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図 4-7(4) 漫湖䛻飛来し䛯水鳥䛾採餌場所䠄ᖹ成 22ᖺ度䠅 

࣭‶潮時ࡢఇ場同様ࠊ採餌場所ࡘい࡚ࡳࡼࡶ大橋௨༡ࡢ利用ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ 
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図 4-7(5) 漫湖䛻飛来し䛯水鳥䛾採餌場所䠄ᖹ成 23ᖺ度䠅 

࣭ᖹ成 22ᖺ度同様ࡢ傾向ࠊࡀࡿࢀࡽࡳࡀ作業終了ࡢࡽ日ࡀ浅いいうࡶࡇあ࣐ࡾンࣈ࣮ࣟࢢ中央ࡢ

ఆ採区ࡢ利用ࡣあࡾࡲ見ࠊࡽࡇࡓࡗ࡞ࢀࡽ今ᚋࡢ経過観察ࡀ必要࡛あࠋࡿ 
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㸦㸱㸧底生動物 
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図 4-8 魚類䠄左䠅䛸底生動物䠄右䠅䛻ಀ䜛個体数䛸䠍個体当䛯䜚䛾ᖹ均‵重量䛾環境別比較 

䠄ᖹ成 19ᖺ度䠅 

࣭秋季ࡢ底生生物ࡢ調査結ᯝ࠾い࡚ࠊᖸ潟域比࣐࡚ンࣈ࣮ࣟࢢ密度ࡀ高い調査区࡛ࠊࡣ༢面

積当ࡢࡾࡓ個体数ࡀ少࡞く1ࠊ 個体当ࡢࡾࡓ‵重量㸦≒大ࡁさ㸧ࡀ大ࡁいࠊࡽࡇ陸ࡢ進行

伴い生物ࡢ種類や生息密度ࡀ変ࠊࡋᖸ潟域ࡢ生物ࢆ餌࡚ࡋいࡿ水鳥࡚ࡗ魅力ࡢ薄い底生動

物相࡚ࡗ࡞いྍࡿ能性ࡀ考えࠋࡓࢀࡽ 
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図 4-9 底生動物調査地点 

 

 

図 4-10࡛解析対象ࡋた地Ⅼ 

(D2,D3ࡣ H23ᖺ度ࡳࡢ比較を行ࡗた) 
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図 4-10 餌生物䛾種組成䛾類似性䛾経ᖺ変化 

※非計量多次元尺度構成法ࣟࣉࡿࡼッࠊࢺ類似性ࡀ高いࣟࣉッࢺ間ࡢ距㞳ࡣ短くࡿ࡞ 
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䜎䜚あ䜙わ䜜䛶い䛺

い䚹 

ఆ採区域䛾調査地点間䛻䚸標高

䛾違い䛻䜘䜛差異䛜䜘䜚明瞭䛻

現䜜䜛䜘う䛻䛺䜚䚸ప標高域䛾ఆ
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䛻䛺䛳䛶い䜛こ䛸䛜わ䛛䜛䚹 

䜎䛯䚸高標高域䛾残根区䛿䚸陸

化䛾進䜣䛰林内䛾生物相䛸䛾類

似性䛜高く䛺䜚䚸高標高域䛷䛿䝬

ン䜾ロ䞊䝤䜢ఆ採し䛯䛰け䛷䛿泥

ᖸ潟䛾生物相䛻戻䜙䛺いこ䛸䛜

わ䛛䜛䚹 

ᖹ成 22ᖺ度䛿 1月䛾調査

䛻䛚い䛶䜒䚸9 月䛾調査䛸

同様䛾傾向䛜得䜙䜜䛯䚹 

ᖹ成 23ᖺ度䛿䚸ᖸ潟中央䛾対照区

(D2,3)䛻䛴い䛶䜒調査䜢行い䚸類似

性䜢比較し䛯䚹 

8 月ୖ旬䛾大雨䜢䜒䛯䜙し䛯台風後

䛾調査結果䜢解析し䛶い䜛䛜䚸ఆ採
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䛶䛿䚸8月同様䛻泥ᖸ潟䛾対照区䛸高

い類似性䜢示し䛯䚹 

一方䚸高標高域䛾内䚸抜根区䛿大䛝く

類似性䛜పୗし䛶䛚䜚䚸陸化䛜進䜣䛰

場所䛾生物相䜢泥ᖸ潟䛻近い状態䛻

維持す䜛こ䛸䛾難しさ䛜わ䛛䜛䚹 
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㸦㸲㸧土砂ࡢ堆積マングロ࣮ブ 

