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金華 山 の シ カ ・ 緊急調査報告

宮城県 の委託 に よ り 昨年(2014 年） ま で継続 し て 、 毎年3 月 に 実施 さ れて き た 金華 山

の シカ の 個 体数 に 関す る 調査 （セ ン サ ス ） が 、 今年3 月 は諸般の事情 で実施 さ れ な い こ

と を3 月 初 め に 知 っ た 。 ま た 、 こ の 冬 は シ カ が例年 に 比べ て 多 く 死 ん でい る と い う 情

報 を 金華 山 でサル を調査 中 の研 究者 か ら 得た 。 シ カ が 大 量 に 死ぬ年は 、3 月 下旬 か ら4

月 に か け て も 死 ぬ個体 が い る こ と は 、 こ れ ま で の経験 か ら わ か っ て い た。 も し 死ん だ

直後 の シ カ の 筋 肉 を採 取 で き れば 、 シカ の放射能汚染 に つ い て も 調べ る こ と が で き る

だ ろ う 。

宮城 の サル調査会 は金華 山 の サルの総個 体数に 関す る 調査 （ 一斉調査） を 毎年秋11 月

下旬 と 冬3 月 下旬 に ベテ ラ ン の サル調査員 の 協力 を得て継続 し て 実施 し て お り 、 昨年

度 の 冬期 一斉調 森 も い つ も 通 り 今年3 月 下旬 に行 う 準備 を進 め て い た 。 ま た 、 こ の 一

斉調査 に 引 続い て 帝京科学大学 の 学生実習 が 予定 さ れて い た し 、 そ の後 も サル調査員

や シ カ 調査員 が そ れぞれの テ ー マ で研究 を行 う 予定の あ る こ と も わ か っ て い た。

そ こ で急逃 、 サルの 一斉調査や帝京科学大学 の 実習 に 参加す る すべ て の 方 々 や 、 各

自 の研究 で 島 に入 る 方 々 に 協力 を 依頼 し 、 それぞれの 目 的遂行 と 同 時進行 で 、 シカ の

個 体数 に 関す る 調査 、 シカ の 死 亡 個体数の調査 、 シカ の放射性物質濃度 を 調べ る た め

の 筋 肉 採取 の 三 つ を 実施す る こ と に し た 。 そ して 、 それ ら いずれ も 無事 にや り 遂 げ る

こ と が で き た 。

以 下 は三つ の 調査 に 関す る 結果報告 で あ り 、 三 つ の 調査 を 主導 し た私の 責任 で ま と

め た も の で あ る 。

と り ま と め を 行 う に あ た っ て は 、 金華 山 の シカ の個体数調査に 関 し て 高槻成紀氏 （麻

布 大 学い の ち の博物館設立 準備室） か ら 貴重 な ア ドバイ ス を 頂い た。 死亡 し た シカ の個

体数調査 で は死 亡原因 に つ い て樋 口 尚 子氏(NPO 法人生物 多様性研究所 あーす わーむ ）

か ら コ メ ン ト を 頂 い た 。 放射性物質濃度 の 測 定に 関 し て は今 野文治氏 （新ふ く し ま 農業

協 同 組合 ） に便宜 を 計 っ て い ただ き 、 さ ら に コ メ ン ト ま で頂 い た 。 報告書作成 に あ た っ

て は瀬戸秀穂氏 （東北野生動物保護管理セ ン タ ー ） の協力 を得た。

以上三 つ の 調査 に現地 で惜 し ま ぬ協力 を頂い た 方 々 と 上記4 名 の 方 々 に は 、 こ の 場

を お借 り し て 心 か ら の 謝意 を表す次 第で あ る 。

な お 、 調査結果 に 出 て く る 地名 に つ い て の参考 に 資料1 と し て 「金華 山 の 地形概略

図 」 を 、 調査協力 者 に 関 し て は 資料2 と し て 「調査協力者一 覧」 を巻末に載せた。

伊 沢紘 生
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シ カ の個体数調査

1. は じ め に

金華 山 に 生息す る シ カ の 個体数調査は 、 宮城県 の業務委託 を受 け て 、3. 11 東 日 本大震災

が発生 し た2011 年 を 除いて 毎年3 月 、 高槻成紀氏 （麻布大学い の ち の博物館設立準備室）

が 主導 し て継続的 に 実施 さ れて き た。 し か し 、 諸般の事情 に よ り 今年(2015 年） は実施 さ れ

な い と い う 情報 を3 月 初 め に筆者 は入手 し た。

と こ ろ で こ の よ う な 地道 な調査は 、 継続 さ れる こ と に意義が あ り 、 今年の調査が空 白 に

な ら な い よ う 、 筆者 は毎年3 月 下旬 に 実施 し て い る 島 の サルの総個体数調査 （冬期一斉調

査） の期間 、 お よ び引 き 続い て 実施 さ れ る 予定の帝京科学大学生命環境学部ア ニ マルサイ エ

ン ス 学科2 年生 を 対象 と し た金華 山 実習 の期 間 を で き る 限 り 有効 に活用 し て 、 シカ の個体

数調査 を組み立て る こ と に した。

2. 調査方法

調査方法は継続性に鑑み 、 こ れま で行われて き た の と 同 じ 「 高槻方式」 に則 っ た。 高槻

方式 と は 区画法で 、 金華 山 を22 区画 に分 け （図l) 、 そ の う ち の10 区画について頭数を カ

ウ ン ト す る 。 そ し て カ ウ ン ト 結果は 、 シカ が 高密度 に生息す る 神社境内 と 鹿 山 （ 図1 の

No. 18 と20) に 関 し て はカ ウ ン ト し た頭数 を そ の ま ま 残 り の全域につい て は シカ が 同 じ密

度で生息す る と 仮定 し 、 カ ウ ン ト した8 区画か ら シカ の 生息密度 を計算す る 。 そ し て そ の

密度か ら 調査 し な かっ た12 区画の頭数 を推定 し 、 それに よ っ て 島全体の個体数を割 り 出す

と い う 方法であ る 。 なお図l に示 し た 区画 について は、 必ず調査す る 区画(No. 2、9、11 、

15、18、19、20) と 、 相接す る2 区画の う ち ど ち ら かを選ん で調査す る 区画(No. 5 とNo.6 、

お よ びNo. lla とNo. 11 b) 、 北斜面か南斜面 を調査す る 区画(No. 17) と が あ り 、 今回 の調査

も それに準 じ た。

3. 調査 日 、 調査地域 、 調査員 につ い て

調査 日 、 調査地域 （ 区画ナ ンバー ） 、 調査員 を表l に ま と め た。 区画 ご と に調査 を主導 し

て も ら っ た調査員 に つ い て は、 金華 山 でのサルの調査経験が豊富 で あ る こ と 、 お よ び島 に

生息する6 群の う ち いずれか一つ の群れに焦 点 を絞 っ た調査 を継続中 な の で 、 担 当 し た 区

画はそ の調査員 が追 っ て い る 群れの 主要遊動域に含 ま れて い る こ と を前提 と し た。 地形的

に は細 かい起伏が ど の 区画に も あ り 、 区画内 の地形 を 隅 々 ま で熟知 し て い な ければ、 死角

が ど う し て も 生 じ て し ま う わ け で、 それ を極力避 け る た め で あ る 。
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区 画 ナ ンバ ー 弱 査 する 区 画I) 而 籾 （ha)
I 43.29
2

゜
37.,16

3 50.78
4 43.29
5 1 115. 71
6 了 66.60
7 49.95
8a 40 20
8b 28.90，

゜
48.28

10

゜
29.80

Ila I 20.00
11 b 了 26.80
12 37.46
13 39. 13
l4 5 1.61
15

゜
49.12

16 33.30

17 § ~t 20.00
南4 1.60

18 I

゜
29.10

19

゜
37.50

20

゜
19. 10

図l ． 金華山 の 区画分け と 区画ご と の面積

註 ! ) 0印 は必ず調査す る 区画O 印 は ど ち ら か を 選ん で糊査す る 区画
↓

表l ． 調査 日 と 調査地域 と 調査員

調査 日1 調査員 ）

3.23

調査地域

（ 区画ナ ンバ ー ）

島 の南部の3 区 間

(No.9, 10, lla)
3.25 I 境内(No.18) 鹿 山(No.20)

と 連続する北見沢上 ・ 中 流域

(No.19) およ び八 合 目 ルー ト

の 南斜面(No. 17南の 上部）

伊沢紘生主導で風張喜子 ， 島 田 朋美 ，

涌 井麻友子の 計4名

No.18は小川 博史主導で学生4名 と

No.20 は 薮 田慎 司 主導で学生5名 と

No.19は ， 北 見 沢を挟んで北斜面を

島 田 将喜 ， 関澤麻伊紗主導で学生4名 と

南斜面を風張喜子 ， 島 田 朋美主導で学生3名 と ・

No.17南の上部を内藤将主導で学生3名 と

薮 田慎 司 主導で学生5名 と
3.26 I 桟橋 ・ 民宿跡一帯

(No.17南の 下部）

3.27 I 黒沢流域(No.15) !No.15 は ニノ御殿ルー トを挟んでそれぞれ， 北側を

仁王崎一帯(No.2) 風張喜子 ， 南側の上部を島 田 朋美 ， 南側下部を涌 井麻友子

島の 中東部(No.6) INo.2 は藤 田 志歩

と ， やり 残しのNo.17 南の 中部No.6 は 内藤将
No.17南の 中 部は風張喜子

註l) 調査員 の所屈等 につ い て は巻末の 賓料2 を 参照
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4. 調査結果

