
はじめに

自然環境を保全するには, 生物の生息・生育環境

を, その種類, 面積, 構造などについて多角的に分

析し, その結果を実際に応用してゆくことが必要で

ある (Meffe & Carroll 1994). 鳥類においても環

境の違いによって生息する種数や種構成は異なって

おり (たとえば藤巻 1970, 1981, 村井・樋口 1988,

柳町・鈴川 1995, 納村・大迫 1995, 柳町 1996),

これらを調査することによって, それらの種の生息

のための条件を明らかにすることができる.

福井県の山地では, 伐採, 植林およびそれらに伴

う林道の開設が年々行なわれており, それらの改変

によって鳥類相が変化している (たとえば八田・大

迫 1996). その変化や影響を分析するためには, あ

まり人為の加わっていない環境での記録が比較資料

となり得る. 福井県大野市の平家平は, 極相林の存
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図1. 平家平の範囲 (波線内) と調査定線・定点.
─── ：定線センサス, ●：定点観察, ■：定点捕獲

Fig. 1. Study area, and routes for line census and sites for observation and capture.
─── ：line census, ●：point observation, ■：capture



在する比較的良好な自然環境が残されており (福井

県自然環境保全調査研究会 1985), 市によって保全

されてゆく予定の場所である. ここで, 1997年度か

ら1999年度の3年間に, 生息する鳥類の種と密度お

よび希少種の生息状況について調査を行なったので,

その結果を整理し平家平の鳥類相の特徴と保全につ

いてまとめてみた.

調査地と方法

調査は, 福井県大野市巣原21字外にある平家平

(35ﾟ49'30"N, 136ﾟ29'30"E) で行なった. 平家平は,

周囲を1,000m級の山々, たとえば南西に倉の又山

(標高1,215.6m), 南東に姥ケ岳 (標高1,453.6m) に

囲まれた, 標高620～1,240mの, 面積約196haの平坦

地である (図1). ここの植生は, ブナ原生林および

ブナ－ミズナラ林に優占される夏緑広葉樹林帯で,

ブナ ������������, ヒトツバカエデ ������������,
マルバマンサク �������������������������, オオ
バクロモジ ���������������������������, オオ
カメノキ ����������������, タムシバ �������������������, チシマザサ ��������������, エゾユズリ
ハ ������������� ���������� ������, ヒメモチ��������������, オクノカンスゲ �����������������,
ツルシキミ �������������������������������, ハ

イイヌツゲ �������������������, ウシカバ �������������などの日本海固有要素を含むオオバクロモ
ジ－ブナ群集の安定した極相林が存在している (福

井県自然環境保全調査研究会 1985).

鳥類相を明らかにするために, 調査地およびその

周辺にセンサスのための最大延長5,550mの調査定

線および観察のための5カ所と捕獲のための3カ所

(1カ所は観察も兼ねる) の計7カ所の調査定点を設

けた (図1).

調査は, 1997年の6～11月には, 定線センサスを3

日, 定点観察を6日, 定点捕獲を3日および任意観察

を7日の計11日をかけて行なった. また, 1998年の5

～11月と1999年2月16日には, 定線センサスを5日,

定点観察を7日, 定点捕獲を26日および任意観察を

31日の計33日をかけて行なった. そして, 1999年の

4～11月には, 定点捕獲を26日および任意観察を12

日の計26日をかけて行なった (表1).

定線センサスでは, 約1.5㎞／時の速度で歩き片

側約25mの範囲に出現した種と個体数を, 定点観察

では, 最大半径約2,000mの範囲に出現した種と繁

殖状況を, 定点捕獲では捕獲された種を, 任意観察

では出現した種をそれぞれ記録した. 営巣, 育雛,

巣立ち後の幼鳥を確認した場合に繁殖していると判

断した.
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表1. 福井県大野市平家平での鳥類相の調査方法と調査日時.
Table 1. Dates and methods for study of the avifauna at the Heikedaira area, Ono City, Fukui.
a) 1997年度

b) 1998年度

調査方法

月 日

6月 7月 8月 9月 10月 11月

11日 6日 23日 13日 9日 19日 20日 2日 3日 19日 21日

定線センサス 04:55～08:50 05:10～08:45 08:00～11:30

定 点 観察 12:15～15:15 10:15～13:15 09:20～15:00 10:30～16:00 09:30～16:00 13:00～15:00

定 点 捕獲 06:00～12:30 18:00～24:00 00:00～16:30

任 意 観察 03:30～04:55 08:45～10:15 10:00～17:00 12:15～14:45 11:30～16:00 09:10～10:20 10:10～14:00

調査方法

月 日

5月 6月 7月 8月

3日 4日 5日 8日 22日 4日 12日 13日 11日 12日 23日

定線センサス 05:55～07:30 09:23～10:18 06:13～09:12

定 点 観察
06:30～18:00

19:30～22:00

16:00～18:30 11:50～17:50 22:30～24:00

定 点 捕獲 05:30～21:30 05:30～13:00 17:00～24:00 05:30～10:30 17:00～24:00 05:00～12:30 17:00～21:00

任 意 観察 06:00～19:00 06:30～24:00 05:30～13:00 11:50～11:50 06:30～11:02 17:00～24:00 05:30～18:00 06:13～22:30 05:00～13:30 17:00～21:00



なお, センサスと観察は, 8倍の双眼鏡と20倍ま

たは40倍の望遠鏡を用いて, 捕獲は, 36メッシュの

12mのカスミ網を一列に計5～10枚を, 1998年と1999

年には, さらに20mの1枚を張って行なった.