㸯㸧土砂堆積環境ࡢ変 

ᖹ成 19ᖺ度調査࡛ࠊࡣUSLE式基࡙く推定土砂流入量ࡢ試算ࢆ行いࠊそࡢ量ࡣᖺ々減少࡚ࡋ

ᖹ成ࠊࡾ࠾ 18ᖺ時Ⅼ࡛ࡣ昭和 48ᖺࡢ水準対࡚ࡋ約  ࠋࡓ得ࢆいう結ᯝࡿい࡚ࡋపୗ࡛ࡲ55%

ᖹ成 20ᖺ度調査࡛ࠊࡣUSLE式反映さ࡚ࢀい࡞い開瘠事業ࡿࡼ影響ࢆ概括ࠊࡵࡓࡿࡍ沖縄

県環境衛生研究所報ࡢ論文ࡽ༢面積あࡢࡾࡓᖺ間流ฟ量ࢆࢱ࣮ࢹࡢ用い࡚推定土砂流入量ࢆ

試算ࠋࡓࡋ 

ᖹ成 20ᖺ度調査࡚把握ࡓࡋ饒波川ୖ流ࡿࡅ࠾土地改良事業ࠊࡣᖹ成元(1989)～８㸦1996㸧

ᖺ実施さࡓࢀ県営畑地帯総合土地改良事業㸦59ha㸧ࠊᖹ成㸰(1990)～㸴(1994)ᖺ実施さࡓࢀ

農村基盤総合整備事業㸦124.0ha㸧࡛ あࠋࡓࡗ当時ࡣ沖縄県赤土等流ฟ防Ṇ条例(H7施行)ࡀ無ࡗ

推定ࡢᖹ成㸳ᖺࢆ差ࡢ瘠生量ࡿࡼ土地改良事業瘠生量ࡢࡽ農地ࡢ条例施行前ࠊࡽࡇࡓ

土砂量ୖ乗ࠊࡿࡍࡏᖹ成㸳ᖺࡢ推定土砂流入量ࡣ 63,366t/ᖺ以ୖࡣあࡢࡶࡓࡗ考えࠋࡿࢀࡽ

ᖹ成ࠊࡓࡲ 12ᖺࡽᖹ成 13ᖺࡢ間農地面積ࡀ 321ha減少࡚ࡋいࡀࢀࡇࠊࡀࡿ全࡚区⏬整理

ᖹ成ࢆ差ࡢ瘠生量ࡿࡼ区⏬整理事業瘠生量ࡢࡽ農地ࡢ条例施行ᚋ࡚ࡋࡔࡢࡶࡿࡼ 13 ᖺ

ᖹ成ࠊࡿࡍࡏ乗ୖ推定土砂量ࡢ 13ᖺࡢ推定土砂流入量ࡣ 28,906t/ᖺ以ୖࡣあࡢࡶࡓࡗ考

えࠋࡿࢀࡽ流域ᕷ⏫ࣜࣄࡢンࡣ࡛ࢢ集水域内ࡢ大規模࡞土地改良事業ࡣ約㸳ᖺ前完了࡚ࡋ

いࠊࡽࡇࡿ赤土等流ฟ防Ṇ条例施行前ࡼࡢう࡞大規模࡞土砂流入ࡣ生ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡌUSLE 式

࡛推定さࡿࢀ水準近い値࡚ࡗ࡞いࡿ期待さࠊࢀ現在ࡣ 21,992t/ᖺ程度推定さࠋࡿࢀ 

 

 

㸦H19ᖺ度報告書ࡾࡼ抜粋㸧 

表 2.3-34 漫湖流域䛾推定土砂流入量䠄t/ᖺ䠅䛾変遷 

㡯 目 昭和 48ᖺ 昭和 59ᖺ ᖹ成 5ᖺ ᖹ成 12ᖺ ᖹ成 13ᖺ ᖹ成 18ᖺ 

農地面積㸦ha㸧 1,492 1,350 1,289 1,208 887 822 

推定土砂流入量 39,918 36,119 34,491 32,321 23,738 21,992 

※昭和 48ᖺ～ᖹ成 12ᖺࠕࡣᖹ成 15ᖺ度漫湖地区自然再生推進計⏬調査事業ࠖᖹ成 16ᖺ 3月㸦沖縄県文環境

部自然保護課㸧ࡢ土地利用ࡢ変遷ࡽ引用ࠋࡓࡋᖹ成 13ᖺࠊᖹ成 18ᖺࡣ土地利用現況ᅗุࡽㄞࠊࡋ面積ࢆ

算ฟࠋࡓࡋ 

※各ᖺ度ࡢ農地面積ࡣᖹ成 18ᖺ度ࡢ農地面積 822haࡼࡿ࡞うࠊ一ᚊ同ࡌ補ṇಀ数ࢆ乗ࠋࡓࡌ 

 

