
戸
市
沿
岸
産
の
ノ
リ
の
占
め
る
割
合
も
大
き
い
。

ワ
カ
メ
は
、
鳴
門
海
峡
の
鳴
門
わ
か
め
が
有
名
で
あ
る
が
、
神
戸
市
沿
岸
で
も
須
磨
海
岸
よ
り
四
万
の
磯
で
は
二
月
か
ら
五

月
に
か
け
て
浜
で
ワ
カ
メ
を
寒
風
に
干
し
上
げ
る
光
栄
が
み
ら
れ
る
。

し
て
利
用
さ
れ
る
も
の
は
、

ワ
カ
メ
、

神
戸
市
沿
岸
に
生
育
す
る
海
漆
は
、
褐
藻
の
ケ
ウ
ル
シ
グ
サ
た
だ
一
一
慨
を
除
け
ば
、
無
毒
で
あ
る
。

ケ
ウ
ル
シ
グ
サ
は
海
中
で
は
明
る

ア
サ
ク
サ
ノ
リ
、

マ
グ
サ
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
突
捺
に
食
用
と

い
褐
色
を
口
話
し
て
い
る
が
、
空
気
中
に
引
き
上
げ
る
と
川
間
も
な
く
、
古
緑
色
に
変
色
す
る
。
硫
化
物
を
含
む
た
め
、
肌
に
ふ
れ

る
と
か
ぶ
れ
た
り
、
食
べ
る
と
中
市
を
起
こ
し
た
り
す
る
。

海の生物とその生態第五ifiJ

コ
ン
ブ
は
神
戸
市
沿
岸
で
は
水
泌
が
高
す
ぎ
る
た
め
、
自
然
に
は
生
育
し
て
い
な

ぃ
。
以
前
、
北
海
道
か
ら
組
制
（
た
ね
あ
み
、
種
苗
）
を
移
織
し
て
人
工
養
絡
が
試
み
ら

れ
た
が
、
生
長
は
す
る
も
の
の
、
水
温
、
が
高
す
ぎ
る
た
め
良
品
質
の
も
の
が
得
ら
れ

マグサ写J!J;28 

ず
、
商
品
価
値
が
低
く
現

ケウルシグ→r

巨
同
一
主
犯
土
一
了
つ
工
て
、
ま

ヅ
士
ヴ
王

3
tノ
才
十
一
、
マ

し、

海
藻
は
食
用
の
ほ
か
、

'lfJ.'C 29 

十
日
く
は
糊
料
と
し
て
フ
ノ

リ
、
ツ
ノ
マ
タ
な
ど
が
衣

料
や
土
援
（
シ
ッ
ク
イ
に
滋

自然・考古際交編IIIS 



入
）
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
A
O
f

で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

」
の
ほ
か
、

ホ
ン
ダ
ワ
ラ
や
コ
ン
ブ

が
正
月
の
し
め
飾
り
や
鏡
餅
に
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。

近
代
的
な
海
藻
の
利
用
と
し
て
ア
ル
ギ
ン
酸
、
カ
ラ
ギ
ナ
ン
な
ど
の
海
部
化
学
－

の
原
料
と
し
て
の
川
途
が
あ
る
。
現
在
、

そ
の
原
料
供
給
は
東
南
ア
ジ
ア
、
南
米
、

ア
フ
リ
カ
な
ど
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
が
、
神
戸
市
内
に
は
、
こ
の
原
料
海
部

（
原
藻
）
の
全
悶
的
な
輸
入
業
者
、
が
い
く
つ
か
あ
る
。

ア
ル
ギ
ン
髄
は
形
成
材
と
し
て
、

ケ
チ
ャ
ッ
プ
、

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
化
粧
ク
リ
ー
ム
な
ど
に
混
用
さ
れ
る
ほ
か
、
お
料
民

が
歯
形
宏
と
る
時
に
も
用
い
ら
れ
、
そ
の
用
途
は
広
い
。

ま
た
、

カ
一
ブ
ギ
ナ
ン
は
ゼ
リ
i
状
の
冷
楽
に
用
い
ら
れ
、
山
県
、
一
小
人
と
も

や
や
異
な
る
独
特
の
さ
わ
や
か
な
舌
ざ
わ
り
を
も
た
ら
す
。

も

ば

海
藻
は
海
中
に
あ
っ
て
は
藻
場
を
形
成
す
る
。
そ
こ
は
魚
日
ハ
煩
の
産
卵
や
税
魚
の
生
育
の
場
と
な
る
も
の
で
、
水
市
肌
上
京
婆

で
あ
る
。

磁
の
動
物

神
戸
市
間
部
の
舞
子
付
近
の
海
岸
の
結
石
や
消
波
ブ
ロ
ッ
ク
上
に
は
、

セ
ン
チ

ク
ロ
ア
ジ
ツ
ボ
と
い
う
直
筏

メ
ー
ト
ル
前
後
の
大
畑
一
の
ブ
ジ
ツ
ボ
が
付
溝
し
て
い
る
ο

ブ
ジ
ツ
ボ
と
い
う
動
物
は
兵
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
突
は
エ
ピ
や
カ
ニ
の
仲
間
（
叩
殻
類
）
で
間
着
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
大
阪
湾
に
は
約
一
五
種
の
フ
ジ
ツ
ボ
が
生
息
し
、
水
質
や
波
当
た
り
な
ど
の
環
境
条
件
に
応
じ
て
す
み
わ
け

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ク
ロ
フ
ジ
ツ
ボ
の
場
合
、
大
板
湾
で
の
分
布
を
調
べ
て
み
る
と
、
紀
淡
海
峡
に
多
く
、
淀
川
の
河
口
、
を
中
心
と
し
た
東
北
部

の
沿
岸
に
は
、
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、

ク
ロ
フ
ジ
ツ
ボ
が
河
川
か
ら
の
水
の
影
響
が
強
い
汚
湖
海
域
で
は
生
き
て
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し
た
が
っ
て
、

い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
外
海
か
ら
の
清
澄
な
水
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
分
布
範
閉
が
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

お
よ
ん
で
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。

ク
ロ
ブ
ジ
ツ
ボ
が
生
息
し
て
い
る
神
戸
市
凶
部
の
海
岸
に
は
、
紀
伊
水
道
か
ら
の
外
海
系
水
の
影
響
が
か
な
り

こ
の
こ
と
は
、
海
岸
の
動
物
群
集
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
昭
和
六
十
二
年
七
月
に
、
知
舛

種
が
記
録
さ
れ
た
。
過
去

子
公
園
下
の
突
堤
付
近
に
生
息
し
て
い
る
動
物
を
謂
査
し
た
と
こ
ろ
、
表
れ
に
示
し
た
よ
う
な
一
一
一

一
聞
の
観
察
で
記
録
で
き
る
種
数
は
、

に
同
じ
方
法
で
大
阪
湾
各
地
の
消
波
事
ブ
ロ
ッ
ク
上
の
動
物
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

海の生物とその生態第ヨ主節

明石市

?Okm 

湾
南
部
に
お
い
て
ニ

O
J一一一
O
、
湾
東
北
部
に
お
い
て。

後
の
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
舞
子
海
岸
で
の
観
察

クロアジツボの分布概念~I

艇
は
、
大
阪
湾
全
体
か
ら
み
て
も
最
大
の
部
類
に
属
す
る
も
の

で
あ
る
。幻

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
記
録
さ
れ
た
動
物
種
を
、
食
物

け
ん
だ
く

の
種
類
に
よ
っ
て
、
藻
食
・
肉
食
・
雑
食
・
懸
褐
物
食

（
水
中

の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
布
機
物
の
粒
子
を
捕
食
す
る
）
に
大
別
す
る
と
、

藻
食
種
（
一

滋
）
と
懸
濁
物
食
種
（

一
一
事
の
占
め
る
比
率
の
高

隊I19 

い
こ
と
が
わ
か
る
c

藻
食
種
が
多
い
こ
と
は
、
当
然
、
海
誌
が

に
生
育
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
懸
潟
物

食
秘
が
多
い
こ
と
は
、
水
中
に
ほ
ど
よ
い
盆
の
粒
状
有
機
物
が

自然・考~，r;日ま＇｝：＇.綴 iII7 



舞子瓶j告のl')ifl同情動物とその食約二

(19871下7月111:1絢資）
弘之 21

ぞt

懸消10食
懸jlll)物会

懸jlltj物食

肉食

肉食

漆食

務食

五菜食

藻食

ト定食

~長会

i業食
子息食

務it
務食

肉食

肉食

がi食
懸jlitj物食

懸泌物食

懸jli~物食

懸潟物食

懸消物食

懸i刷協食

懸泌物食

溺f食

*lf~tt 
~~!fr食

~~Hl主

雑食

懸ill1物食

食

)Jj(索動物

名

ダイダイイソカイメン

ナミイソカイメン

ムラサキカイメン

ヒメイソギンチャク

イソギンチャクの 1滋

ヒザラカ、イ

ベッコウヵーサガイ

ヨメカ、カ→Fガイ

マツバガイ

コカ、モガイ

コウダカプオガイ

コシダカガンカ、ラ

タマキピブi、イ

アラレタマキピガイ

イシダタミカ、イ

イボニシ

レイシブfイ

カラマツガイ

チレユアイガイ

マガキ

ヤッコカンザシゴカイ

カメノテ

イワフジツボ

クロアジツボ

アカアジツボ

フナムシ

ホンヤドカ担

ケアシホンヤドカリ

イソブfニ

ショウジンカnニ

シロウスボヤ

手口

球形動物

節足動物

軟体動物

海綿動l均

際協動物

類種

浮
遊
し
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
潮
流
が
速
い
こ
と
な
ど
が
原
閣
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
昭
和
六
十
一
年
に
、
神
戸
市
か
ら
の
委
託
に
よ
り
、
神
戸
大
学
器
展
臨
海
実
験
所
が
実
施
し
た
新
系
水
処
理
場
仲
合

ち
ょ
う
か
ん

海
底
生
物
調
奈
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
垂
水
付
近
の
潮
関
帯
お
よ
び
そ
れ
に
つ
づ
く
潮
下
裕
（
水
深
約
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
）
の
岸
壁
と

岩
礁
に
お
い
て
、

ピ
ス
ガ
イ
、

マ
、
タ
カ
ア
ワ
ビ
、

一
六
四
穏
と
い
う
多
種
の
動
物
が
記
録
さ
れ
て
い
る
ο

こ
の
中
に
は
、

コ
ブ
サ
ン
ゴ
コ
ケ
ム
シ
、

ニ
シ
キ
エ

ヒ
メ
カ
イ
カ
ム
リ
、

オ
オ
ブ
ン
ブ
ク
、

ヒ
メ
ヒ
ト
デ
額
と
い
っ
た
大
阪
湾
で
は
珍
し
い
税
額
や
、

ク
ロ
ア
ワ
ビ
、

こ
の
よ
う
に
、
神
戸
市
西
部
の
海
岸
は
、
外
海
系
の
影
響
も
受
け
、
生
物
に
と
っ
て
の
良
好
な
環
境
を
現
在
も
維
持
し
て
い

サ
ザ
エ
、

ウ
チ
ム
ラ
サ
キ
ガ
イ
、

マ
ダ
コ
な
ど
の
水
産
上
の
有
用
種
も
含
ま
れ
て
い
る
。
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る
と
考
え
ら
れ
る
。

2 

港

湾

の

生

物

港
嶋
崎
の
海
藻

海
謀
は
水
中
か
ら
光
合
成
に
必
要
な
二
般
化
炭
素
、
呼
吸
に
必
要
な
酸
素
を
吸
収
す
る
ほ
か
、
水
中
の
秘
々

の
無
機
物
を
栄
養
源
と
し
て
吸
収
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
海
水
の
水
質
は
海
藻
の