結 果

記録された種と学名は表2にまとめてある.

1. 記録種とその希少性

定線センサスで計7目21科50種, 定点観察で計10

目20科45種, 定点捕獲で計3目16科44種および任意

観察で計10目26科71種の合計11目27科82種の鳥類が

記録された (表2). 記録された種のほとんどは, 低

山帯の森林を主な生息地とする鳥類であったが, 亜

高山帯を繁殖地とするビンズイ, カヤクグリ, コマ

ドリ, ルリビタキ, メボソムシクイ, サメビタキと

ホシガラスも記録された.

記録された種のうち,環境省指定の ｢日本の絶滅

のおそれのある野生生物｣ (環境庁自然保護局野生

生物課 1998) の絶滅危惧ＩＢ類のクマタカ, イヌ

ワシ, 準絶滅危惧類のミサゴ, ハチクマ, ハイタカ
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表1. 福井県大野市平家平での鳥類相の調査方法と調査日時 (続き).
Table 1. Dates and methods for study of the avifauna at the Heikedaira area, Ono City, Fukui (continued).
b) 1998年度 (続き)

調査方法

月 日

9月 10月

24日 25日 26日 27日 28日 29日 11日 12日 13日 14日 19日

定線センサス 06:33～08:56

定 点 観察 10:10～10:40

定 点 捕獲 06:00～17:00 17:00～20:00 05:30～22:00 05:30～19:00 06:00～21:00 06:20～15:15 17:30～21:00 06:00～17:30 06:30～17:00 17:00～18:00

任 意 観察 06:00～17:00 16:00～20:00 05:30～22:00 05:30～19:00 06:00～21:00 06:20～15:15 08:56～12:00 17:30～21:00 06:00～17:30 06:30～17:00 17:00～18:00

調査方法

月 日

10月 11月 2月

20日 21日 29日 30日 31日 9日 13日 14日 15日 16日 16日

定線センサス 07:30～09:52

定 点 観察 11:54～15:07

定 点 捕獲 06:00～20:00 02:30～16:00 17:00～20:00 07:00～17:30 05:30～12:00 15:00～21:00 05:30～21:00 07:00～21:00 07:00～17:30

任 意 観察 06:00～20:00 02:30～16:30 17:00～20:00 07:00～17:30 05:30～12:00 11:30～16:30 09:52～21:00 05:30～21:00 07:00～21:00 07:00～17:30 13:35～15:35

調査方法

月 日

4月 5月 6月 7月 8月

29日 30日 1日 2日 3日 5日 6日 8日 9日 10日 6日

定点捕獲 16:00～24:00 00:00～24:00 00:00～24:00 00:00～24:00 00:00～18:00 15:30～24:00 00:00～12:15 17:30～24:00 00:00～24:00 00:00～13:30 16:00～24:00

任 意 観察 16:00～24:00 00:00～24:00 00:00～24:00 00:00～24:00 00:00～18:00 15:30～24:00 00:00～12:15 17:30～24:00 00:00～24:00 00:00～13:30 16:00～24:00

調査方法

月 日

8月 9月 10月

7日 8日 13日 14日 2日 3日 7日 8日 9日 29日 30日

定 点捕獲 00:00～24:00 00:00～18:30 14:45～24:00 00:00～18:15 15:00～18:00 06:30～11:30 16:30～24:00 00:00～24:00 00:00～18:00 16:30～24:00 00:00～24:00

任 意 観察 00:00～24:00 00:00～18:30 14:45～24:00 00:00～18:15 15:00～18:00 06:30～11:30 16:30～24:00 00:00～24:00 00:00～18:00 16:30～24:00 00:00～24:00

調査方法

月 日

10月 11月

31日 7日 8日 9日

定点捕獲 00:00～13:00 16:00～24:00 00:00～18:00 05:00～12:30

任 意 観察 00:00～13:00 16:00～24:00 00:00～18:00 05:00～12:30

c) 1999年度
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表2. 福井県大野市平家平で記録された鳥類のリスト.
Table 2. List of birds recorded at the Heikedaira area, Ono City, Fukui.

1:環境省による, 絶滅の程度に関する日本でのランク (1998年現在).
2:環境省の ｢絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律｣ による福井県での指定 (1998年現在).
3:文化庁の ｢文化財保護法｣ による福井県での指定 (1998年現在).
4: ( ) は範囲外で記録された種.