表 2.3-37 䛸䜘䜏大橋以南䛻䛚け䜛䝬ン䜾ロ䞊䝤林䛾ศ布面積䛾変遷䠄抜粋䠅 

㡯 目 昭和 57ᖺ ᖹ成元ᖺ ᖹ成 4ᖺ ᖹ成 9ᖺ ᖹ成 15ᖺ ᖹ成 20ᖺ 

 面積(ha) 0.47 0.72 1.38 6.18 8.31 8.69ࡢࣈ࣮ࣟࢢン࣐

 

㸦沖縄県環境衛生研究所報ࡾࡼ抜粋) 

表 ༢面積あࡢࡾࡓᖺ間流ฟ量 

地目࣭事業 
༢面積あࡾࡓᖺ間流ฟ量㸦t/ha/ᖺ㸧※ 

条例施行前 条例施行ᚋ㸦1996-97㸧 

農地㸦耕地㸧 2.21 3.9 

土地改良 160  . 96 . 

区⏬整理 320  . 20 . 

※条例施行前ࡘい࡚ࠕࡣ沖縄県ࡿࡅ࠾ᖺ間土砂流ฟ量ࡘい࡚ࠖ(比嘉࣭大見謝࣭花城࣭‶本,第 29 号,1995㸧ࠊ

条例施行ᚋࡘい࡚ࠕࡣ沖縄県ࡿࡅ࠾ᖺ間土砂流ฟ量㸦第㸰報㸧ࠖ㸦仲宗根࣭比嘉࣭‶本࣭大見謝,第 32号,1998㸧 
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図 4-11 䛸䜘䜏大橋以南䛻䛚け䜛䝬ン䜾ロ䞊䝤䛾拡大状況 

 

 

図 4-12 饒Ἴ川ୖ流䛻䛚け䜛土地改良事業䜢考慮し䛯土砂流入量䛾推定値 

 

 

࣭USLE 式事業ࡢ影響ࢆ付加ࡓࡋ推定土砂流入量ࡳࡼ大橋௨༡࣐ࡿࡅ࠾ンࡢࣈ࣮ࣟࢢ拡大状況

㸦ᅗ 4-11㸧ࢆ重ࡡ合わ࣐ࠊࡿࡏンࡀࣈ࣮ࣟࢢ急激ศᕸࢆ広ࡆ始ࡓࡵ時期ࠊ一時的࡞土砂流入

ࡢ大橋ࡳࡼࡀ饒波川河口ᕥ岸側ࡣ1990ᖺࠊࡓࡲࠋ㸦ᅗ 4-12㸧ࡿわࡀࡇࡿ࡞重ࡀ時期ࡢ増大ࡢ

ᕤ事用仮設遈路ࡾࡼ一部締ࡵษ࡚ࢀࡽいࡀࡇࡓわ࣐ࠊࡾ࠾࡚ࡗンࡢࣈ࣮ࣟࢢ急激࡞ศᕸ拡大ࡢ

初期ࠊࡣ土砂ࡀ堆積ࡋやࡍくࡿ࡞複数ࡢ要因ࡀ存ᅾ࡚ࡋいࡓいえࠋࡿ 

 

赤土等流ฟ防Ṇ 

条例施行前 施行ᚋ 
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㸰㸧土砂堆積速度 

漫湖ࡿࡅ࠾土砂堆積速度ࢆ把握ࠊࡵࡓࡿࡍᖹ成 19ᖺ度࣮ࣜ࣎ンࢢ調査ࡽ࡞びࢢ࣮ࣜ࣎コ

ࡢ

210
Pb法ࡿࡼᖺ௦ 定ࢆ実施ࠋࡓࡋ 

 

図 4-13 ボ䞊䝸ン䜾地点置並び䛻土砂堆積予測䛾䛯䜑䛾面積ศ割図 

※ᅗ中凡例ࡿࡅ࠾今回ࠕࡣᖹ成 19ᖺ度国指定漫湖鳥獣保護区ࡿࡅ࠾保全事業検討調査㸦ࠖ環境省㸧ࠊࢆ

前回ࠕࡣᖹ成 16ᖺ度漫湖地区自然再生事業推進計⏬調査 㸦ࠖ沖縄県㸧ࡢ調査ࢆ指ࠋࡍ 

 