1) こ れま で と 同 じ方法で計算 し た結果

表2 に 区画 ご と に カ ウ ン ト した シカ の頭数を示 した。 そ の際 、 高槻方式に準 じ て 、1 頭

ご と にオス 、 メ ス 、 コ ドモ （昨春生ま れ） に 区別 し 、 かつオス は さ ら に1 尖 、2 尖、3 尖 、4

尖 と 角 の尖数 ご と に 区別 し 、 秋に神社の神事で角 を切 ら れたオス ジカ は角 な し と し て 区別

した。

表3 は調査方法で述べた通 り に計算 し た推定値 と 、 推定 さ れた 島 の シカ の個体数 を示 し

た。 そ の結果は883 頭だっ た。 こ の数字は 、 こ れま での ど の年の調査結果 よ り2倍前後 も

多い。 参考ま でに過去3 年間 について推定 さ れた頭数を み る と 、2012 年が405 頭、13 年が

472 頭、14 年が525 頭であ る 。

こ の よ う に 、 こ れま で と は2 倍前後 も 多い今回の883 頭 と い う 推定値は 、 ど こ ま で島 に

生息す る シカ の実際を反映 し て い る の だ ろ う 。

表2. 区画 ご と の シカ の個体数調査 （実測頭数）

オス
メス コ ドモ 不 明 合計1 尖 2 尖 3 尖 4尖 角 な し 不 明

No.2 1 3 4

゜
22 5 35

No.6

゜ ゜
1

゜
10

゜
11

No.9

゜
1 6 6 25 2 40

No.10

゜ ゜
2 2 18 2 24

No. l la 1

゜
5 2 28 5 41

No.15 2 l 3 3 30 7 46

No.17 1

゜
2 3 1 31 1 39

（ 南斜面 ）

No.18 3 1 2 3 1 42 3 55

No.19 1

゜
2 6 3 31 3 1 47

No.20

゜
2 3 4 2 32 5 '48

合計 ， 8 30 29 3 4 269 33 1 386

A:No.18と20 3 3 5 7 3

゜
74 8

゜
103

の合計
B:No.18と20 6 5 25 22

゜
4 195 25 1 283

を除いた合計
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表3. 従来の方式に よ る 個体数の計算

ー
No. _l_flと20を除 く 表2のB 283hs

＝
その合計の面積 330.26''

2. 単位面積当 た り の生息密度0.857hs X

3. 島 全体 の 推 定頭数 ：
表2 のA

1 03hs
＋

0.857hs

調査 しなかった 区 画の総面和580 .42""

表2のB 上記の計算
＋

283hs 497hs

s

s

h

h

7

3

9

8

4

8

――

(hs は頭数、ha はヘ ク タ ール を示す）

こ こ で確実に い え る こ と は三つ あ る 。 一つは 、 昨年 中 に これま での2 倍近 く も 個体数が

一気に増加する こ と は、 表2 の コ ドモ の数か ら して も あ り 得ない こ と 。 も う 一つは、 先に

述べた よ う に 、 区画 ご と の地形の隅々 ま で知 り 尽 く したサル調査員が ほ と ん どの 区画で調

査を主導 した こ と で、 従来の調査よ り 精度が格段に上が っ た こ と 、 さ ら に も う 一つは、 今

年は こ の個体数調査 を実施する 時点で、 すでに シカ が最低で も68 頭は死んでいて （次の 「死

亡 し た シカ の個体数調査」 を参照） 、 今年の個体数について はその点を考慮に入れな ければ

な ら ない こ と であ る 。

2) 調査 した 区画 ご と の生息密度 を検討する 。

次 に 、 調査 した10 区画について 、 区画 ご と の生息密度を見てみ よ う 。 生息密度は区画 ご

と にカ ウ ン ト した頭数を 、 そ の 区画の面積 （ヘク タ ー）レ） で割ればいいわけで、 計算結果を

表4 に示 した。

表4. 調査 した 区画 ご と の シカ の生息密度

区画ナンバー 2 6 ， 10 lla
生息密度／ha 0.934 0.165 0.829 0‘.8 0 5 2.050

区画ナンバー 15 17南 18 19 20
生息密度/_ha 0.936 0.938 1.890 1.253 2.513

表4 か ら 、 神社境内(N_o. 18) と 鹿山(No. 20) が 当然なが ら 高い値を示 してい る のがわかる 。

他地域 と 比べこ れ ら 両区画の生息密度が非常に高い こ と が 、 前項で述べた推定生息密度の

計算か ら は除いてい る 理由 であ る 。 そ し て、 両区画に生息する シカ を個体識別 して長期調

査を してい る樋 口 尚子氏に よれば、 今回の調査結果の103 頭 と い う の は、 両区画では大量

死 したが 、 調査時点では妥当 な数字だ と い う （私信） 。

次に密度計算 の際に使用 し て い る 残 り の8 区画を見 る と 、 灯台か ら 東 ノ 崎にかけての 区

間(No. lla) が 、 先の2 区画 と ほぼ同程度に高い値を示 してい る 。

と こ ろ で こ の地域は、 マ ツ ク イ ム シ被害に よ る ク ロ マ ツ林の壊滅 と それに よ る 大規模な
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土壌の崩壊の あ と 、 こ こ10 数年来 、 宮城県北部森林管理署に よ っ て諸種の事業が展開 さ れ

て き た地域で あ る 。 そ の事業 と は 、 マ ツ ク イ ム シ に よ っ て 枯れて倒れた マ ツ の木の始末や

立 ち枯れのマ ツ の木の伐採 、 伐採木の集結 と そ の た め の ブル ドーザー に よ る道 （ブル道） 作

り 、 大規模崩落地の コ ン ク リ ー ト 壁作 り 、 マ ツ を 除去 し た跡地の整地 、 マ ツ ク イ ム シ耐性

の ク ロ マ ツ の幼木の植樹 、 それ を 囲 う 防鹿柵作 り 、 小 さ な谷筋の崩壊 を 防 ぐ堰堤作 り 等 々

で あ る 。

こ の よ う な 一連の事業が 開 始 さ れ る 以前 も 、 灯台一 円 と 東 ノ 崎一 円 の シカ の生息密度 は

他地域 に 比べ る と 高 かっ た が 、 毎年連続的 に実施 さ れた こ れ ら の事業に よ っ て 、 植生は シ

カ の食糧確保 に は非常 に有利 な形で ど ん どん変化 し て い っ た。 と く に3. 11 東 日 本大震災後 、

張 り 巡 ら さ れた防鹿柵の あ ち こ ち が壊れて シカ が 自 由 に行 き 来で き る よ う に な っ て か ら は 、

個体数は急速 に増加 し て い き 、 生息密度 は神社境内や鹿 山 に比肩 し う る 高 さ だ と い う 印象

を筆者 は も っ て い る 。 整地 さ れた 土地に はシバやス ス キ を含 め 多様 な草本類やかん木類や

落葉樹の幼木等 が 生育 し て い る こ と 、 植樹 さ れた ク ロ マ ツ の幼木が密 に育 っ て い る 所 に は

草本性の つ る植物 の生育が 目 立つ こ と の ほかに 、 と く に冬場に は植樹 さ れたマ ツ の幼木 そ

の も の の 芽や葉やま だ柔 ら かい枝や幹な どが重要 な食物 に な る こ と 等 に よ っ て 、 シカ の食

糧事情 は ク ロ マ ツ 林が裂っ て い た過去 と 比べ圧倒的 に良 く な っ たせい だ と 思われ る 。

そ こ で 、 こ の1la 区画 を神社境内や鹿 山(No. 18、20) と 同等の扱い にす る 、 すな わ ち 、 調

査 し て い な い 区画の頭数 を推定す る た め の生息密度計算 に は入れずに独立 さ せ る と 、 調査

し な い 区画の推定頭数は 、 残 り7 区画の合計頭数242 頭 を そ の7 区画の総面積310.36 ヘ ク

タ ールで割 っ て 、 単位面積 当 り の生息密度 を計算 し 、 計算 で出 た密度0. 78(hs/ha) に調査

し な かっ た 面積 （580. 42"") を掛ければい いわ け で 、 そ の結果は453 頭に な る 。 した が っ て

島 の シカ の推定個体数は103 頭(No. 18、20)+41 頭(No. lla) +242 頭＋453 頭 ＝839 頭 と 計算 さ

れ る 。

3) ダブルカ ウ ン ト の 可能性 に つ い て

こ れま で継続 し て行われて き た調査は 、 すべて の調査 区画を 同 じ 日 に実施 し て い た。 ダ

プルカ ウ ン ト を避 け る た め で あ る 。 そ の 点について 、 今回 の調査で問題 に な る の は 区画

No. 17 南だ ろ う （表l 参照） 。 こ の 区画は こ れま で北斜面で実施 さ れて き た が 、 今回 の南斜

面は 、 神社境内(No. 18) の後背地 に あ た り 、 かつ桟橋か ら の海岸道路沿 い は シバ地が続 き 、

急斜面 の崩壊で復 旧 工事が な さ れた り し て 、 シカ の生息密度が比較的高 い地域で あ る 。 し

たが っ て 、 調査結果の 生息密度0.938hs/ha と い う 数字は仁王崎(No. 2) と ほ ぼ同 じで鹿 山

（ 区画No.20) の3 分の1 程度 で あ り 、 それな り に妥当 な数字 と 思われ る が 、 調査は な にせ

区画を3 分割 し て3 日 に わ た っ て 実施 し た た め 、 ダブルカ ウ ン ト の 可能性 を完全に否定す

る こ と はで き な い。
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そ こ で仮に ダプルカ ウ ン ト だ と し て 、 こ の 区画の頭数 を 半分に し て計算す る と 、 島 の シ