目 科 種 名 学 名 希 少 性 繁殖 記 録 方 法
Order Family Species Scientific name レッドリスト1 種の保存法2 文化財保護法3 定線センサス4 定点観察 定点捕獲 任意観察
ｶﾓ ｶﾓ ﾏｶﾞﾓ ����������������� ○
ﾀｶ ﾀｶ ﾐｻｺﾞ ���������������� 準絶滅危惧 ○

ﾊﾁｸﾏ �������������� 準絶滅危惧 ○
ﾄﾋﾞ ������������� ○ ○
ﾊｲﾀｶ �������������� 準絶滅危惧 ○ ○
ﾉｽﾘ ���������� ○ ○
ｻｼﾊﾞ ��������������� (○) ○ ○
ｸﾏﾀｶ ������������������� 絶滅危惧IB 指 定 ○ ○
ｲﾇﾜｼ ���������������� 絶滅危惧IB 指 定 天然記念物 ○

ｷｼﾞ ｷｼﾞ ﾔﾏﾄﾞﾘ ���������������������� ○ ○ ○ ○
ﾊﾄ ﾊﾄ ｷｼﾞﾊﾞﾄ ���������������������� ○ ○

ｱｵﾊﾞﾄ ������������������ ○ ○ ○
ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ ｼﾞｭｳｲﾁ ������������ ○ ○ ○

ｶｯｺｳ �������������� (○) ○ ○
ﾂﾂﾄﾞﾘ ���������������� ○ ○
ﾎﾄﾄｷﾞｽ �������������������� ○ ○ ○

ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ ｺﾉﾊｽﾞｸ ��������� ○ ○
ｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ ����������� ○

ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ ������������������ ○ ○
ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ﾊﾘｵｱﾏﾂﾊﾞﾒ ������������������� ○ ○

ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ������������� ○
ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ﾔﾏｾﾐ �������������� ○
ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｱｵｹﾞﾗ ������������ ○ ○ ○ ○

ｵｵｱｶｹﾞﾗ ������������������� ○ ○
ｱｶｹﾞﾗ ���������������� ○ ○ ○ ○ ○
ｺｹﾞﾗ ����������������� ○ ○ ○

ｽｽﾞﾒ ﾂﾊﾞﾒ ｲﾜﾂﾊﾞﾒ �������������� ○ ○
ﾂﾊﾞﾒ �������������� ○

ｾｷﾚｲ ｷｾｷﾚｲ ���������������� ○ ○
ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ ���������������� ○
ﾋﾞﾝｽﾞｲ �������������� ○ ○

ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾋﾖﾄﾞﾘ ������������������� ○ ○ ○ ○
ﾓｽﾞ ﾓｽﾞ ���������������� ○ ○ ○
ｶﾜｶﾞﾗｽ ｶﾜｶﾞﾗｽ ��������������� ○
ﾐｿｻｻﾞｲ ﾐｿｻｻﾞｲ ���������������������� ○ ○ ○ ○
ｲﾜﾋﾊﾞﾘ ｶﾔｸｸﾞﾘ �������������� ○ ○
ﾂｸﾞﾐ ｺﾏﾄﾞﾘ ���������������� ○ ○ ○

ﾉｺﾞﾏ ���������������� ○
ｺﾙﾘ �������������� ○ ○ ○ ○
ﾙﾘﾋﾞﾀｷ ���������������� ○ ○ ○ ○
ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ ������������������� ○
ﾏﾐｼﾞﾛ ��������������� ○ ○ ○ ○
ﾄﾗﾂｸﾞﾐ ������������� ○ ○
ｸﾛﾂｸﾞﾐ ������������ ○ ○ ○ ○
ｼﾛﾊﾗ �������������� ○ ○ ○
ﾏﾐﾁｬｼﾞﾅｲ �������������� ○ ○ ○
ﾂｸﾞﾐ �������������� ○ ○ ○ ○

ｳｸﾞｲｽ ﾔﾌﾞｻﾒ �������������������� ○ ○ ○
ｳｸﾞｲｽ ������������� ○ ○ ○ ○
ﾒﾎﾞｿﾑｼｸｲ �������������������� ○ ○ ○ ○
ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ ��������������������� ○ ○ ○
ｴｿﾞﾑｼｸｲ ����������������������� ○ ○
ｷｸｲﾀﾀﾞｷ �������������� ○

ﾋﾀｷ ｷﾋﾞﾀｷ ������������������ ○ ○
ﾑｷﾞﾏｷ ���������������� ○
ｵｵﾙﾘ ��������������������� ○ ○ ○ ○
ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ ����������������� ○ ○
ｻﾒﾋﾞﾀｷ ����������������� ○
ｴｿﾞﾋﾞﾀｷ ��������������������� ○ ○

ｴﾅｶﾞ ｴﾅｶﾞ ������������������ ○ ○ ○ ○
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ｺｶﾞﾗ ������������� ○ ○ ○ ○ ○

ﾋｶﾞﾗ ��������� ○ ○ ○ ○ ○
ﾔﾏｶﾞﾗ ����������� ○ ○ ○ ○ ○
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ���������� ○ ○ ○ ○ ○

ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ ������������� ○ ○ ○ ○ ○
ﾒｼﾞﾛ ﾒｼﾞﾛ ������������������ ○ ○ ○
ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ ��������������� ○ ○ ○ ○ ○

ｶｼﾗﾀﾞｶ ��������������� ○ ○ ○
ﾐﾔﾏﾎｵｼﾞﾛ ��������������� ○
ｱｵｼﾞ �������������������� ○ ○
ﾉｼﾞｺ ������������������ 準絶滅危惧 ？
ｸﾛｼﾞ ������������������ ○ ○ ○