に
箔
接
に
関
与

し
て
い
る
。

一
般
に
神
戸
市
沿
岸
の
港
湾
域
に
お
け
る
水
質
は
須
磨
以
聞
の
海

「
水
質
」
の
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

浜
部
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
港
湾
内
で
は
、
市
街
地
や
船
舶
か
ら
の
排
出
物
の
流
入
、
閉
鎖
性
に
よ
る
港
湾
内

外
の
水
交
換
の
悪
さ
に
よ
り
、
海
水
は
汚
染
さ
れ
て
い
る
。
海
藻
の
多
く
の
級
は
、
汚
染
海
水
中
で
は
生
育
で
き
ず
に
枯
死
、

消
滅
し
て
し
ま
う
。

ス
サ
ピ
ノ
リ
類
な
ど
は
港
湾
内
で
も
少

し
か
し
、
汚
染
海
水
に
脳
性
の
強
い
ア
オ
サ
類
、

ア
オ
ノ
リ
類
、

泣
な
が
ら
小
型
化
し
つ
つ
も
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
。
神
戸
港
市
内
の
山
序
盤
に
さ
え
、
何
種
類
か
の
海
藻
の
着
生
が
み
ら
れ
る
。

海の生物とその生態

海
務
は
魚
類
な
ど
と
は
異
な
り
、
着
生
生
活
を
営
ん
で
い
る
た
め
、
水
質
が
悪
化
し
た
場
合
、
移
動
に
よ
り

生
物
指
擦
と

し
て
の
海
藻

危
険
を
凶
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
海
藻
の
生
育
状
況
（
生
育
種
、
生
育
長
）
は
、
当
該
水
域
の

比
較
的
長
期
に
わ
た
る
水
質
環
境
を
反
映
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

神
戸
市
環
境
管
恕
基
準
に
か
か
わ
る
水
質
環
境
の
生
物
指
標
と
し
て
の
海
務
は
、

…
級
（
き
れ
い
）
｜
ワ
カ
メ
、
ニ
級
（
や
や

第五節

き
れ
い
）
ア
サ
ク
サ
ノ
リ
、
一
一
一
級
（
よ
ご
れ
て
い
る
）

l
ア
オ
サ
類
が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
調
査
か
ら
、
さ
ら
に
一
級
に
カ

ジ
メ
、
二
級
に
マ
ク
サ
、
一
一
一
級
に
ア
オ
ノ
リ
〆
類
な
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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港
湾
の
プ
ラ

ン
ク
ト
ン

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
と
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
放
浪
者
と
い
う
な
味
で
、
自
ら
遊
泳
能
力
を
も
た
ず
水
の
動
き
に
身
な

ま
か
せ
、
漂
い
な
が
ら
生
息
す
る
生
物
群
の
総
称
で
、
大
き
く
分
判
別
す
る
と
、
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
と
動
物

。
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
分
け
ら
れ
る
。
純
物
。
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
海
中
に
溶
け
て
い
る
憐
・
窓
索
等
の
栄
養
嵐
を
摂
取
し
、
日
光
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
、
光
合
成
作
用
に
よ
っ
て
増
え
る
こ
と
か
ら
海
の
牧
草
と
も
い
わ
れ
る
。
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
、
組

物
コ
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
、
よ
り
小
さ
な
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
酪
食
し
て
増
え
る
。
小
さ
な
も
の
は
ミ
ジ
ン
コ
の
よ
う
な
も
の
か

ら
、
大
き
な
も
の
は
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
ク
ラ
ゲ
も
仲
間
に
入
る
。

メ
リ
ノ
ケ
ン
（
ハ

i
ク
で
見
る
海
の
色
と
、

ポ
ー
ト
プ
イ
ラ
ン
ド
で
見
る
海
の
色
に
大
き
な
迷
い
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は

主
に
純
物
♂
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
発
生
最
の
援
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
柏
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
光
合
成
作
用
に
よ
っ
て
増
え
、
そ
の

大
き
さ
は
千
分
の
数
ミ
リ

1
数
百
ミ
リ
で
あ
る
が
、
大
増
殖
す
る
と
赤
潮
と
い
う
形
で
私
た
ち
の
自
に
と
ま
る
よ
う
に
な
る
。

神
戸
港
の
海
水
は
、
大
阪
湾
の
水
の
楯
環
や
六
甲
山
か
ら
神
戸
市
街
を
へ
て
流
入
す
る
生
活
排
水
な
ど
を
含
む
河
川
水
の
影

叩
棚
引
を
受
け
て
変
化
す
る
。

こ
こ
に
生
息
す
る
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
、
こ
の
海
水
の
変
化
や
、
季
節
に
よ
る
水
温
の
変
動
に
よ
っ
て
、

続
類
と
生
息
す
る
場
所
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
港
内
の
な
か
で
も
閉
鎖
的
水
域
は
、
河
川
か
ら
流
入
す
る
富
栄
養
水
の
滞
溜
す

る
所
と
な
り
、
赤
潮
が
発
生
し
や
す
い
。

赤
潮
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
は
、

ケ
イ
ソ
ウ
（
珪
藻
）
の
ス
ケ
レ
ト
ネ
マ

う
ず
ベ
ん

コ
ス
タ
l
タ
ム
・
タ
ラ
シ
オ
シ
ラ
属
ゃ
、
渦
鞭
毛
藻
の

ギ
ム
ノ
デ
ィ
ニ
ウ
ム
崩
な
ど
が
あ
る
が
、
渦
鞭
毛
藻
は
漁
業
に
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
沖
合
水
の
湾
内
や
港

ゅ
う
と
う

有
孔
虫
の
タ
マ
ウ
キ
ガ

内
へ
の
流
入
は
、

夏
季
か
ら
秋
季
に
暖
海
外
洋
性
の
ケ
イ
ソ
ウ
（
リ
ゾ
ソ
レ
ニ
ア

も
う
が
く

ブ
ロ
イ
デ
ス
）
や
弔
顎
動
物
の
ブ
ク
ラ
ヤ
ム
シ
（
サ
ジ
ツ
タ
エ
ン
フ
ラ
！
と
な
ど
を
運
ん
で
く
る
。
ま
た
岸
壁

カ
ル
カ
i
ア
ピ
ス
）
、

イ
（
グ
ロ
ビ
ゲ
リ
ナ
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に
付
着
生
活
す
る
フ
ジ
ツ
ボ
、
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
な
ど
は
、
静
化
直
後
に
幼
生
内
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
と
し
て
生
活
す
る
が
、
数
日

i

ン
が
み
ら
れ
る
。

数
逓
開
削
す
る
と
岸
壁
や
磯
な
ど
に
付
着
し
、
底
生
生
物
（
ベ
ン
ト
ス
）
と
な
る
。
神
戸
港
内
に
は
こ
の
ほ
か
種
々
の
ブ
ラ
ン
ク
ト

タ
テ
ジ
マ
ア
ジ
ツ
ボ
、

マ
ガ
キ
、

チ
レ
ニ
プ
イ
ガ
イ
（
ム
ラ
サ
キ
イ
ガ

港
湾
の
付

着
食
物

神
戸
港
の
岸
撲
に
は
、
イ
ワ
ア
ジ
ツ
ボ
、

の
断
屈
を
模
式
的
に
表

イ
）
が
多
量
に
付
着
し
、
潮
間
間
帯
（
潮
が
満
ち
引
き
ず
る
範
限
）
を
お
お
っ
て
い
る
。

わ
す
と
関
却
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
隠
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
生
物
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
、
岸
援
の
あ
る
高
さ
の
範
屈
を
占
有
し
、

互
い
に
す
み
わ
け
な
が
ら
情
状
に
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
帯
構
造
は
、
子
出
時
の
乾
燥
や
高
瓶
に
対
し
て
耐
え
る
能

力
が
、
生
物
種
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
主
な
原
因
と
な
っ
て
生
じ
る
も
の
で
地
域
に
よ
っ
て
生
物
の
種
類
は
変
わ
る
も
の
の
、

位
界
中
の
ど
こ
の
海
岸
で
も
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
神
戸
港
の
よ
う
に
生
物
の
穏
類
の
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
八
刀
帯
構
造
が

~i苅j$1Jt良

lm 

｜二；側斜！

海の生物とその生態第五節

著
し
く
単
純
化
さ
れ
た
状
態
で
観
祭
で
き
る
点
が
興
味
深
い
。

神戸港の街活性動物

4種の垂直分布

一九一一

0
年
代
に
初
め
て
神
戸

」
の
う
ち
、
チ
レ
ニ
ア
イ
ガ
イ
は
、

港
で
見
つ
か
り
、
そ
の
後
、
日
本
各
地
の
市
内
清
に
分
布
を
広
げ
て
い
っ

た
、
地
中
海
原
産
の
帰
化
種
で
あ
る
。
食
店
に
さ
れ
る
「
ム
l
ル
貝
」

と
は
、

こ
の
只
の
こ
と
で
、

ヨ

i
ロ
ッ
パ
で
は
養
殖
も
さ
れ
て
い
る
。

殴 20

繁
殖
力
が
旺
盛
で
、
自
然
海
岸
よ
り
も
む
し
ろ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
や

消
波
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
の
人
工
的
な
基
盤
を
お
お
う
こ
と
が
多
い
。

ま
た
、

タ
テ
ジ
マ
ア
ジ
ツ
ボ
は
、
湾
の
奥
の
よ
う
な
閉
鎖
的
な
環
境

自然・考会E霊長ミ綴 1I2工
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タテジマフジツボの分布概念、l濁図 21

神戸港第三突堤の潮間帯動物と

その食性

表 22

を
好
む
フ
ジ
ツ
ボ
で
、
水
質
汚
濁
に
対
し
て
も
強
い
耐
性
を
備
え
て
い
る
。 (1987年 7月11日調査）

性

懸i勾物食

渓食

若菜食

E菜食
懸i勾物食

懸i潟物食

懸illD物食

懸潟物食

雑食

雑食

大
阪
湾
で
は
、
湾
の
東
北
部
を
中
心
と
し
た
河
川

食名

コケムシの 1種

コガモカイ

タマキピガイ

カラマツガイ

チレニアイブfイ

マガキ

イワアジツボ

タテジマアジツボ

フナムシ

イソガニ

分
け
あ
っ
て
い
る
。

か
ら
の
水
の
影
響
の
強
い
範
聞
に
分
布
し
、
外
海
か
ら
の
水
の
影
響
を
受
け
る
所
に
分
布
す
る
ク
口
ブ
ジ
ツ
ボ
と
、
分
布
域
を

事官

触手動物

軟体動物

節足動物

類寝室

昭
和
六
十
ニ
年
七
月
に
、
神
戸
港
第
一
一
一
突
堤
で
潮
間
帯
動
物
な
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

刀
）
で
あ
っ
た
。
舞
子
海
岸
で
の
調
査
結
果
（
表
幻
）
と
比
べ
る
と
、
種
数
は

観
察
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か

の
一
に
も
満
た
な
い
。
こ
の
う
ち
、
図
却
に

O
穏
（
表

出
て
く
る
四
種
の
悶
着
性
動
物
が
生
物
量
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
水
中
の
懸
濁
物
を
餌
と
し
て
い

I22 神戸の生物とその生態第二主主



る
も
の
た
ち
で
あ
る
。
藻
食
性
動
物
は
わ
ず
か
で
、
観
察
し
た
か
ぎ
り
で
は
海
藻
の
生
育
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
徴
小
な
藻

類
を
餌
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
海
水
の
透
明
度
が
低
く
て
光
合
成
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
や
、

フ
ジ
ツ
ボ
類
や
チ
レ
ニ
プ
イ

ガ
イ
な
ど
の
優
勢
な
固
着
性
動
物
に
付
着
場
所
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
海
藻
が
育
ち
に
く
く
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