カ の推定個体数は783 頭 と い う 結果に な る 。 こ の計算 では 、 区画lla は前項で述べた通 り

生息密度計算 に は入れずに独立扱い に し た。

4) 島の シカ の推定個体数 に つ い て

以上2 項 と3 項の計算結果か ら し て 、 今回 の調査では 、 調査時点で島 に生息す る シカ の

推定個体数は783~839 頭 と い う こ と が で き る だ ろ う 。

た だ、 最初 に述べた よ う に 、 こ の冬 か ら 春先 に か け て は シカ の 大量死が あ り 、 今回 の調

査時点 では最低で も68 頭は シカ がすで に死んでい た わ け で 、 上記 し た推定値 に は こ の点 も

考慮 に入れる 必要が あ る 。 つ ま り 、 大量死が な ければ、 通常の年の死亡数を 差 し 引 いた と

し て も 、 少な く と も800~850 頭はい た と い う こ と に な る 。

ま た 、 昨年特段に シカ の個体数が増加 し た と い う 徴候は一切確認 さ れて いな い こ と か ら 、

も し こ れま で通 り シカ が400~500 頭ほ ど し か生息 して い な かっ た と した ら 、 発見死亡個 体

が165 頭で未発見死亡個体 を含 め る と 推定200 頭死亡 し た と し て 、 全体の 半数近 く が死ん

だ こ と に な り 、 こ の40 年ほ どの 間 で1984 年に1 度だ け 見 ら れた の と 同様の 、 驚 く べ き “大

量死” だっ た と い う こ と に な る が 、 実際に はそ の よ う な “悲惨な状況” に は な っ て い な い

の で あ る 。 そ の 辺 の詳 しい状況は次 の 「死亡 し た シカ の個体数調査」 を参照 に さ れた い。

5. シカ の生息密度 と こ れま での 区画法 につ い て

人為 に よ る 自 然の 改変が かな り 大規模に行われ る と 、5 年な い し10 年 ほ ど の短い時間幅

で 、 シカ に好都合な よ う に植生は激変す る 。 こ の よ う な 自 然の 改変 は、3. 11 東 日 本大震災

と 半年後 の ゲ リ ラ 豪雨 に よ っ て 島 の い た る 所で起 こ っ た 土石流の “傷跡” に対 して 、 今後

さ ま ざま な形で 、 と く に金華 山 が今年3 月31 日 付で国 立公園 に指定 さ れた こ と も 考慮す る

と 、 大規模な復 旧 工事が実施 さ れ る こ と に な る か も しれな い。 そ う な る と 、 先 に 区画lla

で見 た よ う に 、 改変 さ れた地域の植生が大幅に変 わ り 、 それが シカ に 有利 に働 く こ と が予

想 さ れ る 以上、 区画法 を用 い た調査ではそ の 点 を 十分に考慮に入れた上 での 、 新た な対処

｀ 法 を案出 す る 必要が あ る だ ろ う 。

一方で 、 人為 に よ ら な い植生の変化 も 島 では あ ち こ ち で 、 かな り の ス ヒ°ー ド で進行 中 で

あ る 。 例 え ば 、 かつ て は神社境内や鹿 山 に次いで シカ が高密度 で生息 し て い た仁王崎で は 、

1984 年の大量死の あ と 、 シカ の食圧か ら 免れたガマ ズ ミ が シカ の背丈 を越 えて一気 に伸び

シカ が食べ ら れな く な っ た こ と 。 ガマ ズ ミ の成長で 日 陰が で き て シバ草原が縮小 し た こ と 。

そ の後海岸ク ロ マ ツ林がマ ツ ク イ ム シ被害で壊滅 し 、 倒木 の ラ ン ダム な折 り 重 な り が シカ

の移動 を制 限 し た こ と 。 広い シバ地で あ っ た所に ス ス キ群落が進出す る よ う に な っ た こ と 。

ク ロ マ ツ林の壊滅や3. 11 東 日 本大震災 に よ っ て海岸線一帯で土壌の崩 落が頻発 し 、 そ こ は
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地肌がむ き 出 し の ま ま で草本類す ら 生育 し な い状況を呈 し て い る こ と 、 等 々 に よ っ て数が

減 り 、 現在では 、 筆者の 印象だが 、1984 年の大量死以前 に比べて 半数ほ ど し か生息 し て い

ない よ う に 思え る 。 人為 に よ る 改変のみな ら ず 、 こ の よ う な人為 に よ ら な い急速な植生の

変化 も 同 時 に注 目 し な ければな ら な いだ ろ う 。
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シ カ の 死亡数調 査

金華 山 の サル の 総個 体数 を 調 べ る 調査 （ 一斉調 査 ） を 例年2 回 、 秋 の11 月 下旬 と 冬 の

3 月 下旬 に 実施 し て き た が 、 今 回の3 月 下旬 の調査(2014 年度冬期 一斉調査 ） に先 だ っ

て 、 長期研究 で滞在 中 の サル研究者か ら 、 シ カ が 島 の あ ち こ ち 、 と く に神社境内 や鹿

山 、 仁王崎 な ど 島 の 北西部や北部 で かな り 死んでい る と い う 情報 を 筆者は得て いた 。

そ こ で 、 かつ て の1984 年 と1997 年 の 大量死の 時 と 同 様 、 一斉調査 に参加す る サル

調査員 全員 に 、 調査 中 に シ カ の 死体 を 発 見 し た ら 、 正確 な位置 の ほ かに 、 死体の 状態

の 区別 （ 死 ん で 間 も な い か 、 腐乱状態 か 、 ミ イ ラ 状 か 、 白 骨 か の 区分） と 性 ・ 年齢 の 区

別 （ オ ス か メ ス か昨春生 ま れの 子 ジ カ か 、 オス の 場合 は角 の 尖数 を 含 め て ） を 記録す る

よ う 依頼 し た 。

同 時 に 、 重複 カ ウ ン ト を 避 け る た め 、 確認済 み の 死 体 に はす ぐ脇 に 目 立 つ ビ ニ ール

テ ー プを 巻い た 棒 を 立 て て お く こ と も 合 わせ依頼 し た 。

上記 の サル一斉調査 に 引 き 続い て 実施予 定 の帝京科学大学生命環境学部 ア ニ マルサ

イ エ ン ス 学科2 年生 を 対象 に し た金華 山 実習 に お い て も 、 シ カ の 死体調査 を 同 じ要領

で実施 し て く れ る よ う 、 指漠教員や現地指導員 ら に依頼 し た 。

さ ら に 、 帝京科学大 学実習 の 直後 に神社境内 と 鹿 山 を 中 心 に シカ の 行動調査 を行 う

予 定 の樋 口 尚 子氏(NPO 法人 生物 多様性研究所 あ ーすわ ー む ） に も 同 じ要領 で死体調査

を 依頼 し た 。 な お樋 口 氏 の 場合 は発 見 し た 死体の すべ て で頭骨 を採取す る と の こ と だ

っ た の で 、 頭骨 が な け れ ば確認済 と い う こ と で 、 目 印 の ビ ニ ールテ ー プ を 巻 い た棒立

て は 除 い た。

一 方 で 、 一斉調査以 降 の サル調査員 に も 、 上記 と 同 じ要領で4 月 一杯 を 目 途 に継続

調 査 を依頼 し た 。 具体的 に は 関澤麻伊沙氏 （ 総合研究大学院大学） が3/28-4/28 日 、 鈴

和享 氏 （東北野生動物保護 管理セ ン タ ー） お よ び島 田 朋 美氏 、 涌井麻友子氏 （帝京科学大

学） が4/19-4/28 日 、 風張喜子氏 （ 北海道 大学北方生物 圏 フ ィ ール ド科学セ ン タ ー ） が

4/23-4/28 日 、 筆者 と 瀬戸秀穂氏 （東北野生動物保護管理セ ン タ ー ） が4/26-4/28 日 で

あ る 。 と く に 、 そ れま で踏査 回数の 少 な か っ た 島 の北東部 一 円 に つ い て は 、4/26-4/28

日 に 集 中 的 に 実施 し た 。

そ の 結果 、 合計130 頭の シ カ の 死体が発見 さ れた 。 そ れ ら を性 ・ 年齢 区分 ご と に ま

と め た の が表l で あ る 。 ま た 、 調査期 間 ご と の 死体の状態 を整理 し た の が表2 で あ る 。

表2 か ら は 、 例年 に な く 暖か く 樹 々 や草本類が芽吹 き 始 め た4 月 に入 っ て か ら も 、 か
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な り 死 ん で い る こ と が わ か る 。

な お 、 先 の 「 個 体数調 査 」 を 実施 し た 時 点 です で に 死 亡 し て い た 頭数 は 、 表2 の6

つ の 調査期 間 の 上 か ら 順 に 、 サル の 一斉調査時 は14 体 、 帝科大実習 時 と 一斉調査補足

時 は 死 ん で間 も な い状態 の シ カ を 除い て13 体 と14 体 、 樋 口 氏調査時 と サ ル通 常調査

時そ の1 は腐乱死体 ま で を 除い て12 体 と6 体 、 通 常調 査時 そ の2 は ミ イ ラ 死体 ま で 除

い て 白 骨 死体 の み の9 体 と 、 こ の よ う に 計算す る と 合計 で68 頭 に な る 。

表 1. 死亡 し た シ カ の 性 ・ 年齢 区分 ご と の 頭数

オス
1 尖 2 尖 3 尖 4 尖 角 なし1) メス コ ド呼 不 明 合計

6 0 8 27 3 50 33 3 130

注I) 「 角 な し 」 と は神社の神事で秋 に 角 を切 り 落 と さ れた オス ジカ の こ と 。

注2) 「 コ ドモ 」 と は昨年生ま れの幼個体の こ と 。

表2 ． 発 見 し た と き の 死体 の 状態

調査期 間 頭数 弘でIIり も ない揺 腐 乱状態 ミイ ラ状態 白 骨状態

サルの一 斉調査時 14 3 6 4 1
3/21-23

帝京科学大学の実習 時 17 4 6 6 I
3/25-27

サルの一 斉調査補足 時 16 2 2 6 6
3/24-27

樋 口 氏 によ る調査 26 3 11 10 2
3/29-4/4

サルの通 常調査時そのI 10 I 3 4 2
4/2-15

サルの通 常 調査時その2 47 3 13 22 ，
4/16 28

注） 死体の状態につ いて

・ 死んで間 も な い状態 と は ： 腹が ふ く れて い る が皮 は全 く 破れて い な い （ 内臓が ト ビやカ ラ ス に食

べ ら れて い な い ） 。 腐敗臭 が し な い。

・ 腐乱状態 と は ： 内臓は食べ ら れ、 大腿部 を 中 心に 肉 が腐乱 し 、 う じ 虫 が わ き 、 腐敗臭が 強烈 。

・ ミ イ ラ 状態 と は ： 肉 は ほ と ん ど食べ尽 さ れて 皮 と 骨だ け。 腐敗臭 はそ れほ ど強 く な い。

・ 白 骨状態 と は ： 乾燥 し た皮や肉 の一部が付着 して い る が 、 ほ ぼ 白 骨に な っ て い る 、 な い し は完全

に 白 骨 に な っ て い る に の場合 、 頭骨 、 背骨 、 四肢骨等主な骨が 一 ヶ 所に揃 っ て い る 時のみ を カ ウ

ン ト ） 。
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ま た 、 島 の ど の 地域 で シ カ が 死 ん で い た か 、 死 体 の発 見 地点 を 地 図 上 に プ ロ ッ ト し