ｱﾄﾘ ｱﾄﾘ ����������������������� ○ ○ ○ ○
ﾊｷﾞﾏｼｺ ����������������� ○
ｶﾜﾗﾋﾜ ��������������� ○ ○
ﾏﾋﾜ ��������������� ○ ○
ﾍﾞﾆﾏｼｺ ��������������� ○ ○ ○
ｳｿ ���������������� ○ ○ ○ ○
ｲｶﾙ ���������������� ○ ○ ○ ○

ｶﾗｽ ｶｹｽ ������������������ ○ ○ ○ ○
ﾎｼｶﾞﾗｽ ���������������������� ○ ○
ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ ������������ ○
ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ ������������������� ○ (○) ○ ○

11目 27科 82種 6種 2種 1種 9種 50種 45種 44種 71種
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表3. 福井県大野市平家平で記録された鳥類の季節変化.
Table 3. Seasonal change in the bird species recorded at the Heikedaira, Ono City, Fukui.
目 科 種 名 学 名 調査月と (調査日数)

2月
(1)

4月
(2)

5月
(8)

6月
(6)

7月
(6)

8月
(6)

9月
(8)

10月
(20)

11月
(11)Order Family Species Scientific name

ｶﾓ ｶﾓ ﾏｶﾞﾓ ����������������� ○
ﾀｶ ﾀｶ ﾐｻｺﾞ ���������������� ○

ﾊﾁｸﾏ �������������� ○
ﾄﾋﾞ ������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾊｲﾀｶ �������������� ○ ○ ○
ﾉｽﾘ ���������� ○ ○
ｻｼﾊﾞ ��������������� ○ ○ ○ ○
ｸﾏﾀｶ ������������������� ○ ○ ○ ○ ○
ｲﾇﾜｼ ���������������� ○

ｷｼﾞ ｷｼﾞ ﾔﾏﾄﾞﾘ ���������������������� ○ ○ ○ ○ ○
ﾊﾄ ﾊﾄ ｷｼﾞﾊﾞﾄ ���������������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｱｵﾊﾞﾄ ������������������ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ ｼﾞｭｳｲﾁ ������������ ○ ○

ｶｯｺｳ �������������� ○ ○ ○
ﾂﾂﾄﾞﾘ ���������������� ○ ○
ﾎﾄﾄｷﾞｽ �������������������� ○ ○

ﾌｸﾛｳ ﾌｸﾛｳ ｺﾉﾊｽﾞｸ ��������� ○ ○
ｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ ����������� ○ ○

ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ ������������������ ○ ○ ○
ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ﾊﾘｵｱﾏﾂﾊﾞﾒ ������������������� ○

ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ������������� ○
ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ﾔﾏｾﾐ �������������� ○
ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｱｵｹﾞﾗ ������������ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｵｵｱｶｹﾞﾗ ������������������� ○ ○ ○ ○ ○
ｱｶｹﾞﾗ ���������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｺｹﾞﾗ ����������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｽｽﾞﾒ ﾂﾊﾞﾒ ｲﾜﾂﾊﾞﾒ �������������� ○ ○ ○ ○ ○
ﾂﾊﾞﾒ �������������� ○

ｾｷﾚｲ ｷｾｷﾚｲ ���������������� ○ ○ ○
ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ ���������������� ○
ﾋﾞﾝｽﾞｲ �������������� ○ ○ ○ ○

ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾋﾖﾄﾞﾘ ������������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾓｽﾞ ﾓｽﾞ ���������������� ○ ○ ○ ○
ｶﾜｶﾞﾗｽ ｶﾜｶﾞﾗｽ ��������������� ○ ○
ﾐｿｻｻﾞｲ ﾐｿｻｻﾞｲ ���������������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｲﾜﾋﾊﾞﾘ ｶﾔｸｸﾞﾘ �������������� ○ ○
ﾂｸﾞﾐ ｺﾏﾄﾞﾘ ���������������� ○ ○ ○ ○ ○

ﾉｺﾞﾏ ���������������� ○
ｺﾙﾘ �������������� ○ ○ ○ ○ ○
ﾙﾘﾋﾞﾀｷ ���������������� ○ ○ ○ ○
ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ ������������������� ○
ﾏﾐｼﾞﾛ ��������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾄﾗﾂｸﾞﾐ ������������� ○ ○ ○ ○ ○
ｸﾛﾂｸﾞﾐ ������������ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｼﾛﾊﾗ �������������� ○ ○ ○
ﾏﾐﾁｬｼﾞﾅｲ �������������� ○ ○
ﾂｸﾞﾐ �������������� ○ ○ ○ ○

ｳｸﾞｲｽ ﾔﾌﾞｻﾒ ����������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｳｸﾞｲｽ ������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾒﾎﾞｿﾑｼｸｲ �������������������� ○ ○ ○
ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ ��������������������� ○ ○ ○
ｴｿﾞﾑｼｸｲ ����������������������� ○
ｷｸｲﾀﾀﾞｷ �������������� ○