神
戸
港
付
近
は
、
西
部
海
域
と
比
べ
て
、
海
岸
地
形
が
閉
鎖
的
で
汚
濁
物
資
が
た
ま
り
や
す
く
、
ま
た
汚
潟
水
が
大
量
に
流

入
す
る
淀
川
、
神
崎
川
な
ど
の
、
河
口
に
も
近
い
。
生
物
の
種
類
の
少
な
い
原
闘
が
、
こ
の
よ
う
な
水
質
の
悪
条
件
に
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
悶
弛
一
荷
役
の
動
物
が
岸
壁
を
埋
め
つ
く
す
よ
う
に
お
お
っ
て
い
る
の
で
、
生
物
の
量
に

つ
い
て
は
、
決
し
て
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。
設
ら
れ
た
少
数
の
生
物
種
が
大
設
に
発
生
す
る
と
い
う
現
象
は
、
環
境
の
悪
化

が
あ
る
程
度
に
達
し
た
時
の
生
物
群
集
に
お
い
て
一
般
的
に
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
環
境
の
悪
化
が
進
行
し
た
場
合
、
生
物
の
量

も
減
り
無
生
物
に
近
い
状
態
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
間
宮
港
や
尼
崎
港
の
よ
う
な
、
淀
川
方
町
か
ら
の
河
川
水
の
影
響
を
強
く
受
け
る
海
域
に
は
、

コ
ウ
ロ
エ
ン
カ
ワ
ヒ

海の生物とその生態

バ
リ
ガ
イ
、

ケ
フ
サ
イ
ソ
ガ
ニ
、
ド
ロ
ブ
ジ
ツ
ボ
な
ど
の
河
口
で
よ
く
み
ら
れ
る
生
物
が
生
怠
し
て
い
る
が
、
神
戸
港
で
は
そ

の
よ
う
な
生
物
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
神
戸
港
に
は
河
川
水
の
影
響
が
、
生
物
相
に
変
化
が
現
れ
る
ほ
ど
直
接

的
に
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第五節
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3 

海
中
の
生
物

海
中
の
プ
ラ

ン
ク
ト
ン

般
に
。
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
、
食
物
連
鎖
や
赤
潮
発
生
原
国
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
漂
う
性
質
を
利
用
し
、

環
境
調
査
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
。

最
近
の
研
究
で
は
、

ノ
ワ
養
殖
の
甑
域
で
大
型
ケ
イ
ソ
ウ
（
コ
シ
ノ
デ
ィ
ス
ク
ス

ワ
イ
レ
シ
l
）
が
増
え
る
と
、
海
中
の
栄
養

防
備
を
大
量
に
摂
取
し
、

ノ
リ
の
品
質
が
低
下
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
兵
庫
県
立
水
産
試
験
場
で
は
こ
の
研
究
を
生
か
し
、
漁

場
環
境
速
報
で
情
報
と
し
て
提
供
し
て
い
る
。

河
川
か
ら
大
阪
湾
に
流
入
し
た
栄
養
海
な
ど
の
物
質
は
、
直
接
に
、
あ
る
い
は
。
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
摂
取
さ
れ
た
間
接
の
形
で
、

紀
伊
水
道
・
太
平
洋
へ
と
広
が
る
。
こ
れ
ら
が
湾
奥
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
路
で
流
出
す
る
の
か
、
ゐ
る
い
は
き
れ
い
な
外
洋
水

が
湾
内
に
入
り
ど
の
よ
う
に
簡
潔
す
る
の
か
を
、
湾
内
・
外
洋
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
利
用
し
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。

一
般
に
内
湾
の
汚
染
・
笛
栄
養
化
が
進
む
と
、
生
物
相
が
単
純
化
し
、
以
況
の
増
大
が
み
ら
れ
赤
潮
へ
と
発
展
す
る
。
過
去
か

ら
現
五
ま
で
に
み
ら
れ
る
大
阪
湾
の
ケ
イ
ソ
ウ
最
の
変
動
は
、
そ
の
ま
ま
湾
内
の
水
質
変
動
に

致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
考
え
に
も
と
な
つ
い
た
研
究
に
よ
る
と
、
持
奥
で
の
ケ
イ
ソ
ウ
量
の
変
動
は
、
戦
後
復
興
期
の
昭
和
二
十
九
J
一
ニ
十
年
で
は
少

な
か
っ
た
が
、
昭
和
九
J
十
年
ご
ろ
と
近
年
に
多
く
、

こ
の
時
点
で
も
湾
奥
で
富
栄
養
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
環
境
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
、
多
く
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
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底
生
生
物

海
底
に
す
む
小
型
の
甲
殻
類
（
エ
ピ
・
カ
ニ
の
な
か
ま
）
、
同
開
ハ
、

多
毛
類
（
ゴ
カ
イ
の
類
）
な
ど
の
小
動
物
は
、
よ
り

大
型
の
魚
類
な
ど
の
餌
と
し
て
、
水
産
資
源
を
さ
さ
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

方
、
海
底
の
動
物
群
集
の
状
態
は
、
海
底
の
環
境
を
知
る
め
や
す
、
す
な
わ
ち
生
物
指
標
と
し
て
も
注
目
さ
れ
、
利
用
さ

海の生物とその生態第五節

・地点番号（穣数）
" okm ・8(13) ・11(24) 

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

!ZI 22 1978～79年度の底生動物調査地点と w~足度数
アミ部分はヨツパネスピオ（AまたはB型J〕の俊市域 （神戸市磯境｝札 1980)

動
物
群
集
全
体
に
つ
い
て
み
た
場
合
、
海
底
の
汚
潟
が
進
行
す
る
と
、

種
類
数
が
少
な
く
な
り
、
逆
に
一
種
当
た
り
の
個
体
数
が
著
し
く
多
く
な

る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
指
標
種
と
呼
ば
れ
て
い
る
特
定
の
種
類
の

動
物
に
つ
い
て
み
た
場
合
、

ア
サ
リ
、

ホ
ト
ト
ギ
ス
ガ
イ
、
ゴ
イ
サ
ギ
ガ

ィ
、
ミ
ズ
ヒ
キ
ゴ
カ
イ
な
ど
が
出
現
す
れ
ば
、
富
栄
養
化
が
進
ん
で
い
る

ヨ
ツ
バ
ネ
ス
ピ
オ
、

イ
ト
ゴ
カ
イ
、

シ
ズ
ク

と
推
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、

ガ
イ
な
ど
が
多
く
、
他
の
動
物
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、

汚
濁
が
ひ
ど
く
、
離
索
が
欠
乏
し
や
す
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
惟
定
さ

れ
る
。昭

和
五
十
三
J

四
年
度
に
、
神
戸
市
環
境
局
公
害
対
策
部
が
、
同

市
沿
岸
海
域
の
一
一
地
点
の
海
底
を
調
査
し
た
結
果
、
合
計
五
四
種
の
動

物
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
各
地
点
で
の
種
数
は
関
口
に
示
し
た
と
お
り
で
、

平
均
約
九
種
、
沖
合
と
西
側
の
海
域
に
お
い
て
多
い
額
向
が
み
ら
れ
る
。

自然・考古日表9.:.綜 i125 



地
点
一

j
七
お
よ
び
九
の
範
囲
で
は
、

ヨ
ツ
パ
、
ネ
ス
ピ
オ
と
い
う
多
毛
類
の
一
語

が
き
わ
め
て
高
密
度
に
出
現
し
、
他
の
動
物
を
圧
倒
し
、
援
占
種
と
な
っ
て
い
る
。

ナメクジウオ

こ
の
こ
と
は
、
神
戸
市
の
東
部
・
中
部
海
域
の
海
底
に
お
い
て
、
汚
摘
が
か
な
り
進

行
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
地
点
八
で
は
、

ギ
ボ
シ
イ
ソ
メ
類
の

穂
（
多
毛
類
）
が
出
現
す
る
。
こ
の

種
は
、
富
栄
養
で
し
か
も
沖
合
の
海
水
の
影
響
を
受
け
る
海
域
を
代
表
す
る
と
さ
れ

写真 30

て
い
る
。

さ
ら
に
、
垂
水
沖
の
地
点
一
一
で
は
、
種
数
が
一
一
四
と
断
然
多
く
、
こ
れ
と
い
っ

た
催
占
種
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
神
戸
市
西
部
の
海
底
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
時
に
調
査
さ
れ
た
海
底
の
泥
の
中
の
C
O
D
値
（
有
機
汚
濁
の
度
合
を
示
す
）
を
み
る
と
、
地
点
一

J
九
で
は
一
万
四
千
J
二

動
物
の
生
息
に
適
し
た
環
境
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

万
六
千

p
p
m
と
い
う
高
い
値
で
あ
る
が
、
地
点
一
一
で
は
一
千

p
p
m
前
後
と
い
う
け
た
違
い
に
低
い
僚
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
違
い
が
、
海

J

民
の
動
物
群
集
の
状
態
に
も
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
垂
水
沖
の
地
点
一
一
か
ら
は
、
潮
通
し
の
良
い
砂
質
の
海
底
に
す
む
ナ
メ
ク
ジ
ウ
オ
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
動
物
は
、
我
々
を
含
む
脊
椎
動
物
の
組
先
に
近
い
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
系
統
・
進
化
学
上
き
わ
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
。

栓
き
さ
く

一
見
、
魚
類
の
よ
う
な
体
形
を
し
て
い
る
が
、
脊
椎
（
せ
ぼ
ね
）
は
な
く
、
そ
の
前
段
階
と
考
え
ら
れ
る
脊
索
と
い
う
、
体
の
芯

ひ
げ

の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
て
、
体
を
く
ね
ら
せ
な
が
ら
無
方
向
に
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
讃
で
閉
ま
れ
て
い
る
口
に
は
額
は
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な
く
、
水
中
の
懸
濁
粒
子
を
集
め
て
鍔
と
し
て
い
る
。

理
め
立
て
が
進
む
以
前
の
瀬
戸
内
海
で
は
、
干
潟
の
よ
う
な
浅
い
砂
地
に
も
た
く
さ
ん
生
息
し
て
い
た
が
、
現
在
は
海
底
で

と
き
た
ま
採
集
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

海
中
の
魚

貝
類

神
戸
の
海
で
み
ら
れ
る
魚
は
約
一
一
一

O
O種
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
生
活
史
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
別
す
る
と
、
外
海
と
の
交
流
の
少
な
い
、
定
着
性
の
強
い
魚
と
、
生
活
史
の
あ

る
時
期
、
あ
る
期
間
を
外
海
で
く
ら
す
問
遊
性
の
魚
に
分
け
ら
れ
る
。

阪
神
間
で
唯
一
の
海
水
浴
場
と
な
っ
て
い
る
須
磨
海
岸
で
、
神
戸
市
立
須
磨
海
浜
水
族
闘
が
、
過
去
約
二
十
年
間
に
地
引
稿
、

釣
、
す
く
い
縮
な
ど
に
よ
っ
て
採
集
し
た
魚
煩
は
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
て
、
表
お
に
示
し
た
よ
う
に
一

A
1
1
！
＼
ミ

ι
E

一
「

E
Y」
ノ
高
V

に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

こ
の
な
か
に
は
、
瀬
戸
内
海
で
通
常
み
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
外
洋
性
の
も
の
、

班
熱
帯
性
の
も
の
、
近
年
神
戸
の

海
に
仲
間
入
り
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
、
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
須
磨
海
岸
が
、
外
海
の
影
響
を
か
な
り
強

海の生物とその生態

く
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

内
海
は
外
海
に
比
べ
る
と
、
穏
や
か
で
栄
養
海
に
富
み
、
餌
に
な
る

a

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
小
型
魚
が
多
く
て
、
魚
の
生
育
に
絶