た の が 図l で あ る 。 こ の 図 か ら は 島 の 全域 で死 亡 し て い る が 、 北東部 の神 社境 内 と 鹿

山 に と く に集 中 し 、 北部 の仁王崎 に も 集 中 し て い る こ と が わ か る 。

死体 が集 中 し て 発 見 さ れ た こ れ ら の 地域 は 、 シ カ が 高 密 度 に 生 息 し て い る 地域で あ

る 。 し か し 、 南部 の 灯 台 か ら 東 ノ 崎 に か け て や 、 中 西部 の ホ テ ル跡か ら 民宿跡 に か け

て の 一 帯 、 中 央部 の ニ ノ 御殿一 帯 な ど に も 、 他地域 よ り シ カ が 高 密 度 に 生 息 し て い る

に も かかわ ら ず 、 そ れ ら の 地域 に 死体 の 集 中 は 見 ら れ な か っ た 。 と い う こ と は 、 地域

ご と の 死体数 の 違 い を 生息密度 と 直接的 に 関連づ け る に は 問題 が あ る 。

方 で 、 島 の 北部 や 北東部 に集 中 し て い る こ と を 、 そ の 地域が 南部 よ り 気温が 低 く

積雪 日 数が 多 い こ と と 関連 づ け る の も 問題 が あ る 。 ど い う の は 、 金華 山 に ご く 近 い江

ノ 島 （金華 山 の 北約10k m の 島 ） の 気象観測所 の デー タ に よ る と 、 昨年(2014 年）1 月 か

ら3 月 ま で の3 ヶ 月 間 の 平均気温(3. 16℃) と 、 今年 の 同 じ3 ヶ 月 間 の 平均気温(4. 13℃ )

で は 、 今 年 の 方 が1℃弱 も 高 か っ た し 、 こ の 冬期 間 に積 雪 は ほ と ん ど な か っ た か ら で あ

る 。

そ う す る と 、 昨年や一 昨年 を 含 め て こ こ し ば ら く(10 数年 間 ） 、 こ の よ う な “大 量死 ”

が観察 さ れ て い な い こ と か ら し て 、 残 さ れ た 死 因 （ 大量死 の 原 因 ） の 一 つ と し て 、 冬 期

間 の食物 不足 が 考 え ら れ る 。

筆者 が こ れま で主 に 島 の 南部 で観察 し た 冬 場 の シ カ の食物 は 、 シバやス ス キ の 枯葉 、

落葉樹 の 落葉 、 か ん木類 の 冬芽や枝先 、 冬 に も 枯れな い 背 丈 が1~2cmの 草本類 な ど

で 、 結構 い ろ ん な も の を 口 に し て い た 。 モ ミ の根 回 り の 樹皮 も 飽 き ず に か じ っ て い る 。

ほ か に 、 年 に よ っ て 集 中 し て 食べ る 食物 も あ る 。 一 昨年 の 秋 は30 年振 り ぐ ら い の ブ

ナ の 大豊作 で 、 サル と シカ は冬 じ ゅ う そ の種子 を 食べ て い た 。 そ れで も 春 に 実入 り （胚

乳 が入 っ て い る 状態 ） の 種子 が い た る 所 に 落 ち て い た ほ ど だ。 プナ と と も に 島 の優 占樹

種 で あ る ケ ヤ キ やイ ヌ シデ 、 ア カ ンデ の 実 が 豊作 の 年 も 同 様 で あ る 。 オ ニ グル ミ や カ

ヤ の 落果 （種子 ） も 食べ る 。 ま た 、 海岸 沿 い の ク ロ マ ツ 林 が マ ツ ク イ ム シ に よ っ て 大 打

撃 を 受 け 、 次 々 に 枯れ た り 弱 っ て 倒 れ た こ と が 数年続 い た が 、 そ の 間 は倒 れ て 間 も な

い マ ツ の 木 の 幹 と い わ ず枝 と い わず 、 口 が 届 く 限 り の 樹皮 を ど の シ カ も が 冬 場夢 中 で

か じ り 取 っ て い た 。 一 度 は モ ミ の 大木 が 根返 り で倒 れた こ と が あ っ た が 、 なぜかそ の

樹皮 を シカ は食べ な か っ た 。 倒れた ブ ナ の 木 の 樹皮 も 食べ な い。 ホ オ ノ キ や ケ ヤ キ な

ど は食べ る 。

こ れ は冬 場の こ と で は な い が 、 シ カ が 突然 、 島 じ ゅ う を 覆 っ て い た ハ ン ゴ ン ソ ウ を

食べ始 め た こ と が あ る 。 そ し て 、 かつ て は8 月 下旬 、 そ の 花で全 山 黄金色 に染 ま る ほ
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ど に 繁茂 し て い た が 、 ほ ぼ3 年 で食べ尽 く し て し ま っ た 。 現在 わ ずか に残 っ て い る の

は 、 海岸 沿 い の マ ツ ク イ ム シ に や ら れ た ク ロ マ ツ が 折 り 重 な る よ う に し て倒れ て い る 、

そ の 隙 間 だ け で あ る 。 テ ン ナ ン シ ョ ウ の 仲 間 （ ウ ラ シ マ ソ ウ と ミ ミ ガ タ テ ン ナ ン シ ョ

ウ ） に つ い て は かつ て か ら 花弁 を 食べ て い て 、 そ れ は今 も 変 わ ら な い が 、7~8 年前 か ら

は有毒植物 で あ る バ イ ケ イ ソ ウ の 花穂 の 集 中 食 い （ あ り っ た け を 食べ る こ と ） が 見 ら れ
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る よ う に な り 、 最近 は 葉 も 食べ始 め た 。 そ の せ い と 思 われ る が 、 ニ ノ 御殿 の 東斜 面 で