ﾋﾀｷ ｷﾋﾞﾀｷ ������������������ ○ ○ ○
ﾑｷﾞﾏｷ ���������������� ○
ｵｵﾙﾘ ��������������������� ○ ○ ○ ○ ○
ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ ����������������� ○
ｻﾒﾋﾞﾀｷ ����������������� ○
ｴｿﾞﾋﾞﾀｷ ��������������������� ○

ｴﾅｶﾞ ｴﾅｶﾞ ������������������ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ｺｶﾞﾗ ������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾋｶﾞﾗ ��������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾔﾏｶﾞﾗ ����������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ���������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ ������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾒｼﾞﾛ ﾒｼﾞﾛ ������������������ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ ��������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｶｼﾗﾀﾞｶ ��������������� ○
ﾐﾔﾏﾎｵｼﾞﾛ ��������������� ○
ｱｵｼﾞ �������������������� ○ ○ ○
ﾉｼﾞｺ ������������������ ？
ｸﾛｼﾞ ������������������ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｱﾄﾘ ｱﾄﾘ ����������������������� ○ ○ ○
ﾊｷﾞﾏｼｺ ����������������� ○
ｶﾜﾗﾋﾜ ��������������� ○ ○
ﾏﾋﾜ ��������������� ○ ○
ﾍﾞﾆﾏｼｺ ��������������� ○ ○ ○
ｳｿ ���������������� ○ ○ ？ ○ ○
ｲｶﾙ ���������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｶﾗｽ ｶｹｽ ������������������ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾎｼｶﾞﾗｽ ���������������������� ○ ○
ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ ������������ ○
ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ ������������������� ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

合計種数 1 36 55 41 36 31 29 50 41
種数／日 1.0 18.0 6.9 6.8 6.0 5.2 4.3 2.7 3.7



が記録され, 準絶滅危惧類のノジコらしい鳥も観察

された. これらの種のうちクマタカ, イヌワシは,

環境省の指定する国内希少野生動植物種であり, さ

らにイヌワシは文化庁の指定する天然記念物でもあ

る. また, 日本において福井県がその種の主な繁殖

地の西限にあたる種 (上木 1999) として, ビンズ

イ, カヤクグリ, マミジロ, クロジ, ウソ, ホシガ

ラスが記録された. 中でも, ホシガラスは, 福井県

では記録の少ない種である (福井県自然環境保全調

査研究会鳥獣部会 1998) が, 3年間, 毎年, 観察さ

れた.

当地で繁殖の確認された種は, ヤマドリ, アカゲ

ラ, コガラ, ヒガラ, ヤマガラ, シジュウカラ, ゴ

ジュウカラ, ホオジロ, ハシブトガラスであった

(表2) が, 夏期に記録された他の種も, なかでもク

ロジはその可能性が高い.

2. ワシタカ類の生息と繁殖行動

1997年度の全調査期間には計4種のワシタカ類が

記録された (表2). 最も頻繁に観察されたのはサシ

バで, 1997年8月23日, 9月13日, 10月9日に記録さ

れた. その他は1～2日だけ観察されただけで, ハイ

タカは10月9日と11月3日, ノスリは11月3日, トビ

は11月3日に記録された. いずれも造巣, 交尾, 給

餌などの繁殖行動は確認されなかった.

1998年度の全調査期間には計6種のワシタカ類が

記録された (表2). 最も頻繁に観察されたのはトビ

で, その他は1～2日だけ観察されただけであった.

ミサゴは, 上空を舞っており, その本来の生息環境

から判断して移動の途中であったと考えられる. ク

マタカは, 1998年5月22日に亜成鳥が, 6月4日, 11

月9日には成鳥が調査地内を通過または帆翔するの

が, また, 1999年2月16日には平家平への入り口の

雲川の北斜面で交尾らしき行動が観察された. 繁殖

行動および繁殖期の出現より調査地内またはその周

辺で繁殖している可能性が高い.

1999年度の全調査期間には計7種のワシタカ類が

記録された (表2). 最も頻繁に観察されたのはトビ

とクマカタで, その他は1～2日だけ観察されただけ

であった. ハチクマは1999年5月2日と3日, ハイタ

カは5月1日と11月9日, ノスリは4月30日, サシバは

5月1日, 8月8日, クマタカは5月1日と2日, 6月6日

および10月30日, イヌワシは5月1日と2日に記録さ

れた. いずれも造巣, 交尾, 給餌などの繁殖行動は

確認されなかった.