好
の
条
件
を
備
え
て
い
る
。

た
だ
、
冬
の
内
海
は
水
温
が
低
く
、
魚
の
生
存
に
と
っ
て
厳
し
い
環
境
条
件
で
あ
る
。
体
温
調
節

の
機
能
を
も
た
な
い
魚
は
、
水
温
の
変
動
に
伴
っ
て
体
祖
が
上
下
す
る
の
で
、
水
温
が
一

O
度
を
き
る
臼
の
多
い
冬
の
内
灘
に

第五節

耐
え
ら
れ
な
い
も
の
が
い
る
。
そ
の
よ
う
な
魚
は
、
水
温
の
高
い
外
海
に
移
動
し
て
越
冬
す
る
。
こ
れ
が
ほ
と
ん
ど
の
回
遊
魚

で
あ
る
。

ま
た
、

一
部
の
魚
は
、
比
較
的
水
瓶
変
動
の
少
な
い
内
海
の
深
み
に
移
っ
て
冬
、
な
過
ご
す
も
の
も
い
る
。
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から採集した 魚 類

タイ科

カゴカキダイ科

マダイ クロダイ キジヌ

カゴカキダイ

チョウチョウウオ科 チョウチョウウオ ハタタテダイ

イシダイ科 イシダイイシガキダイ

ウミタナゴ科

スズメダイ科

ベラti・
マカジキ科

サパ科

タチウオ；fl
ニザダイ科

アイゴ科

ウミタナゴ

シマスズメダイ オヤピッチャ ハマタマノミ

ホンベラ キュウセン

バショウカジキ

マサバ

タチウオ

ニザグ、イ

アイゴ

？ナカ、ツオマナガツオ科

ハゼ：H マハゼアゴハゼゴグラク ハ ゼ チ チ ブ ナ ガ ミ ミ ズ

トラギスヂl
イソギンボfcl
タウエガシ余ト

イカナゴfヰ
カサゴ自

フサカサゴ科

アイナメ科

クサウオH
ウノ〈ウオ目

ネズッボ科

カレイ自

ハゼスジハゼ

グラカケトラギス

ニジギンボ ナベカ

ダ、イナンギンポ

イカナゴ

メノζノレ クロソイ カ・ij－ゴ

アイナメ クジメ

クサウオ

ネズミゴチ

カレイ彩｝ イシ力レイ マコガレイ

ササウシノシタ科 シマウシノシタ

フグ自

モンガラカワハギ利 アミモンカラ

カワハギ科 カワハギアミメハギウマズラハギソウシハギ

ハコフグ不｜

フグ季l
ハリセンボン恥｜

J、コフゲ

グサフグ ショウサイフグ

ハリセンボン
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第五節海の生物とその生態

表 23 須熔周辺の海域

ニシン日

ニシン科 ベサッパ コノシロ ウノレメイワ、ン

カタクチイワシ科 カタクチイワシ

ウナギ尽

ウナギ;i;;1- ウナギ

アナゴ利 マアナゴ コーテンアナゴ

ナマズ民

ゴンズイ科 ゴンズイ

ハ夕、、カイワシ日

エソ科 アカェソ オキz ソ

ダツ日

夕、ツ科 ダツ

サヨリ;f;j- ーザヨリ

トビウオ;f3・ トビウオ

ヨウジウオ段

ヤガラf3I・ プオヤガラ

ヨウジウオH ヨウジウオ タツノオトシゴ

アンコウ日

イザザウオ利 イザリウオ ハナオコゼ

スズキ日

ボラ矛｜ ボラ

カマスヂ！ アカカマス

ハタ科 マハタ

テンジグダイヂ！ テンジクグイ タロイシモチ

キスf'I・ シロギス

アジ利 マアジカイワリ

シイラH シイラ

ヒイラギ玉、l ヒイラギ

マツダイヂi マツダイ

ヒメジ科 オキナ 1ニメジ

メジナ利 メジナ

ブエダイ科 ヨコスジフエダイ

イサキ科 イサキ コショウグイ

シマイサキ：H シマイサキ コトヒキ
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須
際
海
岸
の
魚
を
例
に
、
水
制
と
の
関
係
を
み
て
お
こ
う
。
冬
の
須
磨
海
岸
は
水

慌
が
一

O
度
以
下
の
日
が
統
き
、
魚
の
種
、
量
と
も
年
間
で
最
も
少
な
い
時
期
で
、

わ
ず
か
に
定
着
性
の
強
い
メ
パ
ル
、
カ
サ
ゴ
、

ポ
一
ブ
、

イ
カ
ナ
ゴ
、
カ
レ
イ
類
な
ど

ハナオコゼ

が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
春
の
海
は
、
水
温
が
ほ
ぼ
一
二
J
二
ニ
度
と
な
る
時
で
、

そ
の
お
と
ず
れ
は
意
外
と
遅
く
、

四
月
中
、
下
旬
で
φ

め
る
。
こ
の
時
期
以
降
は
マ
ダ

写真 31

イ

キ
ュ
ウ
セ
ン
な
ど
、
か
順
次
姿
を
み
せ
、
海
の
中
は
次
第

マ
ア
ジ
、

シ
ロ
ギ
ス
、

に
に
ぎ
や
か
に
な
る
。

一
年
の
う
ち
で
、
九
州
…
の
積
、
設
と
も
最
多
と
な
る
の
は
、
水

掘
が
二
一
二
J
二
四
度
以
上
に
な
る
夏
の
海
で
あ
る
ο

例
年
七
月
上
旬
か
ら
十
月
中
旬

こ
ろ
ま
で
の
間
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
内
海
践
の
魚
ば
か
り
で
な
く
、
外
海
か

ら
入
り
こ
ん
で
く
る
外
洋
性
や
班
熱
情
性
の
も
の
が
、

か
な
り
み
ら
れ
る
ο

こ
の
な

か
に
は
、
毎
年
、
定
期
艇
の
よ
う
に
、
き
ま
っ
て
姿
を
み
せ
る
ハ
ナ
オ
コ
ゼ
、

日
、
ツ
、
タ
イ
、

ト
ビ
ウ
オ
の
幼
魚
、

プ
ミ
モ
ン
ガ

ラ
な
ど
流
れ
藻
に
つ
い
て
や
っ
て
く
る
魚
と
こ
れ
ま
で
数
問
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
い
ハ
マ
ク
マ
ノ
ミ
、

ハ
タ
タ
テ
ダ
イ
、
パ

シ
ョ
ウ
カ
ジ
キ
な
ど
の
珍
客
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
が
過
ぎ
る
と
、
水
瓶
が
次
第
に
下
っ
て
、
冬
の
海
へ
と
移
っ
て
ゆ

く
。
水
漏
の
低
下
と
と
も
に
、
外
海
で
越
冬
す
る
魚
、
内
海
の
深
み
で
冬
を
過
ご
す
魚
は
姿
を
消
し
、
海
の
小
が
さ
び
し
く
な

る
。
こ
れ
が
、
神
戸
の
海
の
一
年
間
の
カ
レ
ン
ダ
ー
で
あ
る
。

内
海
だ
け
で
生
活
史
を
完
結
す
る
魚
の
う
ち
で
、
震
一
要
な
の
が
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
と
イ
カ
ナ
ゴ
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
多
獲

性
の
。
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
食
の
魚
で
あ
る
。
こ
の
魚
、
が
重
要
な
の
は
、
漁
獲
量
が
大
き
く
動
物
性
蛋
白
源
と
し
て
人
間
に
利
用
さ
れ
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る
と
と
も
に
、
食
物
連
鎖
の
う
え
で
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
食
べ
る
第
二
次
消
費
名
で
、

ス
ズ
キ
、

サ
ワ
ラ
な
ど
、

タ
チ
ウ
オ
、

よ
り
し
」
ぷ
叫
の
消
費
者
の
餌
と
し
て
重
要
な
位
低
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
ο

カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
は
、
神
戸
の
海
で
最
も
水
揚
げ
の
多
い
魚
で
年
に
よ
っ
て
変
動
が
あ
る
が
、
昭
和
六
十
二
年
に
は
総
計
一
一
一

五
0
0ト
ン
の
漁
獲
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
で
漁
獲
の
大
き
い
の
が
イ
カ
ナ
ゴ
で
、
同
年
に
約
二
一
一
一

0
0ト
ン
が
水
揚
げ
さ

れ
て
い
る
。

食
用
に
す
る
チ
リ
メ
ン
ジ
ャ
コ
、

い
ず
れ
も
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
幼
魚
な
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
。

カ
タ
ク
チ

イ
リ
コ
は
、

イ
ワ
シ
の
産
卵
期
は
、
ほ
ぼ
五
月
か
ら
十
一
月
ま
で
と
長
く
、

カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
絹
漁
も
、
冬
を
除
い
て
ほ
ぼ
周
年
行
わ
れ

て
い
る
。

カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
は
、
こ
れ
ま
で
内
海
底
の
も
の
と
外
海
産
の
も
の
と
の
間
に
交
流
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年

の
調
査
で
一
部
交
流
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
春
先
に
外
海
生
れ
の
群
が
内
海
に
補
充
さ
れ
、
そ
れ
に
見
合

う
よ
う
に
内
海
肢
の
幼
魚
が
外
海
に
出
て
、
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
、
が
保
た
れ
て
い
る
ら
し
い
。

海の生物とその生態

同
じ
多
獲
性
の
イ
カ
ナ
ゴ
は
、
本
来
、
北
方
系
の
魚
な
の
か
、
水
温
の
高
い
時
期
に
は
、
冬
眠
な
ら
ぬ
夏
眠
を
す
る
叩
慢
性
が

あ
る
。
水
瓶
が
、

ほ
ぽ
一
九
度
以
上
の
期
間
は
砂
の
中
に
潜
っ
て
夏
眠
す
る
。
神
戸
の
海
で
は
、
だ
い
た
い
六
月
か
ら
十
月
ぐ

ら
い
ま
で
が
夏
眠
期
間
で
あ
る
。
神
戸
付
近
で
は
…
年
魚
以
上
の
成
魚
を
フ
ル
セ
、

一
年
未
満
の
幼
魚
を
シ
ン
コ
と
呼
ぶ
が
、

春
先
に
獲
れ
る
シ
ン
コ
を
佃
煮
に
し
た
の
が
、
神
戸
名
産
の
ク
ギ
煮
で
、
姿
、
形
が
建
築
用
の
釘
に
に
て
い
る
た
め
つ
い
た
名

第五節

と
い
わ
れ
る
。

マ
ダ
イ
は
大
部
分
、
が
内
海
の
深
み
で
越
冬
す
る
が
、

…
部
は
外
海
で
冬
を
過
ご
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
冬
の
関
、
外
海
に
出
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た
マ
ダ
イ
は
、
桜
の
花
の
咲
く
こ
ろ
産
卵
の
た
め
内
海
に
一
灰
る
。
こ
の
時
期
に
内
海
で
獲
れ
る
の
が
桜
、
タ
イ
で
、
脂
が
の
っ
て

い
て
実
味
で
あ
る
。

ま
た
、
六
J
七
月
に
獲
れ
る
の
が
変
わ
ら
ダ
イ
で
、
産
卵
後
の
た
め
ま
ず
い
。

タ
チ
ウ
オ
、

マ
ア
ジ
な
ど
削
遊
性
の
品
川
は
、
山
内
海
の
水
制
仰
が
、

ほ
ぼ
一
一
一
J
一
…
…
一
度
に
な
る
凹
J
五
月
に

サ
ワ
ラ
、
ブ
リ
、

餌
を
求
め
て
外
海
か
ら
入
り
、
十
月
か
ら
十
一
月
に
水
蹴
が
一
一
一
）
（
二
一
一
度
位
に
な
る
と
外
海
へ
川
遊
す
る
。

