
ケスタ＝侵食される速度の差によってできる波型の地形 

泥岩＝侵食されやすい

砂岩＝侵食されにくい

受け盤斜面＝地層の傾斜方向と斜面の傾斜方向が一致しない＝急斜面
流れ盤斜面＝地層の傾斜方向と斜面の傾斜方向が一致する　＝緩斜面

山頂の緩斜面＝讃岐山脈が隆起する前には、なだ
らかな丘陵状の地形が広がっていたが、讃岐山脈
の隆起に伴い、川が侵食して、山頂付近にのみ隆起
以前に形成された緩斜面が残っている。

地すべり＝もろくて柔らかい地層（泥岩）が
地震の影響でくずれる。

崖錐（がいすい）＝山の斜面の
岩が崩壊し、崩落した下部に
堆積物があつまってできる円
錐状の堆積地形。
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大
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新
聞

香
川
の
自
然
と
生
物
多
様
性
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
で
は
、県
内
各
地
に

あ
る
香
川
ら
し
い
自
然
の
姿
を
紹
介
し
、自
然
と
生
物
多
様
性
に
つ

い
て
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
作
成
し
て
お
り
ま
す
。 

大
川
山
は
、県
内
に
二
つ
あ
る
標
高
1
0
0
0
m
を
超
え
る
山
と

し
て
、大
滝
大
川
県
立
自
然
公
園
に
指
定
さ
れ
、県
内
で
も
森
閑
と

し
た
森
が
多
く
残
る
貴
重
な
場
所
で
す
。こ
の
自
然
環
境
の
中
、

様
々
な
生
態
系
ご
と
に
生
き
物
が
生
息
し
、多
様
な
生
態
系
を
作
り

出
し
て
い
ま
す
。 

本
冊
子
で
は
、山
中
で
見
ら
れ
る
生
き
物
を
と
り
ま
と
め
た
マ
ッ

プ
に
加
え
、山
の
見
ど
こ
ろ
・
魅
力
を
様
々
な
分
野
か
ら
伝
え
て
い

ま
す
。ま
た
、生
物
多
様
性
に
つ
い
て
も
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た

め
、地
形
・
地
質
の
な
り
た
ち
や
生
き
物
の
現
状
、森
と
の
関
係
な

ど
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

さ
あ
、ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
を
片
手
に
、香
川
の
自
然
の
中
に
出
か
け
、

自
然
や
生
き
物
を
観
察
し
、五
感
で
自
然
の
し
く
み
を
感
じ
て
み
ま

し
ょ
う
！ 
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【写真2】中寺廃寺跡の展望台から見た景色

【写真1】土器川の谷

【図1】地層が生み出す地形

大川山は、太古の海に降り積もった砂や泥が、地殻変動で地下深くに埋もれて固まり地層（和泉層群）となった後、再び地殻変動で隆起してできた讃岐山脈
の一部だ。そして、一続きだった讃岐山脈を長い時間をかけて削り取り、現在の大川山と竜王山に仕立てた川が、古吉野川・現土器川である（写真１を参照）。
このように生まれた山は様々な地形を作り出し、多様な生物を育んできた。つまり地殻変動は、私達に恩恵を与えてくれる生物多様性を生み出す原動力なのだ。