3. 観察時期

多くの種の繁殖期である6～７月と越冬期である

11月の両期とも記録された種は, トビ, ヤマドリ,

アオバト, アオゲラ, アカゲラ, コゲラ, ヒヨドリ,

カワガラス, ミソサザイ, ウグイス, エナガ, コガ

ラ, ヒガラ, ヤマガラ, シジュウカラ, ゴジュウカ

ラ, ホオジロ, ウソ, イカル, カケス, ハシブトガ

ラスで (表3), これらの多くは, 調査地で周年, 生

息していると考えられる. 渡りの時期を除いて, 5

月末～8月の夏期にのみ記録された種は, サシバ,

キジバト, ジュウイチ, カッコウ, ツツドリ, ホト

トギス, コノハズク, ヨタカ, イワツバメ, ツバメ,

キセキレイ, ビンズイ, コルリ, マミジロ, トラツ

グミ, クロツグミ, ヤブサメ, センダイムシクイ,

キビタキ, オオルリ, メジロ, クロジ, イカルであ

り (表3), これらの多くは, 調査地では夏鳥と考え

られる. また, 5月初めまで, または10月終わり以

降に記録された種は, マガモ, ミサゴ, ノスリ, オ

オコノハズク, カヤクグリ, ルリビタキ, ジョウビ

タキ, シロハラ, マミチャジナイ, ツグミ, キクイ

タダキ, カシラダカ, ミヤマホオジロ, アトリ, ハ

ギマシコ, カワラヒワ, マヒワ, ベニマシコ, ホシ

ガラスで (表3), これらの多くは, 調査地では冬鳥

と考えられる.

4. 観察密度

観察密度の高い種は, 春夏期にはミソサザイ, コ

ルリ, ウグイス, ヒガラ, シジュウカラ, ホオジロ

などで, 秋冬期にはヒヨドリ, コガラ, アトリ, マ

ヒワなどであった (表4).

1997年11月の調査で, 網場近くの定点においてア

トリの850～1,500羽, マヒワの20～50羽, ツグミの

約30羽の群れが観察された. 1998年9月25日の調査

では, ブナ林の近くの定点において, 10:10～10:40

の短時間に断続的に計460羽のカケスの移動が, 網

場近くの定点において100羽以上のイワツバメの群

れが観察された. また, 10月21日の調査でも, 網場

近くの定点において約500羽のアトリが観察された.

つまり, 調査地が秋期の渡りのコースになっていた.
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考 察

平家平の, 鳥類相の特徴と保全

3年間の調査で, 平家平で記録された鳥類は計11

目27科82種であった (表2). この種数は, 福井県で

記録されている18目63科317種 (福井県自然環境保

全調査研究会鳥獣部会 1998) の鳥類の25.9%, 奥

越地方 (和泉村, 大野市, 勝山市) で記録されてい

る14目36科127種 (福井県高等学校教育研究会理科

部会 1970, 福井県鳥獣保護センター友の会 1983,

福井県自然環境保全調査研究会 1985, 福井県 1989,

大迫 1992, 1994, 1997, 福井県自然保護センター

1993, 1995a, 1995b, 1996, 大迫・中井 1997) の

64.6%が記録されたことになる. 生態系ピラミッド

の上位に位置するワシタカ類が計8種も記録された

こと (表2) も含め, 当地の鳥類相は種数が多いと

いえる.

当地は標高620～1,240m (図1) の低山帯である

ため, 記録された鳥類の多くはそこに生息する種で

あったが, 亜高山帯を繁殖地とするビンズイ, カヤ

クグリ, コマドリ, ルリビタキ, メボソムシクイ,

サメビタキとホシガラスも記録された. そのうちビ

ンズイ, メボソムシクイは, 6～7月にも観察された

ことより繁殖している可能性がある. また, イヌワ

シは福井県で生息・繁殖しているものの深山の山岳

地を主な生息地とする密度の低い種である (福井県

自然環境保全調査研究会鳥獣部会 1998). さらに,

繁殖期の6～7月に観察密度の高い種が, ミソサザイ,

コルリ, ウグイス, ヒガラ, シジュウカラ, ホオジ

ロなどであったこと (表4) は, 当地の鳥類相は,

広葉樹林性と針葉樹林性の両方の要素が備わってい

る (福井県自然環境保全調査研究会鳥獣部会 1998).

つまり, 平家平の鳥類相は, 低山性と亜高山性, 深

山性, 広葉樹林性と針葉樹林性の種が生息し, 多様

性が高いといえる.

当地において, 鳥類相の多様性が高く, また, 全

国または福井県における希少な種が, ミサゴ, ハチ

クマ, ハイタカ, クマタカ, イヌワシ, ビンズイ,

マミジロ, ノジコ (？), クロジ, ウソの計9種また

は10種も記録されたことは, 当地の現在の環境を保

全することが望まれる. 具体的には, 改変は極力行

なわないこと, 高木は残すこと, 自動車の乗り入れ

を制限することなどは継続されるべきであろう.

また, 本県では海岸部に近い西部に位置する丹生

山地が鳥類の秋期の渡りのコースとして知られてい
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表4. 福井県大野市平家平で観察された鳥類の観察密度 (羽/ha).
Table 4. Observation density (birds/ha) of the bird species recorded at the Heikedaira, Ono City, Fukui.
ａ) 1997年度

目 科 種 名 学 名 月 日
6月 7月 11月

Order Family Species Scientific name 11日 6日 19日
ﾊﾄ ﾊﾄ ｷｼﾞﾊﾞﾄ ���������������������� 0.11 0.04

ｱｵﾊﾞﾄ ������������������ 0.04 0.04
ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ ｼﾞｭｳｲﾁ ������������ 0.07

ﾂﾂﾄﾞﾘ ���������������� 0.04
ﾎﾄﾄｷﾞｽ �������������������� 0.07 0.04

ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｱｵｹﾞﾗ ������������ 0.04 0.07 0.07
ｱｶｹﾞﾗ ���������������� 0.11 0.04
ｺｹﾞﾗ ����������������� 0.04 0.14 0.04