表 4-3 ᖺ間土砂堆積量 

㡯 目 地Ⅼ 堆積速度㸦cm/y㸧 面積㸦㎡㸧 各土砂堆積量㸦t/ᖺ間㸧 

ᖹ成19ᖺ度ࡢ

調ࢢン࣮ࣜ࣎

査 

B-1 1.0 18,686 486 

B-2 1.3 14,413 487 

B-3 1.4 22,750 828 

B-4 1.2 31,225 974 

B-5 1.3 27,750 938 

ᖹ成16ᖺ度ࡢ

調ࢢン࣮ࣜ࣎

査 

D-1 1.3 12,021 406 

D-2 1.3 15,556 526 

D-3 2.0 61,417 3,194 

D-4 1.2 33,315 1,039 

D-5 1.6 30,249 1,258 

水路 

S-1 1.4 62,677 2,281 

S-2 1.2 66,699 2,081 

S-3 1.3 43,210 1,461 

ᖺ間土砂堆積量㸦計㸧 15,960 

※土砂ࡢ比重ࡣ  ࠋࡓࡋ2.6

※堆積速度ࡢ得࣮ࣜ࣎ࡓࡗ࡞ࢀࡽンࢢ地Ⅼࡘい࡚ࡣ隣接区⏬ࠊ࡚ࡋB-2 ࡣ D-2ࠊB-4 ࡣ D-4 堆ࡌ同

積速度࡛あࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡿ水路ࡘい࡚ࡣ近似地Ⅼࠊ࡚ࡋS-1 ࡣ B-3ࠊS-2 ࡣ B-4ࠊS-3 ࡣ B-2 ࡌ同

堆積速度࡛あࠋࡓࡋࡿ 

 

࣭各࣮ࣜ࣎ンࢢ地Ⅼ対応ࡿࡍ区⏬毎ࡢᖺ間土砂堆積量そࡢࡽࢀ合計ࢆ表 4-3示ࡾࡼࢀࡇࠋࡍ

漫湖ࡢᖺ間土砂堆積量15,960ࠊࡣ㸦t/ᖺ㸧推 さࠋࡓࢀ 

࣭最ࡶ堆積速度ࡀ速࣐ࡣࡢࡓࡗンࣈ࣮ࣟࢢ林内ࡢ D-3地Ⅼ࡛あ࣐ࠊࡾンࡢࣈ࣮ࣟࢢ存ᅾࡀ土砂堆積

 ࠋࡓࢀ示唆さࡀࡇࡿࡍ進ಁࢆ陸地ࡢᖸ潟
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㸱㸧拡大予測 

 

図 4-14 䝬ン䜾ロ䞊䝤林䛾変化予測䠄䝧䝹䝖䝖䝷ンセ䜽䝖 3：爬龍橋ୖ流左岸䠅 

 

図 4-15 断面置図䠄䝧䝹䝖䝖䝷ンセ䜽䝖 3：爬龍橋ୖ流左岸䠅 

࣭ᖹ成 19 ᖺ度実施࣐ࡓࡋンࡢࣈ࣮ࣟࢢ拡大予 ࠾い࡚ࠊࡣ鉛同体法ࡿࡼ漫湖全体࡛ࡢ地盤

高ୖࡢ昇速度ࠊ気象庁ࡢ潮観 結ᯝࡽ得ࡓࢀࡽᖹ均海面ୖࡢ昇速度ࢆ比較ࠊࡋ前者ࡀ༟越ࡍ

ࡿࢀ予 さࡿ࡞域ࣈ࣮ࣟࢢン࣐ࠊࡣ場所௨外ࡿい࡚ࢀ管理さࡀ地盤高ࡾࡼ 浚ࠊࡽࡇࡿ

 ࠋࡓࡗわࡀࡇࡿ必要࡛あࡀ対応ࡢ拡大ࡢࣈ࣮ࣟࢢン࣐土砂堆積ࠊࡽࡇ
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図 4-16 䝬ン䜾ロ䞊䝤䛾回復状況䛾調査地点 
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 ࠔ調査ࣛイン࣭調査地Ⅼࠓ
A：餌場環境改善試験区 
B：同ୖ 対照区 
C：H20ᖺ度ఆ採区 
D：流路沿い試験区 
E：沖縄県ఆ採試験区 
F：シマシࣛ࢟群落隣接区 
G：オオハマボウ群落隣接区 
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 ࠙ᖹ成 22ᖺ 9月ࠚ ࠙ᖹ成 23ᖺ 9月ࠚ 

 

࣭昨ᖺ度時Ⅼ࡛定着ࡓࡋ実生ࠊࡣ活着࣭生長ࡀ進࡛ࢇいࡿ傾向ࡀ見ࠋࡓࢀࡽ 
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࠙樹冠投影図： 

H22ᖺ 9月 

H23ᖺ 9月ࡢ 

樹冠ࡢ変ࠚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࣭県ࡢఆ採試㦂区࡛ࠊࡣ実生ࡢ活着࣭生長ࡀ進ࣝࣈ࣮ࢸࠊࡳ状࣓ࡢࢠࣝࣄ形成ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ 
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࠙樹冠投影図：H22夏季 H23夏季ࡢ樹冠ࡢ変ࠚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ࠙ᖹ成 22ᖺ 9月ࠚ ࠙ᖹ成 23ᖺ 9月ࠚ 