す ご い勢 い で分布 を 下 流側 へ と 拡大 し て い た バイ ケ イ ソ ウ の 勢い が 、 今 は あ る 程度 止

ま っ て い る 。 あ く の 強 い ワ ラ ビ の 芽 も 、 つ ま み食 い 程度 だ が 食 べ始 め て い る 。 ま さ か

こ の よ う な植物 が も つ ‘ ‘ 毒成分” や “ あ く 成分 ” の 体 内 で の 蓄積 が 、 シ カ を 死 に 至 ら

し め る こ と は な い だ ろ う が 。

い ずれ に せ よ 、 サル と 同 じ く シカ も 、 そ の 食性 は 融通 無硝 な と こ ろ が あ り 、 今 回 の

大最死 を 晩秋 か ら 冬 の 食物 条件 の 劣悪 さ に よ る と 考 え る 場合 に は 、 年毎 に シ カ が 秋 か

ら 冬 に か け て な に を 食 べ て い る の か 、 そ の う ち な に を 集 中 食 い し て い る か の継続 し た

綿密 な調査 が 必要 に な る の は い う ま で も な い 。

そ の 際 に は 当 然 、 島 の 地域 ご と の植 生 の 違 い （ と く に 開 け た 土 地 の 草本類やか ん木

類 ） に 注意 を 払 う こ と が 必要 だ ろ う 。 地域 ご と の植生 は 、 あ る 年 を境 に が ら り と 変 わ っ

て し ま う こ と が あ る か ら 、 な お さ ら で あ る 。 例 え ば 、 山 椒峠か ら 海岸 ま で の 広 く な だ

ら か な斜 面 に つ い て だ け 見 て も 、 かつ て は よ り 上流 を ワ ラ ビ が 、 下流 を ハ ン ゴ ン ソ ウ

が び っ し り 覆 っ て い た 。 し か しハ ン ゴ ン ソ ウ は シカ に食べ尽 く さ れ て ナ ガバ ヤ ブ マ オ

に 変 わ っ た 。 そ の ナ ガバ ヤ ブマ オ も 数年 でオオバ ノ イ ノ モ ト ソ ウ に と っ て 変 わ り 、 オ

オバ ノ イ ノ モ ト ソ ウ は 上流側 へ分布 を 広 げ て 目 下 ワ ラ ビ を 駆逐す る 勢い だ。 同 時 に 下

流側 か ら は オニ ヒ カ ゲ ワ ラ ビ が オオバ ノ イ ノ モ ト ソ ウ に と っ て 変 わ り つ つ あ る 。 一 つ

の 地域 を と っ て も ざ っ と こ ん な 具合 な の で あ る 。

シ カ の食物 に 関す る 話が 少 々 長 く な っ た が 、 結局 の と こ ろ 今 回 の 大 量死 に つ い て は 、

シ カ の 生態調査 を し て い な い筆者 に は よ く わ か ら な い 。 そ こ で 、 今 回集 中 し て 死体の

見 つ か っ た 神社境 内 と 鹿 山 の シ カ を 個 体識別 し 、 長 年 に わ た っ て継続調査 し て い る 樋

ロ 尚 子氏 に 、 大量死 に つ い て の コ メ ン ト を 執筆 し て も ら っ た 。

と こ ろ で一つ 、 サル の継続調査 の 結果 と 比 較 し て 言 え る こ と は 、1984 年 の シ カ の 大

量死 の 時 は サル も 大 量死 し て い て 、 死 因 は冬 か ら 春 にか け て の 異 常 な 低温 と 積雪 日 数

や積雪最の 多 さ に よ る こ と は 間 違い な い 。 し か し今回 は 、1997 年の 大葦死 の 時 と 同様

に 、 サル は秋11 月 末 の305 頭か ら 晩冬3 月 末 の292 頭 と わずか13 頭 し か消失 し て お

ら ず （例年以 下 ） 、 死体 が 見 つ か っ た の も1 頭だ け （ オ ト ナ ・ オス 、 全身 白 骨化 ） だ っ た

こ と で あ る 。 ま た シカ の 死体が神社境内 と 鹿 山 に集 中 し て い る こ と も 、1997 年の 大 量

死 の 時 と 同様 で あ る 。 以上 の こ と か ら は 、 今 回 の 大 量死 は1997 年 の 時 と 同 じ要 因 だ っ

た 可能性 が 高 い 。

な お 、 シカ の 死体発 見頭数は130 体 だ が 、 多 く が サ ル の 調査 を し な が ら 通 り すが り

に 偶然 目 視や強烈 な腐 肉 臭 で発 見 し た も の で 、 島 の 全域 を 風潰 し に 徹底 的 に捜索 し た
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結果 で は な い 。 し た が っ て 未発 見 の 死 体 も 多数 あ る の は 間 違 い な い し 、 そ の数は30 体

や40 体 で は き か な い はず だ。

発 見 で き な い 要 因 に は 以 下 の よ う な 事情 も あ る 。 筆者 は こ れま で に 前肢 を 内 側 に 折

っ て 立 ち 上が れ な い衰弱 し た シ カ を 何頭 も 目 撃 し て き た し 、 今年 も3 月 下旬 と4 月 下

旬 の 調 査 で3 頭 見 た 。 そ の よ う な 状態 の シ カ は移動 し よ う と すれ ば後 肢 で蹴 る し か な

く 、 い わ ゆ る ‘葡匈 前進 ” の 状態 に な る 。 そ し て 、 前方 に 障害物 が な い と な ん と か進

ん で行 く が 、 ほ と ん ど の 場合 メ ギ や ガ マ ズ ミ 、 ノ イ バ ラ 、 ニ ガイ チ ゴ な ど の かん木 の

茂 み に 頭 か ら 突 っ 込 ん で し ま う 。 そ う な る と 前 に進 む の も 後 ろ に 下 が る の も 全 く 不 可

能 な の で 、 死 を 待っ し か な い 。 筆者 は子 ジ カ だ と 両腕 で抱 え て 、 成獣 だ と 胸 の 下 に 倒

木 を 突 っ 込 ん で そ れ を 梃 に 、 何頭 か立 ち 上が ら せ た 経験 が あ る が 、 一 旦立 ち 上 が れ ば、

四 肢 を 正 常 な 時 と 同様 に 使 っ て 逃 げ て 行 っ た し 、 そ の先 で採食 を 始 め た の も 観察 し て

い る 。 と い う こ と は 、 3 月 下旬 の 調査 で は ひ ど く 痩せ た シ カ が 目 立 っ た か ら 、 かん木

の 藪 に頭 を 突 っ 込 ん で 息絶 え た シ カ が 何頭 も い た は ず で あ る 。 し か し 、 筆者 を 含 め サ

ル調 査員 は サ ル の 群れ を 捜す場合 そ の よ う な 藪 を 避 け て 通 る か ら 、 そ こ で シカ が 死 ん

でい て も 、 よ ほ ど近 く か ら 強 い腐 肉 臭 で も な い 限 り 発 見 は 困難 で 、 ， 数 え 落 と し て し ま

う と 考 え ら れ る 。

も う 一つ は 防護柵 の 中 で あ る 。 そ の 典型 的 な 場所 の 一 つ が 灯 台 か ら 東 ノ 崎 に か け て

の海岸道路 か ら 海岸線 ま で の 一 帯 で あ る 。 そ こ は海岸道 路 に 沿 っ て 防鹿柵 が 張 ら れて

い る し 、 そ こ か ら 海岸線 ま で は整地 さ れ た り 刈 り 払 い が行 われ て い て か な り 見通 し が

よ く 、 サル の 群れが い れ ば防鹿柵越 し に 簡 単 に発 見 で き る か ら 、 わ ざ わ ざ柵 を 乗 り 越

え 中 に 入 っ て 探す こ と は な い 。 し た が っ て 柵 の 中 で シ カ が 死 ん で い て も 、 発 見 で き て

い な い は ず で あ る 。

以 上述べ た よ う な 事情 が あ っ た か ら か否 か は わ か ら な い が 、 実際 に 筆者 ら が130 体

を 数 え た 以 降 の 、 ゴールデ ン ウ ィ ー ク 中 やそ の 前後 の調査 で南正人 氏 （麻布 大 学獣医 学

部 ） ら は神社境 内 と 鹿 山 を 中 心 に新 た に33 体 を 、 鈴木淳 氏 （東北野生動物保護 管理セ ン

タ ー ） は 山 椒峠 に 近 い西 と 東 の斜 面 で1 体ずつ計2 体 を 発 見 し て い る （ いずれ も 私信 ） 。

と こ ろ で 、 今年 の 大 量死 と は 関係 な い 防鹿ネ ッ ト に 絡 ま っ て 死 ぬ シ カ に つ い て だ が 、

こ こ10 数年来 、 先 に 述べ た が 、 マ ツ ク イ ム シ に よ っ て壊滅状態 に な っ た東 ノ 崎 か ら 灯

台 に か け て の ク ロ マ ツ 林 を 対象 に 、 マ ツ ク イ ム シ耐性 の ク ロ マ ツ の 幼木 の植樹作業 が

宮城北部森林管理署 に よ っ て推進 さ れ て い て 、 植樹 さ れ た 地域は順次 （東 ノ 崎か ら 灯 台

方 向 に 向 か っ て ） 防鹿柵 （金網 を 使用 し た も の と ネ ッ ト を 使用 し た も の の 両方 ） で 囲 ま

れて い っ た 。 し か し 防鹿柵 は 、 風 雨や崖崩 れや倒 木等 に よ っ て 毎年 あ ち こ ち が破損 し 、
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で き た 隙 間 か ら 主 に メ ス や コ ド モ が 出 入 り し 、 そ れ を 防 ぐ た め に さ ら に 防鹿柵が 張 り