ｽｽﾞﾒ ｾｷﾚｲ ﾋﾞﾝｽﾞｲ �������������� 0.04 0.04
ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾋﾖﾄﾞﾘ ������������������� 0.14 0.22
ﾐｿｻｻﾞｲ ﾐｿｻｻﾞｲ ���������������������� 0.32 0.47
ﾂｸﾞﾐ ｺﾙﾘ �������������� 0.54

ﾏﾐｼﾞﾛ ��������������� 0.14 0.07
ｸﾛﾂｸﾞﾐ ������������ 0.07
ﾂｸﾞﾐ �������������� 0.11

ｳｸﾞｲｽ ﾔﾌﾞｻﾒ �������������������� 0.18 0.07
ｳｸﾞｲｽ ������������� 0.36 0.47
ﾒﾎﾞｿﾑｼｸｲ �������������������� 0.04
ｷｸｲﾀﾀﾞｷ �������������� 0.04

ﾋﾀｷ ｵｵﾙﾘ ��������������������� 0.25 0.11
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ｺｶﾞﾗ ������������� 0.04 0.22 0.36

ﾋｶﾞﾗ ��������� 0.32 0.40 0.07
ﾔﾏｶﾞﾗ ����������� 0.11 0.04
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ���������� 0.36 0.50 0.04

ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ ������������� 0.11 0.04 0.07
ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ ��������������� 0.36 0.47
ｱﾄﾘ ｱﾄﾘ ����������������������� 0.04

ﾏﾋﾜ ��������������� 3.53
ｳｿ ���������������� 0.07 0.18
ｲｶﾙ ���������������� 0.07 0.04

ｶﾗｽ ｶｹｽ ������������������ 0.11 0.04

4種 14科 31種 25種 20種 14種



る (安部ほか 1978) が, 内陸部である東部での大

きなコースは知られていない. 今回の調査から, 当

地はアトリ, マヒワ, ツグミ類, カケスなどの渡り

の移動コースであることが判明した. 全国で行なわ

れている標識調査によって蓄積されたデータは, 鳥

類, 特に渡り鳥の保護のために解析・利用されてい

る (山階鳥類研究所 1996). つまり, 当地において

希少種や渡り鳥の調査を継続することと, そのため

の施設を造ることが求められる.
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要 約

1997～1999年度の3月を除く2月から11月まで, 福

井県大野市の平家平において鳥類相とその生息状況

について調査を行なった. 定線センサス, 定点観察,

定点捕獲および任意観察の計70日の調査で, 8種の

ワシタカ類を含む計11目27科82種の鳥類が記録され

た. そのほとんどは低山帯の森林を主な生息地とす

る鳥類であったが, 亜高山帯を繁殖地とする種も記

録された. また, 環境省指定の ｢日本の絶滅のおそ

れのある野生生物｣ の絶滅危惧ＩＢ類のクマタカ,

イヌワシ, 準絶滅危惧のミサゴ, ハチクマ, ハイタ
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表4. 福井県大野市平家平で観察された鳥類の観察密度 (羽/ha) (続き).
Table 4. Observation density (birds/ha) of the bird species recorded at the Heikedaira, Ono City, Fukui

(continued).
b) 1998年度

目 科 種 名 学 名 月 日
5月 6月 7月 10月 11月

Order Family Species Scientific name 4日 4日 11日 24日 13日
ｷｼﾞ ｷｼﾞ ﾔﾏﾄﾞﾘ ���������������������� 0.08 0.08 0.08
ﾊﾄ ﾊﾄ ｷｼﾞﾊﾞﾄ ���������������������� 0.04 0.08
ﾎﾄﾄｷﾞｽ ﾎﾄﾄｷﾞｽ ｼﾞｭｳｲﾁ ������������ 0.15

ﾂﾂﾄﾞﾘ ���������������� 0.04
ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ｱﾏﾂﾊﾞﾒ ﾊﾘｵｱﾏﾂﾊﾞﾒ ������������������� 0.08
ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｱｵｹﾞﾗ ������������ 0.12 0.04 0.16

ｱｶｹﾞﾗ ���������������� 0.04 0.08 0.04 0.08
ｺｹﾞﾗ ����������������� 0.04 0.08 0.08 0.08
ｷﾂﾂｷ類�� 0.04

ｽｽﾞﾒ ﾂﾊﾞﾒ ｲﾜﾂﾊﾞﾒ �������������� 0.12 0.27
ｾｷﾚｲ ｷｾｷﾚｲ ���������������� 0.04

ﾋﾞﾝｽﾞｲ �������������� 0.04
ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾋﾖﾄﾞﾘ ������������������� 0.47 0.27 0.04 0.78
ﾓｽﾞ ﾓｽﾞ ���������������� 0.04 0.08
ﾐｿｻｻﾞｲ ﾐｿｻｻﾞｲ ���������������������� 0.27 0.23 0.20 0.04 0.04
ﾂｸﾞﾐ ｺﾏﾄﾞﾘ ���������������� 0.04