い
ず
れ
も
動
物

食
で
、
内
海
に
多
い
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
や
イ
カ
ナ
ゴ
な
ど
小
型
魚
が
餌
で
あ
る
。

細
長
く
て
部
く
、
銀
色
に
光
っ
た
凱
は
、
太
刀
に
似
て
い
る
と
い
わ
れ
る
タ
チ
ウ
オ
は
、
水
槽
で
観
察
す
る
と
頭
を
上
に
し

て
立
泳
ぎ
を
す
る
。
背
び
れ
を
ひ
ら
ひ
ら
さ
せ
な
が
ら
泳
ぐ
が
、
餌
を
追
う
時
に
は
、
普
通
の
品
川
と
同
じ
よ
う
に
横
向
き
に
た

っ
て
追
い
か
け
る
。
こ
の
魚
は
海
の
中
で
は
、
阿
佐
と
夜
と
で
遊
泳
す
る
深
さ
が
追
い
、
問
壮
一
は
簡
の
小
現
魚
の
多
い
水
附
近
く
を
、

夜
に
は
底
の
ほ
う
を
泳
ぎ
、
同
社
一
と
夜
と
で
浅
深
移
動
を
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

サ
ワ
ラ
の
主
な
産
卵
場
は
内
海
で
、

五
1
六
月
に
産
卵
す
る
。
成
長
が
平
く
十

月
こ
ろ
、
外
海
に
去
る
時
に
は
休
日
火
が
四

五
J
五
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
。
ど
う
い
う
わ
け
か
、
釣
り
上
げ
る
と
す
ぐ
死
ぬ
た
め
、

日
本
の
水
族
館
で
一

」
肢
も
飼
育
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
魚
で
あ
る
。

マ
ア
ジ
に
は
形
態
、
生
態
の
か
な
り
違
う
キ
ア
ジ
と
ク
ロ
ア
ジ
の

一
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
神
戸
の
海
で
は
圧
倒
的
に
キ
ア

ジ
が
多
い
。

ク
ロ
ア
ジ
は
沖
合
性
、

キ
ア
ジ
は
沿
岸
性
で
あ
る
。
一
一
つ
の
タ
イ
プ
の
違
い
は
産
卵
期
の
追
い
に
よ
る
と
さ
れ
て

、

〉

O

L
Y一
マ
ア
ジ
の
産
卵
場
は
外
海
で
、
年
に
一
了
、
一
一
一
同
産
卵
す
る
ら
し
い
が
、
二
J
…
…
一
月
に
生
れ
た
も
の
は
成
長
が
よ
く
て
ク

ロ
ア
ジ
と
な
り
、
四
J
五
月
に
産
卵
し
た
も
の
は
成
長
が
悪
く
キ
ア
ジ
と
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

凶
遊
魚
の
な
か
に
は
、

一
生
に
一
度
だ
け
外
海
と
内
海
を
回
遊
す
る
も
の
も
あ
る
。
ニ
ー
一
一
一
月
こ
ろ
、

イ
カ
ナ
ゴ
漁
の
網
に
、
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て
変
態
し
て
成
魚
の
形
と
な
る
。
内
海
で

外
海
か
ら
間
遊
し
て
き
た
マ
ア
ナ
ゴ
の
幼
魚
が
入
る
。
榔
の
葉
の
よ
う
に
偏
平
な
姿
で
、

四
年
、
生
育
し
た
後
、
産
卵
の
た
め
外
海
へ
出
る
。
産
卵
場
は
南
西
諸
島
周
辺

マ
ア
ナ
ゴ
と
は
思
え
な
い
が
、
や
が

と
い
わ
れ
る
が
、
産
卵
が
終
わ
る
と
死
ぬ
。
神
戸
の
海
に
多
い
ボ
一
ブ
も
マ
ア
ナ
ゴ
と
ほ
ぼ
同
じ
一
生
で
、
幼
魚
期
に
内
海
に
入

り、一一一

l
四
年
生
育
し
た
後
、
外
海
で
産
卵
を
す
ま
せ
る
と

生
が
終
わ
る
。

開
遊
魚
と
は
少
し
迷
う
が
、
毎
年
、
哀
の
須
磨
海
岸
に
外
海
か
ら
流
れ
諜
と
と
も
に
や
っ
て
く
る
魚
た
ち
の
代
表
絡
は
ハ
ナ

れ
が
が
っ
ち
り
し
た

オ
コ
ゼ
だ
ろ
う
。
流
れ
藻
と
い
う
小
佐
界
の
王
者
と
も
い
え
る
魚
で
、
そ
こ
に
す
み
つ
く
小
魚
な
ど
を
館
に
し
て
い
る
。
腹
び

一
本
の
足
の
よ
う
に
見
え
る
奇
妙
な
魚
で
あ
る
。

海の生物とその生態第五節

に
外
洋
性
の
魚
と
思
わ
れ
る
マ
グ
ロ
の
仲
陀
も
須
磨
海
岸
で
確
認
さ
れ
て
い

る
。
特
設
的
な
背
び
れ
を
も
っ
バ
シ
ョ
ウ
カ
ジ
キ
の
幼
魚
で
、
こ
れ
ま
で
数
回
、
釣

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
休
日
沢

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
幼
魚
で
、
須
熔
海
づ
り

クサウオ

公
闘
で
も
何
例
か
報
告
が
あ
る
。

表
刊
け
に
は
記
し
て
な
い
が
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
に
、
高
砂
市
天
川
で
、

シ
ロ
ザ

写真 32

ケ
が
捕
獲
さ
れ
た
。
体
長
七
四
セ
ン
チ
メ
i
ト
ル
、
体
重
一

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
り

っ
ぱ
な
雄
で
、
瀬
戸
内
海
で
は
最
初
の
記
録
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
数
年
前
か
ら
神
戸
の
海
に
、
新
顔
の
魚
が
加
わ
っ
た
。

ク
サ
ウ
オ
科

の
ク
サ
ウ
オ
で
、
氏
褐
色
の
体
は
柔
か
く
、
腹
部
に
卵
形
の
大
き
な
殴
盤
を
も
っ
奇

妙
な
魚
で
あ
る
。
須
磨
水
族
館
が
昭
和
三
十

に
開
館
し
て
以
来
、

度
も
搬
入
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さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
昭
和
五
十
五
年
こ
ろ
か
ら
、
毎
年
冬
に
な
る
と
持
ち
こ
み
や
間
合
わ
せ
の
電
話
が
あ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
一
具
に
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
恐
ら
く
外
海
に
回
遊
す
る
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
。
本
来
は
、
冷
た
い
北

の
海
に
多
い
出
火
、
流
系
の
魚
の
よ
う
で
あ
る
。

神
戸
の
海
に
多
い
貝
類
は
、

一
般
に
オ
オ
ガ
イ
と
呼
ば
れ
て
い
る
ウ
チ
ム
ラ
サ
キ
で
あ
る
。
昭
和
六
十
ニ
年
に
漁
獲
さ
れ
た

約
一
回

0
ト
ン
の
貝
類
の
う
ち
、
約

一一一

0
ト
ン
が
ウ
チ
ム
ラ
サ
キ
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
は
須
磨
以
西
の
沿
岸
に
ア
サ
リ
が
多

く
、
春
か
ら
秋
に
ア
サ
リ
漁
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
年
間
五
J
六
ト
ン
の
漁
獲
、
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
、
昭
和

六
十
一
年
か
ら
、
取
屋
沖
で
、
カ
キ
の
養
殖
が
試
験
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
種
ガ
キ
を
購
入
し
て
行
っ
て
い
る
が
、
生
育
は
か

な
り
よ
い
ら
し
い
。

し
か
し
、
収
獲
す
る
ま
で
に
は
、
何
聞
か
と
り
上
げ
、
付
着
し
た
官
官
敵
生
物
を
と
り
除
く
手
入
れ
が
必
要

で
、
そ
の
作
業
が
予
想
外
に
大
変
ら
し
く
、
将
来
、
神
戸
の
名
度
と
な
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
、
神
戸
の
海
で
み
ら
れ
る
魚
類
を
中
心
に
み
て
き
た
が
、
季
節
に
よ
る
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
生
息
す
る
種
類
は

多
く
、
内
容
的
に
も
定
着
性
、

回
遊
性
の
魚
が
み
ら
れ
恵
ま
れ
た
海
と
い
え
る
。
ま
た
、
須
磨
海
岸
よ
り
四
の
海
域
で
は
外
洋

性
、
亜
熱
帯
性
の
魚
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
外
海
の
影
響
を
、

か
な
り
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
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第
六
節

限
ら
れ
た
場

所
に
分
布

貴
重
な
生
物
と
そ
の
保
護

貴
重
な
植
物

神
戸
市
に
分
布
す
る
櫛

資丞な生物とその保護

に
な
る
。

艇
を
も
つ
も
の
を
選
定
す
る
と
次
の
よ
う

物
の
う
ち
、
貴
重
な
価

プ
リ
マ
コ
ス
ズ
、

コ
ウ
ベ
コ
ス
ズ
、

ケ
バ
ノ
カ
シ
ダ
ザ
サ
、

そ
の
生
育
地
が
狭
い
場
所
に
限
定
さ
れ
て

サ
イ
ヨ
ウ
ザ
サ
な
ど
は
、

い
る
。

プ
リ
マ
コ
ス
ズ
は
高
さ
一
一
一

0
1四

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
製
の
美
し
い
サ

第六節

サ
で
、
北
区
道
場
町
の
ほ
か
市
内
の
数
カ

アリマコスズ写芸~； 33 
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所
に
の
み
生
え
て
い
る
。

コ
ウ
ベ
コ
ス
ズ
も
小
型
の
美
し
い
サ
サ
で
、
再
度
山
で
発
見
さ
れ
た
が
、
神
戸
市
以
外
に
は
知
ら
れ

f
L

、
P
2

品、。

》

》

し

w
，サ

J
t
u

サ
イ
ヨ
ウ
ザ
サ
も
分
布
地
は
狭
く
、
隔
離
的
で
あ
る
。

シ
チ
ダ
ン
カ
は
ヤ
マ
ア
ジ
サ
イ
の

ケ
パ
ノ
カ
シ
ダ
ザ
サ
、

一
品
種
で
、
六
叩
ケ
ー
ブ
ル
の
山
上
駅
近
く
の
山
中
に
自
生
し
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た
。

穏
の
分
布

の
限
界
地

神
戸
市
域
が
そ
の
桶
物
の
北
限
地
や
南
限
地
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。

北
限
種
と
し
て
カ
ギ
カ
メ
ラ
、

イ
ス
ノ
キ
、

タ
イ
ミ
ン
タ
チ
バ
ナ
、

オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
、

ホ
ウ
一
ブ
イ
カ
ズ
ラ
、

キ
ワ
ガ
キ
、
ミ
ヤ
マ
ト
ベ
ラ
、

ユ
キ
モ
チ
ソ
ウ
な
ど
で
、
こ
れ
ら
は
暖
地
を
好
む
照
葉
樹
林
の
構
成
種
で
あ
る
。
日
本
海
側
の

多
雪
地
を
分
布
の
中
心
と
す
る
「
日
本
海
要
素
」
の
南
限
種
と
し
て
タ
ニ
ウ
ツ
ギ
、
サ
イ
コ
ク
ミ
ツ
パ
ツ
ツ
ジ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

か
り
よ
く
り
ん

ま
た
夏
緑
林
（
冷
漏
出
ぽ
落
葉
樹
林
）
の
下
線
種
と
し
て
、
ブ
ナ
、
イ
ヌ
ブ
ナ
、
サ
ワ
グ
ル
ミ
、
ミ
ズ
メ
、
カ
ジ
カ
エ
デ
な
ど
が
あ
る
。