࠙実生位置図：H22夏季 H23夏季ࡢ実生ࡢ侵入࣭生長状況ࡢ変ࠚ 

大型ࡣ本ᖺ度ࠊࡋ定着ࡀ実生昨ᖺ度一斉ࠊࡣ林床ࡢ亜高木林ࢠࣝࣄ࣓ࡢ林域中央付近ࣈ࣮ࣟࢢン࣐࣭

ྎ風ࡀ襲来ࠊࡢࡢࡶࡓࡋ林床ࢠࣝࣄ࣓ࡢ実生ࡀࢇࡢ残存ࠊࡋ枯死ࡓࡋ個体ࡶそࡢ個体ࡣ残存ࡋ

࡚いࡿ等ྎࠊ風伴う増水ࡾࡼ流亡ࠊࡽࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࡞ࡣࡇࡿࡍ一度࣐ンࡀࣈ࣮ࣟࢢ密生

 ࠋࡿわࡀࡇࡿ稀࡛あࡣࡇࡿࡍ減少ࡀศᕸ域ࡢそࡶ࡚ࡗࡼ洪水ࠊࡿࡍ
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࠙ᖹ成 22ᖺ 9月ࠚ 

 

࠙ᖹ成 23ᖺ 9月ࠚ 

凡例 

 

࣭流路沿い࡛ࠊࡣ昨ᖺ度

時Ⅼ࡛定着ࡓࡋ実生

流ࡀࢇࡢそࠊࡣ

亡࣭枯死ࠋࡓࡋ 

࣭水ࡢ流ࢆࢀコン࣮ࣟࢺ

ࢠࣝࣄࠊ࡛ࡇࡿࡍࣝ

類ࡢ実生ࡢ活着࣭生長

創ฟ࡛ࢆくい環境ࡋ

再確認さࡀ能性ྍࡿࡁ

 ࠋࡓࢀ
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࠙樹冠投影図：H22夏季 H23夏季ࡢ樹冠ࡢ変ࠚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ࠙ᖹ成 22ᖺ 9月ࠚ ࠙ᖹ成 23ᖺ 9月ࠚ 

࠙実生調査区：H22夏季 H23夏季ࡢ樹冠ࡢ変ࠚ 

 

 

࣭ᖹ成 23ᖺ 8月襲来ࡋた大型ྎ風ࡢ風ࡢ影響ࠊࡾࡼメヒࣝࢠ高木ࡢ半数ࡀ主幹折ࡾࡼࢀ樹冠

 ࠋたࡗ࡞く࡞ࡀ



 33 

㸦㸳㸧土砂堆積やマングロ࣮ブࡢ定着を抑制ࡼࡿࡍう࡞水ࡢ流ࢀ 

饒波川面࣐࡚ࡋンࢆࣈ࣮ࣟࢢ残ࡓࡋ場所ࡢఆ採形状ࠊࡣ௨ୗࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࡢョン࡛得ࡓࢀࡽ知

見基࡙い࡚設定ࠋࡓࡋ 

(m) 

図 4-17 底質移動䛸流䜜䜢連動させ䛶䛛䜙 108千秒䠄30時間䠅後䛾河床地形 

 

図 4-18 底質移動䛸流䜜䜢連動させ䛶䛛䜙 108千秒䠄30時間䠅後䛾流向䝧䜽䝖䝹䛸河床地形䛾重合図 

 ࠋࡓࢀࡽ得ࡀࡋ見通ࡿࡁ抑ไ࡛ࢆ土砂堆積ࡢ大橋側ࡳࡼࠊ࡛ࡇࡍ通ࢆ水路内ࣈ࣮ࣟࢢン࣐࣭
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㸦㸴㸧マング࣮ス 