ｺﾙﾘ �������������� 0.08 0.04
ﾙﾘﾋﾞﾀｷ ���������������� 0.12
ﾏﾐｼﾞﾛ ��������������� 0.31 0.08 0.12 0.04
ｸﾛﾂｸﾞﾐ ������������ 0.08 0.12
ﾂｸﾞﾐ �������������� 0.63
ﾂｸﾞﾐ類�� 0.08 0.35

ｳｸﾞｲｽ ﾔﾌﾞｻﾒ �������������������� 0.04 0.16
ｳｸﾞｲｽ ������������� 0.31 0.23 0.20 0.24
ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ ��������������������� 0.04

ﾋﾀｷ ｵｵﾙﾘ ��������������������� 0.08 0.08 0.04
ｴﾅｶﾞ ｴﾅｶﾞ ������������������ 0.20 0.08
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ｺｶﾞﾗ ������������� 0.04 0.08 0.16 0.51 0.12

ﾋｶﾞﾗ ��������� 0.51 0.23 0.35 0.08 0.16
ﾔﾏｶﾞﾗ ����������� 0.04 0.04 0.08
ｼｼﾞｭｳｶﾗ ���������� 0.55 0.31 0.63 0.43 0.04

ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ ｺﾞｼﾞｭｳｶﾗ ������������� 0.08 0.08 0.08
ﾒｼﾞﾛ ﾒｼﾞﾛ ������������������ 0.08 0.04 0.16
ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ ��������������� 0.51 0.08 0.39 0.27 0.08

ｶｼﾗﾀﾞｶ ��������������� 0.20
ｸﾛｼﾞ ������������������ 0.16 0.16

ｱﾄﾘ ｱﾄﾘ ����������������������� 0.75
ﾊｷﾞﾏｼｺ ����������������� 0.16
ｶﾜﾗﾋﾜ ��������������� 0.04 0.04
ﾍﾞﾆﾏｼｺ ��������������� 0.04
ｳｿ ���������������� 0.08 0.27
ｲｶﾙ ���������������� 0.12 0.43

ｶﾗｽ ｶｹｽ ������������������ 0.35 0.12 1.02
ﾎｼｶﾞﾗｽ ���������������������� 0.04

6種 20科 42種 26種 10種 25種 20種 21種



カ, ノジコ (？) が, 福井県が日本の繁殖地のほぼ

西限となるビンズイ, カヤクグリ, マミジロ, クロ

ジ, ウソ, ホシガラスが記録された. 繁殖の確認さ

れた種として計9種が, 留鳥として計21種が, 夏鳥

として計22種が, 冬鳥として計17種が記録された.

また, 観察密度の高い種は, 春夏期にはミソサザイ,

コルリ, ウグイス, ヒガラ, シジュウカラ, ホオジ

ロなどで, 秋冬期にはヒヨドリ, コガラ, アトリ,

マヒワなどであった. 秋期には, 渡りをするイワツ

バメ, ツグミ, アトリ, マヒワ, カケスの大きな群

れも観察された. 生態系ピラミッドの上位に位置す

るワシタカ類が計8種も記録されたこと, 低山性と

亜高山性, 深山性, 広葉樹林性と針葉樹林性の鳥類

が生息していることから, 当地の鳥類相は多様性が

高いといえる. そのため, 当地の現在の環境を保全

すること, 希少種や渡り鳥の調査を継続すること,

そのための施設を造ることが求められる.
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Avifauna and conservation in the Heikedaira area of Ono City, Fukui

Yoshito Ohsako１ and Manabu Mihara２

We studied the avifauna in the Heikedaira area, Ono City, Fukui, from fiscal 1997 to 1999, and

discussed their conservation in this area. A total of 82 species (belonging to 27 families in 11 orders)

were recorded by the methods of line census, point observation, and capture over a total of 70 days

from February to November. Of these, 8 species were Falconiformes. The majority of recorded species

were montane birds, and some other species were subalpine birds. We recorded Hodgson's Hawk-Eagles

and Golden Eagles, which are registered by the Ministry of the Environment as endangered species,

and Ospreys, Honey Buzzards, European Sparrow Hawks, and Japanese Yellow Buntings, which are

registered as near-threatened species. We also recorded Indian Tree Pipits, Japanese Accentors, Siberian

Thrushes, Grey Buntings, Bullfinches, and Nutcrackers, for which the westernmost breeding areas are

located in Fukui Prefecture. We recorded 9 species as breeding birds, 21 species as resident birds, 22

species as summer birds, and 17 species as winter birds. Predominant species during spring-summer

were Winter Wrens, Siberian Blue Robins, Bush Warblers, Coal Tits, Great Tits, and Siberian Meadow

Buntings; predominant species during autumn-winter were Brown-eared Bulbuls, Willow Tits, Bramblings,

and Siskins. Large flocks of migrating birds such as House Martins, Dusky Thrushes, Bramblings,

Siskins, and Jays were observed in autumn. The diversity of avifauna is high in the Heikedaira area

as shown by the recording of 8 species of Falconiformes birds and many species that inhabit different

biogeographical zones, such as montane and subalpine zones, and different habitats, such as dense

forests and broad- and needle-leaved forests. Therefore, a research center is needed in the Heikedaira

area for conservation and studies of the rare and migratory bird species.
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