タ
ニ
ウ
ツ
ギ
、

サ
イ
コ
ク
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
、
ブ
ナ
、

イ
ヌ
ブ
ナ
な
ど
は
六
甲
山
頭
付
近
に
点
々
と
分
布
す
る
。

サ
ワ
グ
ル
ミ
、

ミ
ズ
メ
、

カ
ジ
カ
エ
デ
は
倒
体
数
は
少
な
い
が
、

カ
ジ
カ
エ
デ
は
綴
楽
茶
屋
で
単
木
的

サ
ワ
グ
ル
ミ
、
ミ
ズ
メ
は
紅
葉
谷
に
、

に
発
見
さ
れ
て
い
る
。

ア
リ
γ
グ
ミ
は
神
戸
市
お
よ
び
そ
の
周
辺
が
時
限
に
あ
た
る
。

模
式
産
地

生
物
学
で
は
新
し
い
種
と
し
て
記
載
す
る
と
き
、
基
準
と
な
る
標
本
（
模
式
標
本
）
を
定
め
、
保
存
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
模
式
標
本
の
産
地
は
「
模
式
産
地
（
タ
イ
プ
・
ロ
カ
リ
テ
ィ
）
」
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
か
ら
採
集
し
た

標
本
は
模
式
標
本
が
な
く
な
っ
た
と
き
な
ど
の
基
準
に
も
な
る
の
で
、
模
式
産
地
の
生
物
は
保
護
し
て
絶
滅
を
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
山
地
の
補
乳
類
で
述
べ
た
コ
ウ
ベ
モ
グ
ラ
や
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ
が
そ
の
例
で
あ
る
。

新
種
と
し
て
最
初
に
発
見
さ
れ
た
所
が
神
戸
市
域
に
あ
り
、
神
戸
市
を
模
式
産
地
と
す
る
捕
物
に
は
、
前
述
の
ア
リ
マ
コ
ス

ふ
せ
い

マ
ヤ
一
フ
ン
は
ラ
ン
科
の
腐
生
一

ス、

コ
ウ
ベ
コ
ス
ズ
、

プ
リ
マ
グ
ミ
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
マ
ヤ
ラ
ン
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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第六節資重な生物とその保護

表 24 炎 JR 純 物

分布域の狭い穏 プリマコスズ，ケパノカシダザサ，コウベコスズ，サイヨウ

ザサ，シチダンカなど

分布限界または隠 プリマグミ，カギカズラ，イスノキ，タイミンタチλ ナ，オ

離分布する種 ガタマノキ，ホウライカズラ， トキワガキ，タニウツギ，サ

イコタミツバツツジ，ブナ，イヌブナ，サワグルミ， ミズメ，

カジカエデなど

タイプロカリティ アヲマコスズ，コウベコスズ，プリマウマノスズクサ，マヤ

ラン， ロッコウツクパネウツギ，マヤクサイチゴ，アオヤマ

ウノレ、ン， アリマグミなど

個体数が少ない種 ヒナラン，イワチドリ，ウチョウラン，カヤラン，マツラン，

フウラン，サギソウ， トキソウ，エピネ，オキナグサ，ケナ

シベニバナヤマシャクヤク，ヤドリギ，マツグミ，ムサシア

プミ，ユキモチソウ， ミヤマトベラ，コショウノキ，ゴヨウ

ツツジ，エイザンスミレ，ユキザサ，カタクリ，シャクナゲ，

ヒカゲツツジ，イズセンリョウ，カキノハグサ，イカリソウ，

ミスミソウ，ノジギク，タニジャコウソウ，：すオイワカガミ

など

主主育地が特殊な稜サギソウ， トキソウ， ミズトンボ， ミカヅキグサ，ヒナノカ

ンザサシ，ヌマガヤ，ノハナショウブ，ウメパチソウ，モウ

センゴケ，ホザキミミカキグサ， ミミカキグサ，サワギキョ

ウ，マアザミ，イブキシモツケ，ヤマグル？など

採取される可能性 ヒナラン，イワチドリ，ウチョウラン，カヤラン，マツラン，

・危険性の高い稜 フウラン，サギソウ， トキソウ，エビネ，オキナグサ，ケナ

シベニバナヤマシャクヤク，カタクヲ，シャクナゲ，ヒカゲ

ツツジ，イカリソウ， ミスミソウ，オオイワカガミなど

稀少動物からみた とメカンアオイ，ツメレンゲなど

重要な種
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植
物
で
、
常
緑
樹
林
内
に
生
育
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
は
神
戸
市
で
は
採
集
さ
れ
て
い
な
い
。

お
そ
ら
く
絶
滅
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
的
な
種
で
は
な
い
が
品
種
レ
ベ
ル
の
模
式
産
地
と
し
て
、

プ
リ
マ
ウ

ロ
ッ
コ
ウ
ツ
ク
パ
ネ
ウ
ツ
ギ
、

マ
ノ
ス
ズ
ク
サ
、

マ
ヤ
ク
サ
イ
チ
ゴ
、

ア
オ
ヤ
マ
ウ
ル
シ
な
ど
が
あ
る
。

減
少
傾
向

に
あ
る
種

か
つ
て
は
神
戸
市
内
に
分
布
し
て
い
た
も
の
の
、
現
在
す
で
に
絶
滅
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
状
態
に
あ
る
責

重
な
種
は
非
常
に
多
い
。

ヒ
ナ
ラ
ン
、

イ
ワ
チ
ド
リ
、

ウ
チ
ョ
ウ
ラ
ン
、

オ
キ
ナ
グ
サ
、

ケ
ナ
シ
ベ
ニ
バ
ナ
ヤ

マ
シ
ャ
ク
ヤ
ク
、

ヤ
ド
リ
ギ
、

ま
た
分
布
は
縦

カ
ヤ
ラ
ン
、

マ
ツ
一
ブ
ン
、

フ
ウ
ニ
ブ
ン
、

エ
ビ
一
フ
シ
ダ
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

認
さ
れ
て
い
る
が
、
き
わ
め
て
ま
れ
な
秘
に
ユ
キ
モ
チ
ソ
ゥ
、
ミ
ヤ
マ
ト
ベ
ラ
、

コ
シ
ョ
ウ
ノ
キ
、

γ

ツ
グ
ξ

＼
ゴ
ヨ
ウ
ツ
ツ

、：／、

ユ
キ
ザ
サ
、

エ
イ
ザ
ン
ス
ミ
レ
、
カ
タ
ク
リ
、
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
、

ヒ
カ
ゲ
ツ
ツ
ジ
、

イ
ズ
セ
ン
リ
ョ
ウ
、

カ
キ
ノ
ハ
グ
サ
、

ム
サ
シ
ア
ブ
ミ
な
ど
、
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
最
近
と
く
に
減
少
傾
向
の
著
し
い
種
に
、
イ
カ
リ
ソ
ウ
、
ミ
ス
ミ
ソ
ウ
、

ジ
ギ
ク
、

タ
ニ
ジ
ャ
コ
ウ
ソ
ウ
、

オ
オ
イ
ワ
カ
ガ
ミ
、

サ
ギ
ソ
ウ
、

ト
キ
ソ
ウ
、

エ
ビ
ネ
な
ど
が
あ
る
。
倒
体
数
の
減
少
は
、

山
林
の
彼
壊
に
よ
る
割
合
が
高
い
が
、
人
間
の
採
取
に
よ
る
場
合
も
多
い
。
こ
れ
ら
は
「
採
取
さ
れ
る
可
能
性
・
危
検
性
L

の

高
い
稀
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
美
し
い
花
を
咲
か
せ
た
り
、
姿
が
柏
市
〈
し
く
、
最
近
の
山
革
命
ブ
i
ム
に
よ
り
向
日
間
と
し
て
高
い
価
値

を
得
た
も
の
で
あ
る
（
口
絵
4
）。

生
帯
同
地
の

特
殊
性

湿
地
に
生
育
す
る
サ
ギ
ソ
ゥ
、
ト
キ
ソ
ウ
、
ミ
カ
ヅ
キ
グ
サ
、

ノ
ハ
ナ
シ
ョ

ヒ
ナ
ノ
カ
ン
、
ザ
シ
、

ヌ
マ
ガ
ャ
、

ウ
ブ
、
ウ
メ
バ
チ
ソ
ウ
、

モ
ウ
セ
ン
ゴ
ケ
、

ホ
ザ
キ
ミ
ミ
カ
キ
グ
サ
、
ミ
ミ
カ
キ
グ
サ
、
ミ
ズ
ト
ン
ボ
、

サ
ワ

ギ
キ
ョ
ウ
、

マ
ア
、
ザ
ミ
な
ど
の
ほ
か
、
岩
角
地
の
イ
ブ
キ
シ
モ
ツ
ヶ
、

ツ
メ
レ
ン
ゲ
、

ヤ
マ
グ
ル
マ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
特

殊
な
立
地
自
体
が
少
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
種
は
個
体
数
も
少
な
い
が
、
採
取
さ
れ
る
危
険
性
の
高
い
種
が
多
い
の
も
特
徴
で
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あ
る
。動

物
と
純
物
と
の
か
か
わ
り
で
、
稀
少
動
物
の
維
持
の
た
め
に
重
要
な
椋
物
に
、

ヒ
メ
カ
ン
ア
オ
イ
、

ツ
メ
レ
ン
ゲ
が
あ
る
。

前
者
は
ギ
ブ
チ
ョ
ウ
、
後
者
は
ク
ロ
ツ
パ
メ
シ
ジ
ミ
の
食
草
で
あ
る
。

ヒ
メ
カ
ン
ア
オ
イ
は
観
葉
植
物
と
し
て
係
取
さ
れ
る
危

険
性
の
高
い
織
物
で
も
あ
る
。

2 

貴

な

植

生

自
然
櫨
生

神
戸
市
域
に
み
ら
れ
る
他
生
の
う
ち
、
自
然
度
の
高
い
植
生
、
す
な
わ
ち
人
間
の
手
が
あ
ま
り
加
わ
っ
て
い
な

い
状
態
の
組
物
群
を
自
然
櫛
生
と
み
な
し
た
。
神
戸
の
自
然
植
生
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
市
内
各
地
の

社
寺
林
に
み
ら
れ
る
コ
ジ
イ
林
や
ア
カ
ガ
シ
林
な
ど
の
照
葉
樹
林
に
属
す
る
林
と
、
六
甲
山
頂
付
近
に
分
布
す
る
夏
緑
林
に
属

資設な生物とその保護

す
る
フ
ナ

イ
閥ヌ
拡ブ
伊ナ
JI I林
谷が
IIlJ ；ら
mtrtる
I~自？：
の
太
il I 

の
照
葉
樹
林
は
神
戸
市
の
み
な
ら
ず
兵
路
県
下
で
も
最
も
自
然
皮
の
高
い
も
の

コ
ジ
イ
林

で、

コ
ジ
イ
林
（
コ
ジ
イ
カ
ナ
メ
モ
チ
群
集
）
と
ウ
パ
メ
ガ
シ
林
（
ウ
パ
メ
ガ
シ

i
コ
シ
ダ
群
集
）
で
特
徴
づ
け
ら
れ

る
。
こ
の
照
葉
樹
林
は
市
街
的
に
も
広
い
だ
け
で
な
く
、
カ
ギ
カ
ズ
一
プ
な
ど
の
貴
重
種
を
多
数
合
み
、
組
成
上
も
非
常
に
重
要

な
も
の
と
い
え
る
（
口
絵
3
）。

第六節

す
き
の
お
の
み
と
と

コ
ジ
イ
の
自
然
林
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
大
龍
寺
（
中
央
区
）
、
有
間
神
社
（
北
区
、
素
議
雄
尊
社
（
北
区
）
、

し
ゃ
く
ぷ
じ

石
峯
寺
（
北
区
）
な

ど
の
規
模
の
大
き
い
林
が
あ
る
。
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コジイ林の発達する社寺林