ᖹ成ࠊࡣい࡚ࡘࢫ࣮ࢢン࣐ 19ᖺ度捕獲ࡓࡋ個体ࡢ消管内ࡽ水鳥ࢆ含ࡴ鳥類ࡢ羽ࡀ見ࡘ

ࡓࡘ保ప密度ࢆࢫ࣮ࢢン࣐い࡚࠾ᖸ潟域ࠊ࡛ࡇそࠋࡓࢀ示唆さࡀࡇࡿい࡚ࡋ捕食ࢆ水鳥ࠊࡾ

ᖹ成ࠊࡵ 21～23ᖺ度࣐ンࡢࢫ࣮ࢢ捕獲調査ࢆ実施ࠋࡓࡋ 

そࡢ結ᯝࠊᖸ潟域ฟ現࣐ࡿࡍンࡢࢫ࣮ࢢ個体数ࡶ減少ࠊࡋ一時ࡣ漫湖࡛࡞ࢀࡽࡳく࡚ࡗ࡞いࡓ

ࡿࡍ⥆⥅ࡶ今ᚋࠋࡿࢀࡽ考えࡓࡗあࡀ効ᯝࡢ一定ࠊࡽࡇࡓࡗ࡞うࡼࡿࢀ再び観察さࡀンࣂ

ࡢ罠ࠊࡽࡀ࡞ࡋ留意ࡶ足跡等ࡢ罠周辺࡛ࠊศᕸ状況やࡢンサࢻ࣮ࣝࣇࡢ࡞足跡ࠊࡾࡓあ

設置地Ⅼࢆ適宜変更࡚ࡋいく対応ࡀ必要࡛あࡿ考えࠋࡿࢀࡽ 

表 4-4 ᖹ成 19～23ᖺ度䛸䛾自動撮影調査結果䛾比較䠄䝬ン䜾䞊ス䛾確認回数䛾䜏䠅 

月

ᖺ度 
9月 10月 11月 12月 1月 2月 計 

H19 － － － 18 24 4 46 

H20 13 － 14 － 18 － 45 

H21 10 － 10 － 3 － 23 

H22 8 － 8 － 2 － 18 

H23 0 － － － 11 － 11 

 ࠋࡍ示ࢆࡇࡓࡗ࡞ࢀ行わࡀ調査ࡣ－ ※

  

図 4-19 自動撮影調査地点䠄左：ᖹ成 23ᖺ 9月䜎䛷䚸右：ᖹ成 24ᖺ 1月䠅 

࣭9月ࡢ調査結ᯝ࡛ࠊࡣ撮影回数ࡣᖺࢆ経ࡿ毎減少࡚ࡋいࢀࡇࠋࡓ対1ࠊ࡚ࡋ月࡛ࡣᖹ成 23ᖺ度

増え࡚いࡿ㸦表 4-4㸧ࠊࡣࢀࡇࠋ今ᖺ度࣐ࡢンࡢࣈ࣮ࣟࢢఆ採࣐ࠊࡾࡼンࡢࢫ࣮ࢢ移動経路ࡀᅗ 4-19

㸦右㸧ࡢ st.12ࡽ St.15ࣛࡢン対ࠊ࡚ࡋᖹ行移動ࡼࡿࡍうࠊࡵࡓࡓࡗ࡞同一個体ࡀ複数回

撮影さྍࡿࢀ能性ࡀ高ࡿࡼࡇࡓࡗࡲ影響ࡶあࡿ考えࠋࡿࢀࡽ 
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表 4-5 ᖹ成 19～ 23ᖺ度䛾捕獲調査結果 

H22, 23 

ワࢼ地Ⅼ 

H19,21 

ワࢼ地Ⅼ 
H19 H21 H22 H23 計 

St.1 St.1 2 0 0 1 3 

St.2 St.24 2 0 1 0 3 

St.3 St.2 5 0 0 0 5 

St.4 St.3 1 0 0 0 1 

St.5 St.4 1 1 1 0 3 

St.6 St.20 4 0 0 0 4 

St.7 St.6 0 1 0 0 1 

St.8 St.7 0 1 3 0 4 

St.9 St.8 4 0 0 0 4 

St.10 St.9 1 2 0 0 3 

St.11 St.15 1 0 1 0 2 

St.12 St.11 3 0 0 0 3 

St.13 St.12 2 1 0 0 3 

St.14 St.14 3 0 0 0 3 

St.15 － － － 0 0 0 

St.16 － － － 0 0 0 

St.17 － － － 0 0 0 

St.18 － － － 2 0 2 

St.19 － － － 0 0 0 

St.20 － － － 3 1 4 

合計  29 6 11 2  

 ࠋࡍ示ࢆࡇい࡞い࡚ࡋ設置ࢆࢼワࡣ－ 1※

※2 H19,21ࡢ St.15～24ࡣ H22含࡚ࢀࡲい࡞いࠊࡽࡇ表ࡽ除い࡚いࠋࡿ 

※3 H19ࡣ全 24地Ⅼ࡛調査ࢆ行ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡓࡗそࡢᚋ⥅⥆調査ࡢ対象ࡓࡗ࡞地Ⅼࢆࡳࡢ示࡚ࡋいࠋࡿ

そࠊࡵࡓࡢH19ࡢ捕獲数ࡢ表中ࡢ合計ࡣ H19ᖺ度実際捕獲ࡓࡋ 32個体ࡶࡾࡼ少࡞い 29個体

 ࠋࡿい࡚ࡗ࡞

 

図 4-20 捕獲調査地点䠄左：ᖹ成 19ᖺ度䚸右：ᖹ成 23ᖺ度䠅 

 