巡 ら さ れ る と い っ た こ と が 繰 り 返 さ れ 、 最初 に植林 さ れた東 ノ 崎 で は 防鹿柵 は 三重 に

も な っ て い る 。

筆者 は東 ノ 崎や灯 台 一 円 を 主要遊動域 に す る サル の群れ(D 群） を継続調査 し て い る

が 、D 群 は冬期 間 、 と く に12 月 か ら3 月 を 中 心 に 、 こ の 一 円 の磯 を 頻繁に利 用 す る 。

ワ カ メ や ヒ ジ キ 、 ア オ サ な ど の 海藻や カ サ ガイ 類 な ど の 貝 を採食す る た め で あ る 。 そ

し て 、 サル の 調査 中 に 毎年 、4 尖 の オス ジ カ が 防鹿ネ ッ ト に絡ま っ て 死ん で い る の を3-

頭前後 目 撃 し て き た 。

そ の よ う な こ と も あ っ て 、 今 回 は 、3. 11 東 日 本大震災後 で は初 め て 、 東 ノ 崎か ら 灯

台 に か け て の 防鹿 ネ ッ ト に何頭 の オス ジカ が 角 を 絡 ま せて 死 ん でい る か 、 柵 の外側 を

丹念 に 歩い て調査す る こ と に し た 。 そ の結果は0 頭で あ っ た。3. 11 東 日 本大震災 に よ

る 海岸道 路 の 路肩 の崩 壊や 、 そ の 半年後 に 島 を 製 っ た集 中 豪 雨 （ ゲ リ ラ 豪 雨 ） に よ る 土

砂崩 れや土石流 で 、 防鹿柵の あ ち こ ち が壊れ て 大 き な 穴 の あ い た状態 に な り 、 そ の 後 、

修復作業 が行 われな か っ た の で 防鹿柵 の い たみ は激 し く 、 壊れた箇所 を 順 に 結ぶ太 い

シ カ 道 が 縦横 に 通 っ て い て 、 そ れで 防鹿ネ ッ ト に 角 を絡 ま せて 死亡す る オ ス が皆無 だ

っ た の だ と 思われ る 。

-15-



コ メ ン ト ・2015 年 の 高死 亡率 の 原 因 に つ い て

NPO 法人 生物 多様性研 究 所 あ ー す わ ー む 樋 口 尚 子

1. は じ め に

箪者 ら （ 金華 山 シ カ 行動研 究 グルー プ ） は こ れ ま で 、 今 回 特 に 多 く の 死体 が 発 見 さ れ

た神 社 ・ 鹿 山 エ リ ア に棲む シ カ を 対象 に 継続調査 を 行 っ て き た 。 こ こ で は そ の 資料や

経験 を 踏 ま え 、 今 年 の 高 死 亡 率 の 原 因 に つ い て 検討す る 。

2. 生 息密 度 と の 関係

ま ず一 番 に 疑 う べ き は 、 密 度 効果 に よ る 死 亡 率 の 上昇 で あ る 。 金華 山 に は 大型 肉 食

獣 が お ら ず 、 狩猟 も 禁止 さ れ て い る た め 、 シ カ の 生 息密 度 は し ば し ば環境収 容 力 の 限

界 に 達す る 。 食物 供給量 に 対 し て 生 息密 度 が 高す ぎ れ ば 、 個 体 の 栄養状態 は 悪化 し 、

死 に やす く な る だ ろ う 。 実際 、 金華 山 で過去最大 の 大量死 が 起 き た1984 年 は 、 生息密

度 が 過 去 最 高 に 達 し た 翌年 で あ っ た 。1997 年 の 大 量死 の 際 は 、 前年 の 個 体群密 度 は さ

ほ ど 高 く な か っ た が 、 死 体 が集 中 し た 神 社 ・ 鹿 山 エ リ ア （ 以 下Aエ リ ア と 呼ぶ ） に 限 っ

て 見れ ば 、 生 息密度 は極 め て 高 い 状態 で あ っ た 。Aエ リ ア の シ カ に つ い て の 経年デー

タ の 分析 で も 、 生 息密 度 と 栄養 状態 と 冬 期 死 亡 率 と の 間 に は 有意 な 相 関 関係 が 認 め ら

れ て い る 。 そ れ を 密 度効果 と い う 。

と こ ろ で 、2015 年 は 、1997 年 と 同 様 にAエ リ ア に 死体 が 集 中 し て い た こ と か ら 、 局

所的 な 生 息密 度 の 高 ま り が 高 死 亡 率 を 招 い た 可能性 が 疑 われ る わ け で あ る 。 し か し 、

前年秋 に お け るAエ リ ア の シ カ の 生息密 度 は例年 に 比べ て 特 に 高 い も の で は な く 、 過

去26 年 の 中 で は 中 程度 で あ っ た 。 し た が っ て 今年 の 高 死 亡 率 に は 、 生 息密 度 で な く 他

の 要 因 が影孵 し て い る と 思 われ る 。

3. 食物 供給最 と の 関係

密度効果 に よ る 死 亡 率 の 上昇 は 、 食物供給 量 と の バ ラ ン ス の 中 で起 こ る こ と だ か ら 、

個 体数 の 年変動 だ け で な く 、 食物供給量 の 年変動 も 考慮 に 入れ て 検討 し な け れ ば な ら

な い。 そ れ に は 、 冬 の食物 だ け で な く 、 夏 か ら 秋 に か け て の 食物 も 重 要 で あ る 。 金華

山 で は 冬 は シ カ の食料が 乏 し く 、 秋 ま で に 十分 な脂肪 を 蓄 え ら れ な か っ た 個 体 の 越冬

は難 し い か ら で あ る 。

Aエ リ ア に棲む シ カ の 夏 の 主食 は 、 シバ を 中 心 と す る 草本類 で あ る 。 秋 に は 、 そ れ
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に加 え て ケ ヤ キ や プナ な ど の 堅果 も よ く 食 べ る 。 こ れ ら の 食物 が 極端 に 不作で あれ ば 、

シ カ の 生息密 度 が さ ほ ど 高 く な く て も 、 多 く の 個 体 が 冬 に 死 亡 す る こ と が あ る だ ろ う 。

前年 の2014 年 は 金華 山 の植生 で は優先樹種で あ る プ ナ 、 ケ ヤ キ 、 シデ な ど の 堅果の 不

作 が確認 さ れ て お り （伊 沢紘生 氏 ， 私信 ） 、 秋 以 降 の シ カ の 食物 が 乏 し か っ た と 推察 さ

れ る 。 そ れ よ っ て 冬 の 死 亡 率 が 高 ま っ た 可能性 は 高 い 。 し か し 、 上述 し た 堅果 の 不作

は 島全体 で あ り 、 今 回 の よ う な 局所的 な 大 量死 を 説 明 し き れ る も の で は な い。Aエ リ

ア の シ カ が 特 に依存 し て い る シバ も 不 作 だ っ た こ と が 疑 われ る 。

食物供給最 の年 変動 に つ い て は 、 単位 面積 あ た り の 食物 量 の 変動 に加 え 、 採食 に利

用 で き る 土地 の 面積 の 変化 も 考慮 し な け れ ば な ら な い 。 Aエ リ ア で は近年 、 こ の 採食

地 面積 の 変化 が 顕著 で あ る 。200s 年 に は鹿 山 に 大 き な 防鹿柵が 設置 さ れた。2011 年 に

は3 月 の 地震 と9 月 の 爆弾低気圧 に よ り 、 広 い範 囲 が裸地化 し た 。 こ れ ら は シ カ の 採

食 を 大 き く 制 限 し た だ ろ う 。 し か し 、 そ の よ う な 状 態 が 続 い た の は そ れぞれ2~3 年 に

す ぎ な い。 鹿 山 の 防鹿柵 は2011 年頃 か ら 破れ が 目 立 ち 始 め 、 現在 は シカ が 自 由 に 出 入

り で き る 状態 で あ る 。 ま た 、 裸地化 し た 土地 の 一部 に は 現在草本類や灌木類 が 繁茂 し 、

シカ に と っ て 格好 の 食物 と な っ て い る よ う で あ る 。 そ し て 現在 、Aエ リ ア の シ カ が採

食 地 と し て利 用 で き る 面積 は 、 少 な く と も3 年前 よ り は広 が っ て い る こ と に 疑 い の 余

地 は な い。 し た が っ て 、 な ぜ今 年大 量死 し た の か の 説 明 に は な ら な い。

4. 前年 の 出 産率や個 体群 の性比 ・ 齢構成 の影轡

当 歳 仔や子 持 ち メ ス は 特 に 死 亡 し やす い こ と か ら 、 島 の シ カ 全体 （ 以 下個 体群 と い

う ） の 死 亡 率 に は前年 の 出 産 率 も 影響す る と 考 え ら れ る 。Aエ リ ア に お け る2014 年度

の シ カ の 出 産率 （?'.4 歳 ） は66. 7％ で 、 こ れ は過去25 年 間 で5 番 目 に 高 い値 だ っ た 。 こ の

出 産率 の 高 さ が 同年 の 冬 の 死 亡 率 の 高 さ に 拍 車 を か け た 可能性 は否 め な い だ ろ う 。 実

際 、 今年 に 発 見 さ れ た 死体 の約25％ は 当 歳仔 だ っ た 。 し か し 、 過 去 に は 、 出 産率 が 高

く 冬 の 死 亡 率 が 低 い年 も 多 く あ っ た 。 当 歳仔や子持 ち メ ス が 個 体群 に 占 め る 割合が 冬

の 死 亡 率 に 及 ぼす影響 は 、 さ ほ ど大 き な も の で は な い と 推察 さ れ る 。

個体群 の性比 や齢構成 も 、 死 亡 率 に影 響 し う る 。 た と え ば 、 高 齢個 体 は 死 亡 し やす

い た め 、 そ れ ら が 多 く を 占 め れ ば死 亡 率 が 高 く な り が ち で あ る 。 ま た 、 同 年 齢で は メ

ス よ り オ ス の 方 が 死 亡 し やす い こ と か ら 、 た と え 個 体群 の齢構成 が 同 じ で も 、 性比 が

異 なれ ば死亡 率 も 異 な る こ と が 予測 さ れ る 。 し か し 、 金華 山 シ カ 個 体群 の 近年 の性比

や齢構成 は 、 死 亡 率 を 高 め る よ う な偏 り 方 を し て い な い よ う だ し 、 少 な く と もAエ リ

ア で は 、 若 い個 体 の 割合 が 高 く 、 性比 が メ ス に 大 き く 偏 り 、 死亡 率 が 低 く な り が ち な

集 団構造 で あ っ た こ と は 間 違 い な い 。 し た が っ て 、 個 体群 の 性比や齢構成が 今 回 の 高
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死 亡 率 の 原 因 と は な ら な い。

5. 伝染病 の 可能性

死 亡 率 に影秤 し う る 要 因 は こ れ ら 以外 に も 多 く あ る 。 そ れ ら を 全 て 考慮 し て も 説 明

で き な い ほ ど 死 亡 率 が 高 い場合 、 伝染病 を 疑 っ て み る 必要 も あ る だ ろ う 。 実 際 に 金 華

山 の シ カ で は 、1996 年 の 秋 か ら 冬 に か け て 食 中 毒菌 が 蔓延 し 、 そ れが 原 因 と 思 わ れ る

死 亡 が 相 次 い だ。 こ の 時 、 多 く の 個 体 は 生前 か ら 病 気 で あ る こ と を 示すサ イ ン （ 下痢奨

な ど ） を 出 し て い た と い う （南正 人 氏 ， 私信） 。 し か し 、2014 年 か ら2015 年 に か け て は

そ の よ う な こ と が な く 、 死 亡 時期 も 例年通 り3 月 か ら4 月 に集 中 し て い た 。 現時点 で

は 、 今 回 の 大 量死 が 伝染病 に よ る こ と を 示 す証拠 は一切 な い。

年 々 の 死 亡 率 に は 、 多 く の 要 因 が 複雑 に 絡み合 っ て い る 。 し た が っ て 、 特 に 死亡 率

の 高 い年 が あ っ て も 、 そ の 原 因 は簡 単 に 結論づ け ら れ る も の で は な い。2015 年 の 高 死

亡 率 に つ い て も 同様 で あ る 。
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シ カ の 放射性物 質 汚染 に 関 す る 調査