大龍寺

転法輪寺

太山寺

大殺事11社

八王子神社

杉尾神社

大歳神社

人阪神社

有閑ネqt社
三ω十八社

大歳事11社

八雲事jl主I:

石峯寺

三長議機等主I:

；設歳事11主t
／／ 

中央区再度山

垂水区名谷町中山

西区伊Jll谷町前関

グ 布施知l
北区山町田丁践那

グ小Jlfl

// 原野

有釘’ll!J西尾

淡河町行原

。 来世IU

M 事Ill王i
u 事11彩

大沢Ill］・上大沢

ff r!J・原

// 

// 

表 25

ウ
ラ
ジ
ロ
カ
シ
、

ア
カ
ガ
シ
、

ツ
ク
パ
、
不

ガ
シ
な
ど
の
カ
シ
林
も
規
模
は
小
さ
い
が
各
地
の
社
守
林
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
カ
シ
林
は
織
物
社
会
学
上
、

カ

シ

林

ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
｜
サ
カ
キ
群
集
に
位
世
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

八雲村i社（北区淡河田了神間〉

の社王子林

写真 35

シ
イ
林
、

カ
シ
林
は
…
応
r
同
然
林
と
し
て
認
め
ら
れ
る
照
葉
樹
林
で
あ
る
が
、
二
次
的
に
復
活
し
た
照
葉
樹
林
、
あ
る
い
は

ア
ラ
カ
シ
林
は
各
地

人
為
が
か
な
り
加
わ
っ
た
照
葉
樹
林
と
し
て
ア
ラ
カ
シ
林
、

ヤ
マ
モ
モ
林
、

ヒ
メ
ユ
ス
リ
ハ
林
が
あ
る
。

に
み
ら
れ
る
が
、
比
較
的
良
好
な
樹
林
は
や
は
り
社
守
林
に
残
存
し
て
い
る
。
六
甲
山
市
麓
の
社
寺
林
に
は
、

メ
ユ
ズ
リ
ハ
、

ヤ
マ
モ
モ
な
ど
の
出
生
し
た
林
が
点
々
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
混
生
林
は
、

ア
一
ブ
カ
シ
ヒ
メ
ユ
ズ
リ
ハ
群

ア
一
フ
カ
シ
、

集
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
分
布
地
と
し
て
須
磨
区
須
磨
寺
町
の
須
磨
寺
、
東
灘
阪
本
山
町
岡
本
の
索
謹
鳴
神
社
、
保
久
良

神
社
（
ア
カ
ガ
シ
を
含
む
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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硬
葉
樹
林
で
あ
る
ウ
パ
メ
ガ
シ
林
は
太
山
寺
の
ほ
か
、
霊
水
区
下
畑
町
の
海
神
社
、
須
勝
一
民

多
弁
加
の
厄
除
八
幡
神
社
な
ど
に
わ
ず
か
に
残
存
し
て
い
る
。

ブ
ナ
i
イ

ヌ
ブ
ナ
林

mm葉
樹
林
帯
の
上
部
に
分
布
す
る
夏
緑
林
（
ブ
ナ

i
イ
ヌ
ブ
ナ
林
）
は
六
甲
山
の
山

頂
部
周
辺
に
限
ら
れ
る
。
六
甲
山
は
開
発
が
進
ん
で
お
り
、
ブ
ナ
｜
イ
ヌ
ブ
ナ

林
は
紅
葉
谷
な
ど
狭
い
範
問
に
残
存
す
る
が
、
な
か
に
は
最
近
伐
採
さ
れ
た
例
所
も
あ
り
、
ふ
f

後
の
保
全
策
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
様
林
に
は
ミ
ヤ
マ
シ
キ
ミ
、

ウ
ス
ギ
ヨ
ウ
一
ブ
ク
、

ナ
ッ
ツ

ハ
キ
、

マ
ン
サ
ク
な
ど
の
冷
楓
山
市
の
自
然
林
要
素
を
あ
／
く
含
ん
で
い
る
。
ム
ハ
中
山
の
ブ
ナ
j
イ

ヌ
ブ
ナ
林
は
、
般
物
社
会
学
的
に
は
ブ
ナ

l
イ
ヌ
ブ
ナ
群
集
に
位
泣
づ
け
ら
れ
る
。

土
地
的
極
相
と
し

ら
れ
る
群
落
は
北
区
道
場
町
百
丈
岩
の
ア
カ
マ
ツ

i
ハ
ナ

ゴ
ケ
群
落
（
イ
ブ
キ
シ
モ
ツ
ヶ
、
ツ
メ
レ
ン
ゲ
、
イ
ワ
ヒ
パ
な
ど
を
八
百
む
）
と
、
サ
ギ
ソ
ゥ
、
ト
キ
ソ
ウ
な

資重な生物とその保ー護

ど
が
自
生
す
る
各
地
の
湿
地
群
落
が
あ
げ
ら
れ
る
。

の
群
落
は
断
援
に
成
立
す
る
も
の

で
あ
り
、
今
後
も
残
る
可
能
性
は
高
い
。
湿
地
群
落
に
つ
い
て
は
残
存
の
可
能
性
は
低
く
、
そ
の
保
全
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

3 

貴

な

動

物

天上手p
八王子神社

111主神社

111王神社 （ 

Ill玉事jl校 （ 

五社八幡神社（

カシ林の発達する主！：＃￥1本

アカガシ林

下唐織）

た腐椴〕

五社〉

// 

// 

〈滋｜玄摩耶山〉

（北区八多町柳谷〕

（北I叉有野町上底絞〉

表 26

// 

ウラジロガシ林

第六節

外
国
人
に
よ
る

新
穏
貝
類
の
発
見

住
、
あ
る
い
は

神
戸
は
幕
末
に
開
港
さ
れ
て
の
ち
、
明
治
初
年
に
は
か
な
り
の
数
の
欧
米
人
が
貿
易
商
な
ど
と
し
て
在

時
滞
在
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
、
欧
米
人
の
常
と
し
て
生
物
に
興
味
を
も
ち
採
集

r1然・苧5111!ft~結ll工4工



昆
虫
学
者
ル
ウ
イ
ス
が
、

活
動
を
し
た
人
も
出
て
き
た
。
特
に
貝
類
は
採
集
、
保
存
が
容
易
で
あ
る
の
で
、
仕
事
や

旅
行
の
片
手
間
に
処
理
し
、
標
本
に
で
き
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
カ
タ
ツ
ム
リ
な
ど
の
陸

ハリママイマイ

産
目
ハ
額
に
つ
い
て
も
、
神
戸
市
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
が
、
神
戸
を
模
式
産
地
と
す
る
新

種
と
し
て
一

0
種
類
ば
か
り
発
表
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
コ
ウ
ベ
マ
イ
マ
イ
は
、
明
治
初
年
、
貿
易
商
で
、
貝
類
収
集
家

コ
ウ
ベ
マ

イ
マ
イ

で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
、

シ
ュ
マ
ッ
ケ
ル
が
神
戸
在
住
中
に
採
集
し
た
標
本

写真 36

を
も
と
に
、
彼
の
本
闘
の
貝
類
学
者
ベ
ト
ゲ
ル
と
と
も
に
研
究
し
て
、
新
種
と
し
て
連
名

で
発
表
し
た
も
の
で
、
学
名
に
も
コ
ウ
ベ
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
他
に
、

ホ
ソ
オ
カ
チ
ョ

ウ
ジ
ガ
イ
、

オ
オ
ケ
マ
イ
マ
イ
も
同
じ
よ
う
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

一
八
六
七
J
七
一
一
年
お
よ
び
一
八
八
O

J
八
一
年
の

一
度
来
日
し
た
際
採
集
し
た
標
本
を
も
と
に
、

シ
ロ
ナ
ミ
ギ
セ
ル
ガ
イ
（
学
名
に
コ
ウ
ベ
が
付
け
ら
れ
て
い
る
）
、

大
英
隙
物
館
員
ス
ミ
ス
が
新
橋
と
し
て
発
表
し
た
只
に
、

、ン

リ

オ
レ
ギ
セ
ル
ガ
イ
、

ハ
リ
マ
マ
イ
γ

イ
が
あ
る
。
も
っ
と
も
ハ
リ
マ
マ
イ
マ
イ
の
産
地
は
た
だ
単
に
日
本
と
な
っ
て
い
て
、
今

と
な
っ
て
は
採
築
地
念
特
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
様
本
の
特
徴
は
神
戸
山
麓
部
に
現
在
生
息
す
る
も
の
と
一
致
す
る
の
で
、

そ
ら
く
神
戸
市
域
産
の
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

ほ
か
に
ツ
ム
ガ
タ
ギ
セ
ル
ガ
イ
、

ホ
ソ
ヒ
メ
ギ
セ
ル
ガ
イ
、

ナ
ラ
ビ
ヒ
ダ
ギ
セ
ル

し
か
し
い
ず
れ
も
採
集
地
は
神
戸
と
い
う
だ
け
で
、
神
戸

の
ど
こ
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

ガ
イ
な
ど
も
同
じ
よ
う
な
状
況
で
新
種
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
外
人
の
賠
住
者
が
多
か
っ
た
北
野
河
辺
の
山
麓
部
、
ま
た
は
散
歩
地
と
し
て
利

刑
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
布
引
滝
周
辺
、
諏
訪
山
か
ら
再
度
山
、
さ
ら
に
摩
耶
山
に
か
け
て
が
採
集
地
点
と
忠
わ
れ
る
。
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ギ
ュ
リ
キ

マ
イ
マ
イ

神
戸
で
最
大
の
カ
タ
ツ
ム
リ
（
殻
径
四
八
ミ
リ
メ
i
ト
ル
）
で
や
め
る
ギ
ュ
リ
キ
マ
イ
マ
イ
は
、
有
馬
、
が
模
式
産
地
に

な
っ
て
い
る
（
口
絵
5
）
。
ギ
ュ
リ
キ
の
丘
町

ny
市
立
四
円
涼
・
は
明
治
八
年
に
中
央
区
中
山
手
六
丁
目
に
住
み
、
一
一
一

回
数
会
の
仮
牧
師
に
な
っ
た
米
関
人
で
あ
る
。
彼
は
、
後
に
日
本
初
の
貝
類
に
関
す
る
博
物
般
を
開
き
、

日
本
の
兵
類
学
の
但

と
い
わ
れ
る
平
瀬
与
一
郎
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
。

ギ
ュ
リ
ノ
キ
は
さ
ら
に
ハ
ワ
イ
に
波
り
、

ハ
ワ
イ
諸
島
の
カ

タ
ツ
ム
リ
を
研
究
し
、
只
類
学
者
と
し
て
業
絞
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
平
甑
に
よ
っ
て
ヒ
メ
ヒ
ラ
ド
ナ
タ
ネ
ガ
イ
が
、

明
治
一
一
一
十
八
年
に
御
影
を
模
式
産
地
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
開
港
場
で
も
横
浜
の
方
は
、
こ
こ
を
採
築
地
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
は
少
な
く
、

し
か
も
、
そ
の
様
に
は
現
在
そ
の

地
に
み
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、

お
そ
ら
く
当
時
も
生
息
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
様
の
例
が

大
阪
に
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
地
在
住
の
外
人
が
、
仙
の
地
で
採
集
し
た
も
の
に
、
開
港
地
の
横
浜
、
大
阪
と
い
う
地
名
を

底
地
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
、
沖
戸
を
模
式
’
底
地
と
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
の
種
が
現
在
も
神
戸

貴重な生物とその保愁

中
心
部
の
背
山
の
山
麓
部
や
谷
筋
、
摩
耶
山
上
な
ど
に
生
息
し
て
い
る
。

さ
ら
に
近
年
、
調
査
研
究
の
結
果
、
二
税
類
の
小
型
カ
タ
ツ
ム
リ
が
新
種
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ

マ
ヤ
サ
ン

マ
イ
マ
イ

も
神
戸
市
特
波
種
で
、
産
地
が
局
限
さ
れ
て
お
り
、
和
名
、
学
名
と
も
に
神
戸
の
地
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

穫
は
マ
ヤ
サ
ン
マ
イ
マ
イ
で
、
摩
耶
山
の
旧
天
上
寺
参
道
で
採
集
さ
れ
た
標
本
を
も
と
に
、
東
正
雄
に
よ
っ
て
昭
和
四
十
四

年
に
発
表
さ
れ
た
。
生
息
地
は
摩
耶
山
南
問
中
腹
か
ら
山
上
に
か
け
て
の
狭
い
範
間
に
限
ら
れ
て
い
る
。
他
の
一
稜
は
ヌ
ノ
ピ

第六節

キ
ケ
マ
イ
マ
イ
で
、
布
引
滝
周
辺
で
採
集
さ
れ
た
標
本
を
も
と
に
、
大
…
知
一
内
宏
、
反
田
栄

に
よ
っ
て
昭
和
五
十
六
年
に
発
表

さ
れ
た
。
こ
れ
も
生
息
地
は
、
布
引
滝
周
辺
お
よ
び
摩
耶
山
山
上
の
狭
い
範
顕
で
あ
る
。
一
一
段
と
も
に
殻
箆
が
八
ミ
リ
メ

i
ト
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あ
る
。

ル
程
度
の
小
型
で
、
し
か
も
付
着
し
て
い
る
落
葉
や
小
枝
な
ど
と
同
色
の
、
褐
色
の
カ
タ
ツ
ム
リ
な
の
で
目
立
た
な
い
存
在
で

昆

虫

類

ガ
は
日
本
産
約
五
千
税
、
神
戸
に
は
千
種
く
ら
い
は
い
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
調
査
は
十
分
で
な
い
。
珍
種
と

さ
れ
、
神
戸
で
は
絶
滅
の
う
わ
さ
の
あ
っ
た
エ
ゾ
ヨ
ツ
メ
や
オ
オ
シ
モ
フ
リ
ス
ズ
メ
も
最
近
の
果
樹
害
虫
調
査

貴
重
な
珍
し
い
種
類
が
ほ
か
に
も
採
集
さ
れ
て
い
る
が
、

の
ラ
イ
ト
ト
ラ
ッ
プ
（
誘
蛾
灯
）
に
飛
び
込
ん
で
き
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
生
き
残
っ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
た
。
古
い
記
録
で
は

現
況
は
不
明
の
点
が
多
い
。

ト
ソ
ボ
は
日
本
産
一
八
六
種
中
、
神
戸
で
の
採
集
記
録
の
あ
る
の
は
七

種
で
あ
る
。

し
か
し
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
多
く

の
種
類
が
急
速
に
姿
を
消
し
た
。
昭
和
五
十
年
代
に
な
っ
て
回
復
の
き
ざ
し
が
み
え
は
じ
め
た
が
、
昭
和
六
十
年
現
私
、
な
お

マ
ル
タ
ン
ヤ
ン
マ
、

一O
種
ほ
ど
が
復
帰
し
て
い
な
い
。
大
形
で
し
か
も
珍
種
の
オ
オ
ル
リ
ボ
シ
ヤ
ン
マ
、
ミ
ル
ン
ヤ
ン
マ
、

ネ
ア
カ
ヨ
シ
ヤ
ン
マ
、
ム
カ
シ
ヤ
ン
マ
が
主
と
し
て
北
区
で
確
認
さ
れ
た
ほ
か
、
日
本
最
小
種
の
ハ
ッ
チ
ョ
ウ
ト
ン
ボ
（
口
絵
5
）

は
北
区
な
ど
数
地
点
か
ら
の
発
見
報
告
が
あ
る
。

エゾゼミ

セ
ミ
は
近
畿
地
方
で
は
一
三
種
が
知
ら
れ
て
お
り
、
神
戸
に
は
九
種

が
す
ん
で
い
る
。
発
生
設
は
年
に
よ
り
多
少
の

は
あ
る
が
、
ど
の
穏

類
も
特
に
減
少
し
た
様
子
は
み
ら
れ
ず
、

か
な
り
安
定
し
て
い
る
。
珍
一

写真 37

組
と
し
て
は
六
甲
山
頭
の
エ
ゾ
ゼ
ミ
だ
け
で
、
他
は
ど
こ
に
で
も
い
る

普
通
種
ば
か
り
で
あ
る
。

た
だ
チ
ッ
チ
ゼ
ミ
は
発
生
時
期
が
秋
に
入
る

た
め
な
じ
み
が
少
な
い
。

エ
ゾ
ゼ
ミ
は
標
高
八

0
0
メ
ー
ト
ル
よ
り
高
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い
所
の
ブ
ナ
・
イ
ヌ
ブ
ナ
や
ス
ギ
・
マ
ツ
の
林
に
す
む
。
鳴
戸
は
美
戸
で
は
な
く
、

ギ
i
ギ
イ
・
ギ
イ
と
き
こ
え
る
。

種
類
の
多
い
昆
虫
の
な
か
で
も
最
も
級
類
数
が
多
く
、
日
本
で
も
約
九
千
種
が
報
告
さ
れ
て
い
る
職
麹
自
は
、
神
戸
で
は
六

中
山
を
中
心
に
一
四
六
人
種
を
産
す
る
。
微
小
磁
の
調
査
が
進
め
ば
生
息
俄
誌
の
段
類
数
が
さ
ら
に
増
加
す
る
と
み
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
な
か
に
神
戸
の
地
名
そ
も
つ
も
の
が
二
種
あ
る
が
、
と
も
に
飛
ぶ
麹
が
退
化
し
た
、
移
動
性
の
少
な
い
種
類
で
あ
る
。

つ
は
マ
ヤ
サ
ン
オ
サ
ム
シ
で
、
和
名
、
学
名
と
も
に
採
築
地
の
摩
郡
山
に
ち
な
む
。
も
う

秘
は
マ
ヤ
サ
ン
コ
ブ
ヤ
ハ
ズ
カ

ミ
キ
リ
で
、

や
は
り
摩
耶
山
か
ら
得
ら
れ
た
標
本
に
も
と
づ
く
。
同
様
と
も
に
近
畿
地
方
を
中
心
と
し
た
局
地
的
な
分
布
を
す

る。
自
然
が
ど
れ
く
ら
い
残
さ
れ
て
い
る
か
の
指
標
昆
虫
と
し
て
重
要
な
、

ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
は
神
戸
に
は
背
か
ら
産
地
は
少
な
い
。

特
に
六
甲
山
の
南
斜
耐
で
は
極
め
て
珍
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。
開
発
で
水
質
の
変
化
し
た
と
こ
ろ
は
絶
滅
し
た
が
、
北
ば
に
点

在
す
る
産
地
で
は
い
ず
れ
も
健
在
で
あ
る
。

し
か
し
発
生
は
は
年
次
変
動
が
非
常
に
大
き
い
。

貴重な生物とその保護

4 

自
然
の
保
護
・
保
全

日
本
の
大
都
市
の
ほ
と
ん
ど
が
平
野
を
後
背
地
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
神
戸
市
は
六
甲
山
と
い

都
市
の
生

態
系

う
山
地
を
背
に
し
て
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
山
地
と
海
岸
の
自
然
は
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て
管
即
一
さ
れ
つ
づ
け

第六節

て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
百
年
ほ
ど
前
ま
で
は
そ
れ
な
り
に
ま
と
ま
り
の
あ
る
生
態
系
を
成
立
さ
せ
て
い
た
む

近
代
都
市
と
し
て
の
神
戸
市
の
出
発
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
と
人
間
の
関
係
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

自然・考古今j蕊党総Ir4う



て
、
そ
の
後
の
市
街
域
の
拡
大
は
、
さ
ら
に
新
し
い
生
態
系
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

生
態
系
と
し
て
見
た
場
合
、
都
市
裂
の
’
H
然
の
大
き
い
特
徴
は
、
食
物
述
鎖
の
各
段
階
で
貯
え
ら
れ
て
い
る
物
質
や
ェ
、
不
ル

ギ
l
置
が
小
さ
く
、

流
れ
の
速
い
肢
が
早
く
な
る
点
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
一
取
は
森
林
や
土
撲
に
貯
え
ら
れ
る
こ

と
が
な
く
な
り
、
す
み
や
か
に
海
へ
と
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
水
辺
や
水
小
に
す
む
生
物
は
生
活
の
場
を
失
い
、
姿

を
消
し
て
い
く
。

都
市
は
ま
た
、
土
壌
を
ア
ル
カ
リ
性
に
か
た
よ
ら
せ
、
気
温
を
上
昇
さ
せ
、
乾
燥
化
さ
せ
る
。
都
市
は
も
と
も
と
人
間
の
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
生
物
を
寄
せ
つ
け
な
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

わ
ず
か
に
造
成
さ
れ
た
公
闘
や
緑
地
情
も
、
あ
く
ま

で
も
人
間
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
よ
り
管
珂
し
や
す
い
形
が
重
視
さ
れ
る
の
で
、
相
樹
の
樹
侃
慨
は
閉
山
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

生
活
し
う
る
動
物
も
隈
定
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
野
鳥
や
昆
虫
の
項
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

環
境
の
保
全

一
方
、
都
市
は
大
量
の
路
棄
物
や
汚
水
を
つ
く
り
川
ず
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
に
依
存
し
て
生
活
す
る
生
物
は

よ
り
よ
く
増
附
加
す
る
。
こ
う
し
て
、
都
市
部
の
生
物
の
姿
は
、

よ
り
原
生
的
な
自
然
環
境
に
あ
る
も
の
と
く

ら
べ
て
、
種
類
数
が
減
少
し
、
年
に
よ
っ
て
は
特
定
の
稀
が
大
発
生
す
る
と
い
う
特
徴
を
示
し
て
く
る
ο

そ
の
な
か
に
は
、
そ

れ
ま
で
生
息
し
て
い
な
か
っ
た
移
住
者
、
外
来
者
も
多
い
。

と
く
に
港
町
と
し
て
発
燥
し
て
き
た
神
戸
市
で
は
、
日
本
へ
入
つ

て
く
る
玄
関
口
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
各
節
で
、
簡
単
で
は
あ
る
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
き

た
神
戸
市
の
も
つ
地
形
の
複
加
押
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
の
あ
る
生
物
相
を
形
づ
く
っ
て
き
て
い
る
。
六
甲
山
の
山
地
に
は
山
地

性
の
、
渓
流
に
は
渓
流
性
の
、
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
を
育
て
て
お
り
、
そ
れ
自
体
、
市
民
の
貴
重
な
財
産
と
も
い
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え
る
。も

と
も
と
原
生
的
な
自
然
環
境
と
都
市
的
な
人
部
生
活
と
は
相
い
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

し
か
し
、

よ
く
考
え
て
み
れ
ば

人
間
も
自
然
の
シ
ス
テ
ム
の
一
員
で
あ
り
、
自
然
の
恵
み
を
う
け
て
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
快
適
な
都
市
の
生
活
空
間
を

積
秘
的
に
創
造
し
て
、
維
持
し
て
行
く
に
は
、
太
陽
と
水
、
空
気
と
土
と
の
ふ
れ
あ
い
、
楠
物
や
動
物
と
の
殺
し
み
は
必
要
な

条
件
で
あ
る
。
人
び
と
が
心
の
や
す
ら
ぎ
を
得
る
た
め
に
は
、
股
史
や
文
化
の
悲
粧
の
上
に
た
つ
身
近
な
自
然
を
、
生
活
環
境

の

っ
と
し
て
考
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

資重な生物とその保謎第六節
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