饒波川側㸧࡛側࣮ࢱンࢭ両端㸦漫湖水鳥࣭‵地ࡢン罠設置ࣛࠊࡣ捕獲調査࡛ࠊࡓࡲ࣭ 1個体ࡘࡎ

捕獲さࠊࡀࡓࢀ罠周辺࡛足跡ࡳࡢ確認さ࡚ࢀいࡿ未捕獲個体ࡀいࠊࡽࡇࡿ今ᚋࣛࢺࡣッࣕࢩࣉ

 ࠋࡿあࡀ必要ࡿࡍ実施ࢆ調査ࠊ࡚ࡋ留意ࡶ存ᅾࡢ個体ࡢ
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5.保全事業࠾けࡿ成果課題ࡢ概要 

㸦㸯㸧得ࢀࡽた知見 

5 ࡛ࡾ࠾ࡢ௨ୗࡣ知見ࡢ保全ୖࡢ水鳥ࠊࡓࢀい࡚把握さ࠾鳥獣保護区保全事業ࡿࡓわᖺ࢝

あࠋࡿ 

࠙鳥類ࠚ 

 漫湖࠾い࡚ࡣ標高 20～30cm ࣟࢢン࣐ࠊࡣい場所࡞い࡚ࡋ進行ࢀそࡀ陸ࡿࡍ置

 ࠋࡓࡗわࡀࡇࡿ࡞うࡼࡿࡁ利用࡛࡚ࡋ採餌環境ࡀ水鳥ࠊ࡛ࡇࡿࡍఆ採ࢆࣈ࣮

 標高 30cm ఆ採試㦂区ࡢ前࣮ࢱンࢭ水鳥‵地ࠊࡶ࡚ࡗ場所࡛あࡿい࡚ࡋ進行ࡀ超え࡚陸ࢆ

や饒波川ᕥ岸ࡢఆ採箇所ࡼࡢう࣐ࠊンࢆࣈ࣮ࣟࢢఆ採࡛ࡇࡿࡍ‶潮時ࡢఇ場࡚ࡋ機能

 ࠋࡓࡗわࡀࡇࡿࡍࡿࡍ

 ࠊࡋࡔࡓ今ᖺ度創ฟࠊࡓࡋ小型ࣜࢻࢳ࣭ࢠࢩࡢ類ࡀ利用࡛ࡿࡁ‶潮時ࡢఇ場ࡘい࡚ࠊࡣ今

ᚋࣜࢱࢽࣔࡢンࢢ調査࡚ࡗࡼ検証ࠊࡋ追加対策ࡢ必要性ࡘい࡚ࡶ検討ࡿࡍ必要ࡀあࠋࡿ 

࠙底生動物ࠚ 

 ᖸ潟ࡢ陸ࡾࡼ餌ࡿ࡞底生動物相ࡀ変ࠊࡀࡿࡍ漫湖࠾い࡚ࡣ標高 20～30cm 置

ࡿࡼ陸ࠊ࡛ࡇࡿࡍఆ採ࢆࣈ࣮ࣟࢢン࣐ࠊࡣい場所࡛࡞い࡚ࡋ進行ࢀそࡀ陸ࡿࡍ

影響ࢆ抑ไ3ࠊࡋ ᖺ程度࡛泥ᖸ潟ࡢ生物相ࢆ回復࡛ࡀࡇࡿࡁわࡢࡇࠋࡓࡗ場合ࠊ根ྲྀࢆ

ఆ採ࠊࡓࡲࠋࡓࡗわࡶࡇい࡞ࡽ࡞ࡣ遊い࡞ࡁ大ࡣ最終的ࡶ࡚ࡋ残ࢆ根ࠊࡶ除い࡚ࡾ

ᚋ 5ᖺ程度管理ࢆ行わࡎ放置ࠊࡿࡍ再び࣐ンࣈ࣮ࣟࢢ林内ࡢ生物相変ࡇࡿࡵࡌࡣࡋ

方法ࡢ維持࣭管理ࡢ採餌環境ࠊࡋ⥆⥅ࢆࢢンࣜࢱࢽࣔࡢ底生動物ࠊ今ᚋࠋࡓࢀ確認さࡶ

 ࠋࡿあࡀ必要ࡿࡵ高ࢆ精度ࠊࡋい࡚検証ࡘ

 標高 30cm 掘ࡣいࡿ除根あࠊࡋఆ採ࢆࣈ࣮ࣟࢢン࣐ࠊࡣ場所࡛ࡿい࡚ࡋ進行ࡀ超え࡚陸ࢆ

生ࡢ泥ᖸ潟ࠊࡀࡓࡗあࡣ一時的࡛ࠊ࡛ࡇࡿࡍ創ฟࢆい微พ地ࡍやࡾࡲࡓࡀ水ࡾࡼࡳ込ࡾ

物相近࡙ࡀࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅわࠋࡓࡗ 

 ࠚࣈ࣮ࣟࢢン࣐࠙

 漫湖࠾い࡚ࠊࡣ土砂堆積ࡿࡼ地盤高ୖࡢ昇㸦㸻陸㸧ࠊࡀ海水面ୖࡢ昇速度勝ࡇࡿ

 ࠋࡓࡗわࡀࡇࡿ必要࡛あࡀ対応ࡢ拡大ࡢࣈ࣮ࣟࢢン࣐土砂堆積ࠊࡽ