毎年3 月 下旬 に行 っ て い る 金華 山 の サル の 総個 体数冬 期調査 （冬期一斉調査 ） を 実施

す る に 先 だ っ て 、 シカ が 例年 よ り 多 く 死 ん で い る よ う だ と い う情報 を筆者 は得て い た 。

そ し て 、 そ の よ う な 年 に は 、 かつ て 大最死 の あ っ た1984 年や1997 年 の春先 と 同様 、3

月 下旬 以 降 も 死 亡 す る 個体 の い る こ と が筆者 に は確実 に 予測 で き た。

と こ ろ で 、 金華 山 は3. 11 東 日 本大震 災 時の福 島原発 事故 に よ る 放射性物質 の拡散 し

た 地域 に入 っ て い て 、 実際 に 事故発 生後 間 も な い 島 の全域で 、 杉浦秀樹氏 （京都大 学野

生動物研究セ ン タ ー ） が 空 間 線最 を 測 定 し た結果 では 、 最大 で0.4 マ イ ク ロ シーベル ト

(µ Sv 、 山 頂） が 記録 さ れ た 。

た だ 、 島 に 生 息す る 野生動物 の 放射能 汚染 （ 内 部被曝） の程度 に つ い て は 、2012 年春

に 調査小屋 の す ぐ裏で死 亡 し た オス ジカl 頭が 測 定 さ れた に と ど ま っ て い る 。 そ の値

は49. 0 ベ ク レル(Bq/K g ) だ っ た 。 植物 に つ い て は 、 一つ は 、 放射線量が0. 3 マイ ク ロ

シー ベル ト を 記録 し た 山 椒峠の 計 測 地点 と 同 一地点 で 、 筆者が1 年後 の2012 年5 月 に

芽生 え た 直後 の ワ ラ ビ と タ ラ ノ キ の 芽 を 採取 し 、 藤 田 志歩氏 （鹿児 島 大学農学部） を 通

し て鹿児 島大 学 自 然科 学教育研究支援 セ ン タ ー で測 定 し て も ら っ た が 、 そ の結果 は ワ

ラ ビ が新鮮重量に換算 し て4. 6 ベ ク レル 、 タ ラ ノ キ が24. 5 ベ ク レルだ っ た。 同 時 に も

う1 ヶ 所 、 山 椒峠 の真東 の 海岸 に近い所で採取 し た ワ ラ ビ は8. 1 ベ ク レルだ っ た 。 も

う 一 つ は今 野文治氏 （ 新ふ く し ま 農業協 同組合） に よ る 調査 で 、 金華 山 でサルが採食す

る 植物 の 、 昨年(2014 年） は5 種 （ ケ ヤ キ 、 サ ン シ ョ ウ 、 ヤ マ ボ ウ シ 、 イ ヌ シデ 、 メ ギ ） 、

今年 は そ れ ら に加 え て さ ら に2 種 （ ホ ウ ノ キ 、 ブナ） の 、 放射性物質濃度 を調べ て い る （ そ

の 測 定結果 に つ い て は コ メ ン ト を 参照 ） 。 ま た海藻類 に つ い て は 、 筆者が2012 年3 月

に2 回東海岸 で ワ カ メ を採取 し 、 鹿児 島 大学 の 上記 と 同 じ セ ン タ ー に測定 を依頼 し た

が 不検 出 で 、 同年6 月 に 内藤将氏 （神 奈川 県県央地域県政総合セ ン タ ー ） が採取 し た

ワ カ メ も 不検 出 だ っ た （ 測 定 は株式会社八進 が行 っ た ） 。

金華 山 の 動植物 の 放射能汚染 に 関 し て は 以上 の記録 し かな い 。 そ の よ う な 状況 の 中

で 、 今 回 の サル の 冬期 一斉調査期 間 中 に 、 死ん で 間 も な い シカ の筋 関 が 入手で き る チ

ャ ン ス が 巡 っ て き た わ け で あ る 。 検査 に 必 要 な500 グ ラ ム を 死体か ら 採取す る に は 、

オ ト ナ の 個 体 で あ れば片方 の腿 肉 で十 分 な はずで あ る 。 そ こ で 、 解体用 の使い捨 て ゴ

ム 手袋 、 カ ッ タ ーナイ フ 、 チ ャ ッ ク 付 ビニール袋 を 用 意 し 、 死 ん で間 も な く 腐乱 し て

い な い個 体 を発見 し た ら 、 体毛や周 囲 の 土 な ど が 付着 し な い よ う 細 心の 注意 を 払 っ て
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筋 肉 を 採 取 し て く れ る よ う 依頼 し た 。

そ の 結果 、 サ ル調査員 に よ っ て 採取 さ れ た 筋 肉 が7 個 体分 、 帝京科 学 大 学生命環境

学部 ア ニ マ ルサ イ エ ン ス 学科 の 実習 時 に 採取 さ れ た 筋 肉 が3 個 体分 、 そ の 直後 に 入 島

し た シ カ 調 査員 の 樋 口 尚 子 氏(NPO 法人生物 多様性研究所 あ ー す わ ー む ） に よ る 採取 筋

肉 が5 個 体分 で 、 合計15 個 体分 （ オ ス8 、 メ ス4 、 昨年子3) で あ る 。 筋 樹 を 採取 し た 日

付 と 、 シ カ の 性 ・ 年齢 区分 、 採取地点 、 採 取者 を 表l に 、 採取地 点 （ シ カ が 死 亡 し て い

た 地点 ） を 図l に 示 し た 。

表l ． 採取 し た測 定用 サ ン プル一 覧

サ ンプル l\o, 採取 日 シ カ の性 ・ 年 齢 採取地点 I) 採取者2)

l 3/22 メス 千畳敷の近く 本多習子 ， 関健太良

2 3/22 4 尖オス 鹿 山 杉浦秀樹
3 3/23 4尖オス 山 椒峠の東斜面 涌 井麻友子 ， 伊沢紘

4 3/23 メス ニノ御殿のすぐ東側 風張喜子 ， 島 田 朋う

5 3/25 昨年子 鹿 山 風張喜子 ， 島 田 朋う

6 3/25 4 尖オス 北見沢 中 流 内藤将

7 3/26 昨年子メス 仁王崎 藤 田 志歩

8 3/26 1 尖オス 神 社から 山 頂 へ の登 り 道 の途 中 小川博史， 3/26 メス ニノ御殿のすぐ北側 小川博史
10 3/27 4 尖オス 仁王崎 藤田 志歩

11 3/30 メス(10オ） 神社 樋 口 尚 子

12 3/30 4 尖オス(8 オ ） 鹿 山 樋 口 尚子

13 4/3 昨年子オス 鹿 山 樋 口 尚子

14 4/3 4 尖オス(7 オ ） 鹿 山 樋 口 尚 子

15 4/4 4尖オス 北見沢 中 流 樋 口 尚子

生

注l) 図l を 参照 の こ と

注2) 採取者の 所属等に つ い て は巻末 の 「 調査協力者一覧」 を 参照 の こ と

そ れ ら すべ て の サ ン プル は冷 凍保存後 、5 月18 日 に解凍 し て 細 か く 切 っ た あ と 、 再

び冷凍 し 、5 月29 日 に今 野文治氏 の ご厚意 に よ り 新ふ く し ま 農業協 同 組合 の 放射性物

質モ ニ タ リ ン グセ ン タ ー に お い て 測 定 を 行 っ た。 表l の サ ン プルナ ンバ ー ご と の放射

性物質濃 度 （1 k g 当 た り の セ シ ウ ム134 と セ シ ウ ム137 の 合計値） を 表2 に 示 し た が 、

いずれ の 個 体 も 値 は低 く 、 最大値が18.8 ベ ク レル 、 最小値 が 検 出 不能 で あ り 、 性 ・ 年

齢別 に 見 て も 採取 地点 の 高 度 差別 に 見 て も 大差 は な い こ と が わ か る 。 と い う こ と は 、

先 に 述 べ た 今 年 の シカ の 大 戴死 に 関 し て 、 放射能 汚染 云 々 は考慮 し な く て い い だ ろ う 。

と こ ろ で 、 なぜ シ カ で こ の よ う な 調 査 を し た か と い う と 、 筆者 は 島 の サ ルが ど の 程

度放射線物 質 に 汚染 さ れ て い る か を 知 り た か っ た の だ が 、 サ ル の 真新 し い 死 体 に 遭遇

す る 機会 が め っ た に な い こ と 、 サル は 高 木 の 葉や花や実や種子 を 採食す る こ と が 多 い
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が 、 シカ の 場合 は地面 か ら 伸 び る シバ やサ サ な ど の 草本類やかん木類 の葉 が 主で あ る

た め 、 放射性物質 の 汚染 の 程度 に つ い て は 、 シ カ の 方が サル よ り 影孵 を 受 け やすい の

で は な い か と 筆者 は考 え た か ら で あ る 。

こ の 点 は今 野氏 の コ メ ン ト に よ れば必ず し も そう と は い え な い こ と が わ か る が 、 そ

れで も 今 回 の シ カ の 測 定結果か ら 、 サ ルの放射能汚染 の 程度 に つ い て も 、 あ る 程度類

推す る こ と は 可能 だ ろ う 。

表2. サ ン プルNo ご と の放射性物質濃度(Bq/K g )

サンプルNo 1 2 3 4 5 I 6 I 7 I 8
放 射 能 混 度 I Cs-134 ND ND ND ND ND ND ND I ND
(Bq/K) I CS-137 115土305 ND 14.7+67 13.4+58 156+3,09 875土2.01 I N.D I 1 1.3土289

g I Cs合計 11 5 N.D 147 134 158 B75 I ND I 113

サンブルNo ， 10 11 12 13 14 15
放射 能 濃 度 I Cs-134 ND N.D ND ND ND N,D ND
(Bq/K) I CS-137 13.4+2.68 ND ND ND 2.70+083 ND 18.8士2.88

g l ^ ^ 二.L13 4 ND ND N.D 2.7 _ N.D ___18g

No.6 -—
'No. 15
No. 14
No.2
No. 12
No.5
No. 13

km]

z

|
|
|
|
」

図l ． 死 亡 し た シ カ の 筋 肉採取地 点 （ シカ が 死亡 し て い た 地点）
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コ メ ン ト ・ 金華山 に お け る 放射性物質の動 向