 密生࣐ࡓࡋンࣈ࣮ࣟࢢ域や流ࢀ面࡚ࡋい࡞い林縁部࠾い࡚ྎࠊࡣ風伴う増水時個体ࡀ

消失ࠊࡀࡓࡗ࡞ࡣࡇࡿࡍ流ࢀ面ࡓࡋ林縁部࡛ࡣ個体ࡀ消失ࡀࡇࡿࡍ確認さࠋࡓࢀ増

水ࡢ瘠生頻度ࡶ依存ࠊࡀࡿࡍ水ࡢ流ࢆࢀコン࣐ࠊ࡛ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺンࡢࣈ࣮ࣟࢢ拡大ࢆ

抑ไࡿࡍ効ᯝࡀ得ࡀࡇࡿࢀࡽわࠊࡾそࡵࡓࡢ適࣐ࡓࡋンࡢࣈ࣮ࣟࢢศᕸ形状ࡘい࡚

 ࠋࡓࢀࡽ得ࡀ知見ࡶ

ࡀ検証ࡿࡼࢢンࣜࢱࢽࣔࡢ変ࡢศᕸࡢࣈ࣮ࣟࢢン࣐ࠊࡣい࡚ࡘ効ᯝࡢ実際ࠊࡋࡔࡓ 

必要࡛あࠊࡾ併࡚ࡏ漫湖࡛調査さ࡚ࢀい࣐ࡿンࡢࣈ࣮ࣟࢢ生育状況ࢆࢱ࣮ࢹࡢ࡞用い࡚ࠊ

保全事業ࡢ効ᯝࢆ評価ࠋࡿࡍ 

 ࠚࢫ࣮ࢢン࣐࠙

 ࣐ンࡘࢫ࣮ࢢい࡚ࡣᖺ 1回ࡢ捕獲࡛ࠊࡶᖸ潟域ฟ現ࡿࡍ個体数ࢆపく保ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡘ

対応㡰応的ࠊࡽࡀ࡞ࡳࢆฟ現状況ࡢ毎ᖺࡣい࡚ࡘ方法ࡢ捕獲ࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗわࡀࡇ

 ࠋࡿあࡀ必要ࡿࡍ

 

㸦㸰㸧漫湖࠾けࡿ保全ࡢたࡢࡵ取組ࡳ 

水鳥ࡢ生息環境ࡀ漫湖飛来ࡿࡍ水鳥ࡢ飛来数減少ࡢ主࡞要因࡛あࡇࡿ捉えࠊ主採餌環境

 ࠋࡓࡋ実施ࢆ対策ࡢい࡚௨ୗࡘ箇所ࡓࡋ緑࡛表グ࡚ᅗ 5-1ࠊࡵࡓࡿᅗࢆ維持ࡢ

 泥ᖸ潟ࡢ採餌環境ࡀ残࡚ࡗい࣐ࡿンࣈ࣮ࣟࢢ域࣐ࡿࡅ࠾ンࡢࣈ࣮ࣟࢢఆ採 

 ࣐ンࣈ࣮ࣟࢢᚋ背ࡢ土砂ࡀ堆積ࡋやࡍい環境ࢆ縮小࣐ࡢࡵࡓࡿࡍンࣈ࣮ࣟࢢ域ࡢ整形ఆ採 

 ࣐ンࣈ࣮ࣟࢢఆ採ᚋࡢ稚樹等㸦実生࣭萌芽ᯞࢆ含ࡴ㸧ࡢ除去 

 ࠋࡿい࡚ࡋ予定ࢆࡇいく࡚ࡋ⥆⥅今ᚋࠊࡋ実施ࢆప密度管理ࡢࢫ࣮ࢢン࣐ࠊ࡚ࡏ合わࢀࡇ

ࡿࢀࡽ考えࡓࡋపୗࡣ堆積速度ࠊࡣい࡚ࡘ進行ࡢ土砂堆積࡞急速ࡓࡋ赤࡛示࡚同ᅗࠊ࠾࡞

ࡿࡅ࠾鳥獣保護区ୖ流域ࠊࡣ࡚ࡋ方法ࡿࡍ対処ࢀࡇࠋࡿい࡚ࡋ⥆⥅ࡣ土砂流入自体ࠊࡢࡢࡶ

土砂対策ࡀ挙ࠋࡿࢀࡽࡆ 
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図 5-1 想定す䜛水鳥飛来数減少䛾構図䛾う䛱保全事業䛻䛚い䛶対策䜢実施し䛯要因 
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