新ふ く し ま農業協同組合 今野文治

1. は じ め に

3. 11 東 日 本大震災に よ る福島原発事故 よ っ て 、 放射性物質が空気中 に放出 さ れた こ と は

承知の通 り であ る 。 こ の放射性物質は南東か ら の風に乗っ て北西方向へ と 拡散 し 、 文部科

学省及び宮城県が実施 し た航空機モニ タ リ ン グ測定に よ れば、 金華 山 の地表面にお け る 放

射性セ シ ウ ムの土壌沈着量は、30kBq／ 対～60kBq／ 吋だ と い う 。

これ ら 、 放射性物質の汚染に よ る 野生ニホ ンザルな どへの影響を把握する た め 、2014 年

5 月 と2015 年5 月 に 、 金華山 で採取 したサルの餌資源の放射性物質濃度の測定 と 、 伊沢氏

ら が採取 し た ニ ホ ンジカ の筋肉 中Cs 濃度の測定結果について コ メ ン ト する 。

2. 福島市に生息する ニ ホ ンザルの放射能汚染について

個体数調整で捕獲 さ れた福島市の ニホ ンザルの筋肉 中Cs 濃度について 、2011 年4 月 か

ら 測定を 開始 し てい る 。 ., そ の最大値は事故発生後間 も ない4 月21 日 捕獲の25,699Bq/Kg
(134Cs と137Cs の合計値） で、 翌月5 月 の最大値は6,'410Bq/Kg (5/1) 、6 月 は 1, 485Bq/Kg (6/1)

で、 平均値で も4 月 が10,338Bq/Kg(n=8) 、5 月 が2, 768Bq/Kg(n=9) 、6 月 が635Bq/Kg (n=l5)

と 減少 し てい っ た。 その後、l,OOOBq/Kg 程度で推移す る が 、 翌年に な る と 上昇傾向が見 ら ，

れ、 これはサルの季節に よ る採食物の変化が起因する と 考 え られた。

これを検証する た め、2012 年か ら サルの採食する 部位について濃度 を測定 して い る 。 こ

の結果か ら春か ら 初夏の採食物 と 、 秋か ら冬 に かけての採食物 を比較する と 、 秋か ら 冬の

採食物の方が 1. 6 倍の濃度 と高い こ と か ら 、 これが筋肉 中Cs 濃度の季節変化の要因と 考 え

られる 。

3. 金華山 島の餌資源の放射性物質濃度

2014 年5 月 と2015 年5 月 に 、 こ の時期のサルの採食物 を採取 し放射性物質濃度測定を

行っ た。 採食物情報 と 放射性物質濃度を参考ま でに表l と 表2 に示 したが 、、2014 年 と2015

年で同一地点 よ り 採取 し た植物を比較する と 、2014 年に鳥観台で採取 したサ ンシ ョ ウ は

29.8Bq/Kg であっ た が、2015 年に採取 したサ ンシ ョ ウ か ら は、137Cs のみ5. lBq/Kg しか検

出でき なかっ た。 ま た、2014 年に鳥観台で採取 した メ ギでは16. 3Bq/Kg だっ た の に対 し 、

2015 年は137Cs のみ6.2Bq/Kg だっ た。 こ れ以外の採取物で も 同様の傾向 と な り 、 餌資源
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に含ま れる 放射性物質濃度は前年度 と 比較 し て50%~80％ ほ ど減少 し て い る と 考 え ら れた。

一方でイ ヌ シデの検出値が高 く な っ て い る が 、 こ の理由 は採取地点の違い と 、 採取 した

樹木の樹齢に よ る も の と 思われ る 。 ま た 、 ブナでは 、 同一樹木か ら 葉 と 幼果 を採取 し放射

性物質濃度 を測定 したが 、 幼果の放射性物質濃度 （外殻 と 種実 を粉砕 して測定） は152. 8

Bq/Kg であ っ たが 、 葉では176. 7Bq/Kg と 同一時期では葉の方が高い傾向 が見 ら れた。

こ の結果か ら 、 福島第一原発か ら 直線距離で約70km 離れた福島市 と 、 約llOKm 離れた金

華 山 では 、 サルの食べ る植物の放射性物質濃度は大 き な差が無い と 考 え ら れ る 。

4 金華 山 で採取 した ニ ホ ン ジカ の筋肉 中Cs濃度か ら い え る こ と

伊沢氏 ら が採取 した15個体のニホ ンジカ の筋 肉 中Cs濃度の最大値は18.8Bq/Kgで、134Cs

は検出でき なかっ た。 ま た、·15個体の 内6個体か ら は放射性Csす ら検出す る こ と が 出来なか

っ た。 こ の結果か ら は 、 放射性Cs に よ る ニ ホ ンジカ の影孵はかな り 低い と 考え ら れ る 。

一方 、 サルについて は こ れま で に測定を行っ ていない こ と か ら こ の影孵を判断す る こ と

は難 しいが 、 サルの採食物の放射性物質濃度が福島市 と 変わ ら な い こ と か ら 、 福 島市 と 同

様に何 ら かの影響が あ る と 考 え ら れる 。

なお 、 今回 の ニホ ン ジカ の放射性物質濃度の測定は、 金華山 のサルやニ ホ ンジカ の影孵

を解明 し て い く 上で、 大変貴重で あ り 重要な も ので あ っ た と 考 え る 。
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表l ． 餌賓源の放射性物質濃度(2014)

採取植物名 部位 採取場所 採取 日
(Bq/Kg)

134Cs 137Cs Cs 合計

ケヤ キ
葉 ホテル跡裏 5/4 4. 5 2 1. 0(Zelkova serra ta) 16. 5

サ ン シ ョ ウ

(Zan thoxylum 葉 鳥観台 5/4 7.0 22.8 29. 8
piperi tum)
ヤマ ボ ウ シ

(Ben thamidia 葉 小屋前 5/3 12.2 5 1. 9 64. 1
J．aponi．ca)
イ ヌ シデ

(Carpinus 葉 ヘン グ レ 5/3 23.4 65. 2 88. 6
tschonoskii)

メ ギ
花 ・ 葉 鳥観台 5/4(Berberis thunbergii) 4. 2 12. 1 16. 3

表2. 餌賓源の放射t生物質濃度(2015)

採取植物名 部位 採取場所 採取 日
(Bq/Kg)

134Cs 137Cs Cs 合計

ケヤ キ
葉 ホテル跡 5/3 く3.06 10. 6 10.6(Zelkova serra ta)

サ ン シ ョ ウ

(Zan thoxylum 葉 鳥観台 5/3 く2. 36 5. 1 5. 1
piperi tum)
ヤマ ボ ウ シ

(Ben thamidia 葉 小屋前 5/3 く2. 65 9.2 9.2
j．aponi．ca)
イ ヌ シデ

(Carpinus 葉 ヘ ン グ レ 5/1 60. 6 246.0 306.6
tschonoskii)

メ ギ
花 ・ 葉 鳥観台 5/3 く2.94 6.2 6.2(Berberis thunbergii)

ホ ウ ノ キ
葉 開天台 5/3 3.4 17. 1 20. 5

(Magnolia obova ta)

プナ ニセヘ ン グ

(fagus crena ta)
葉 5/1 35. 7 14 1. 0 176. 7

レ

ブナ 実 （幼 ニセヘ ン グ
5/1 29.8 123. 0 152. 8

(fagus crena ta) 果） レ

-24-



資料1. 金華 山 の 地形概略 図

N 入
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資料2. 調 査 協 力 者 一 覧 （ 項 目 ご と に 五 十 音 順。 所属 等 は3 月 時 点 ）

• サル調査員 風張喜子 （ 北海道大学北方生物圏 フ ィ ール ド科学セ ン タ ー研究員）

川 添達朗 （京都大学理学研究科博士課程）

島 田 朋美 （ 帝京科学大学生命環境学部4 年生）

杉浦秀樹 （京都大学野生動物研究セ ン タ ー准教授）

鈴木淳 （東北野生動物保護管理セ ン タ ー研究補）

関健太郎 （東北野生動物保護管理セ ン タ ー研究員 ）

関澤麻伊紗 （総合研究大学院大学博士課程）

瀬戸秀穂 （東北野生動物保護管理セ ン タ ー調査員 ）

藤 田 志歩 （鹿児 島大学農学部准教授）

本多響子 （仙台市食 肉検査所職員）

三木清雅 （東北野生動物保護管理セ ン タ ー研究員 ）

涌井麻友子 （帝京科学大学生命環境学部2 年生）

• シカ 調査員 樋 口 尚子(NPO 法人生物多様性研究所あーすわーむ研究員 ）

• 帝京科学大学生命環境学部ア ニマルサイ エ ンス 学科学生実習

指導教員 島 田 将喜 （帝京科学大学生命環境学部講師）

薮田慎司 （帝京科学大学生命環境学部准教授）

風張喜子 （ 北海道大学北方生物圏 フ ィ ール ド科学セ ン タ ー研究員 ）

関湿麻伊紗 （総合研究大学院大学博士課程）

山 口 風子 （神奈川 県立奏野 ビ ジタ ーセ ン タ ー職員 ）

井上明 弘 （帝京科学大学生命環境学部3 年生）

小川博史 （帝京科学大学生命環境学部3 年生）

加藤晋吾 （帝京科学大学生命環境学部2 年生）

島 田 朋美 （帝京科学大学生命環境学部4 年生）

内藤将 （帝京科学大学生命環境学部修士2 年生）

実習生 伊藤夏梨 小野譲史 坂本美佐子 豊川春香

(2 年生） 井上 る い 笠原卓寛 清水舞佳 永井玄

上野楓 工藤彩華 関 口 和世 古橋藍

小澤史歩 齊藤里佳 田 辺暢哉
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