大
川
山
を
含
む
讃
岐
山
脈
を
構
成
す
る
地
層（
和
泉
層
群
）は
、も
と
も
と
は
海

底
に
堆
積
し
て
い
た
砂
や
泥
だ
。つ
ま
り
、本
来
は
水
平
な
地
層
と
な
る
は
ず
だ
っ

た
。し
か
し
、こ
の
地
層
は
地
下
深
く
に
埋
も
れ
て
い
た
際
、地
殻
変
動
で
東
西
か
ら

横
圧
力
が
か
か
り
、大
き
く
曲
げ
ら
れ
た
。そ
の
た
め
、大
川
山
の
地
層
は
水
平
で

は
な
く
傾
い
て
い
る
。こ
の
地
層
の
傾
斜
は
侵
食
さ
れ
る
速
度
の
差
で
生
じ
る
段
差

を
生
み
出
し
、そ
の
結
果
、地
形
に
変
化
を
も
た
ら
し
た（
図
１
を
参
照
）。そ
し
て
、

そ
こ
に
生
息・生
育
す
る
動
植
物
の
多
様
性
も
生
み
出
し
て
いっ
た（
大
川
山
の
植

物
、大
川
山
の
貝
類
を
参
照
）。

大
川
山
に
は
西
尾
根
の
標
高
6
0
0
か
ら
7
0
0ｍ

の
山
深
い
山
中
に
讃
岐
平
野
や
瀬
戸
内
海
を一望
で
き

る
中
寺
廃
寺
跡（
山
岳
の
大
寺
院
跡
）が
あ
る
。歴
史
的

価
値
か
ら
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、ネ
ッ
ト
上
で
は
中・

四
国
屈
指
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も
紹
介
さ
れ
て
い

る
。こ
の
場
所
は
図
１
で
示
し
た〝
流
れ
盤
斜
面
〞（
地
層

の
傾
斜
方
向
と
斜
面
の
傾
斜
方
向
が一致
す
る
斜
面
）で

斜
面
の
傾
斜
が
緩
や
か
で
あ
り
、ま
た
、こ
の一帯
は
中
央

構
造
線
も
し
く
は
讃
岐
山
脈
北
麓
の
活
断
層
地
震
に

よ
って
、も
ろ
く
て
柔
ら
か
い
地
層（
泥
岩
）が
く
ず
れ
て

地
す
べ
り
が
起
き
た
場
所
で
も
あ
る
。こ
の
こ
と
が
よ
り

一層
緩
や
か
な
傾
斜
地
を
生
み
出
し
、一方
、そ
の
北
側
に

は
、隆
起
し
た
讃
岐
山
脈
北
側
の
断
層
崖
が
形
成
さ
れ

た
こ
と
で
、県
内一の
絶
景
と
言
わ
れ
る
場
所
が
生
ま
れ
、

現
在
、展
望
台
が
設
置
さ
れ
訪
れ
る
人
々
を
魅
了
し
て

い
る
。し
か
し
、地
形
図
も
航
空
写
真
も
な
い
時
代
に
ど

の
よ
う
に
し
て
、こ
の
緩
斜
面
を
見
つ
け
出
し
、中
寺
を

建
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

大川山の なりたち

地
層
の
傾
き
が
生
み
出
す
、

地
形
と
生
物
の
多
様
性

地
層
の
傾
き
が
生
み
出
す
、

地
形
と
生
物
の
多
様
性

中
寺
廃
寺
跡
か
ら
の
展
望
は

な
ぜ
絶
景
な
の
か
？

中
寺
廃
寺
跡
か
ら
の
展
望
は

な
ぜ
絶
景
な
の
か
？

本来の嶺
大川山（点線以下の部分は、古吉野川と現土器川に侵食された）

土器川の谷

キクガラクサ ウスバヒョウタンボク

ホンシャクナゲ ナツツバキ

キヨタキシダ アオホラゴケ

琴
南
地
域
で
は
香
川
県
で
記
録
さ
れ
て
い
る
シ
ダ
植
物
の
約
7
0
%
が
生
育

し
て
い
る
。シ
ダ
植
物
は
湿
気
を
好
む
種
が
多
い
こ
と
か
ら
、香
川
県
内
で
こ
の
地

域
は
土
中
や
空
中
の
湿
度
が
高
い
環
境
に
あ
る
と
言
え
る
。乾
燥
し
た
瀬
戸
内

式
気
候
の
香
川
県
の
中
で
、こ
の
よ
う
な
環
境
に
あ
る
最
大
の
要
因
は
、讃
岐
山

脈
最
高
峰
の
竜
王
山
と
次
峰
の
大
川
山
の
影
響
で
、低
地
に
比
べて
降
雨
が
多
い

こ
と
で
あ
る
。さ
ら
に
、こ
れ
ら
標
高
1
0
0
0ｍ
級
の
山
々
の
間
の
稜
線
は
、琴

南
地
域
の
い
く
つ
も
の
谷
を
南
か
ら
囲
む
よ
う
に
位
置
し
、日
射
に
よ
る
乾
燥
を

防
い
で
い
る
。そ
れ
で
も
、四
国
の
他
県
と
比
べる
と
、シ
ダ
植
物
に
とって
は
湿
度

が
十
分
で
は
な
い
よ
う
だ
。例
え
ば
、琴
南
地
域
に
生
育
し
て
い
る
ナ
ガ
バ
ノ
イ
タ

チ
シ
ダ
やヘラ
シ
ダ
、ヌ
リ
ト
ラ
ノ
オ
、シ
シ
ラ
ン
は
四
国
の
他
県
で
は
森
林
内
で
よ

く
見
か
け
る
種
類
で
あ
る
が
、県
内
で
は
生
育
地
も
株
数
も
限
定
さ
れ
あ
ま
り
見

か
け
な
い
。特
に
ヌ
リ
ト
ラ
ノ
オ
と
シ
シ
ラ
ン
に
い
た
って
は
県
内
の
生
育
地
は
琴

南
地
域
の
み
で
株
数
も
わ
ず
か
で
あ
る
。シ
ダ
植
物
の
生
育
箇
所
や
生
育
状
態
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
谷
の
中
に
あ
る
地
形
条
件（
斜
面
の
向
き
や
勾
配
）と
気
象
条
件（
日

射
量
・
温
度
・
湿
度
・
気
流
）の
相
互
作
用
で
生
じ
る
環
境
に
よって
違
い
が
生

じ
る
。具
体
的
に
は
、同
じ
斜
面
の
中
で
も
、林
縁
、林
内
、崖
地
、沢
筋
に
よって
シ

ダ
の
種
類
や
生
育
状
態
が
異
な
る
。細
か
く
見
る
と
、斜
面
の
立
地
条
件（
沢
筋

か
ら
の
距
離
）や
位
置
条
件（
最
上
部
・
中
央
部
・
最
下
部
）、地
質
条
件（
岩
盤

層
・
風
化
土
）に
よって
も
シ
ダ
の
種
類
や
優
占
種
が
入
れ
替
わって
い
く
。大
川

山
の
地
層
が
生
み
出
し
た
変
化
に
富
ん
だ
斜
面
は
、様
々
な
微
気
象
環
境
を
生
み

出
し
、シ
ダ
植
物
の
多
様
性
を
生
み
出
し
て
い
る
。 

現
在
、香
川
県
で
は
4
6
2
種
の
植
物
が
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。そ
の
内
の
2
6
7
種（
5
7
．8
％
）の
指
定
要
因
が
、森
林

開
発（
開
発
や
岩
石
採
掘
等
に
よ
る
森
林
の
減
少
・
変
容
）や
、人
工

造
林（
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
林
の
造
林
に
よ
る
生
育
環
境
の
変
容
）だ
。こ
れ

ら
、森
林
に
生
育
す
る
絶
滅
危
惧
種
の
内
、ホ
ン
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
や
ナ
ツ
ツ

バ
キ
な
ど
8
7
種
が
大
川
山
を
含
む
讃
岐
山
脈
の
山
地
に
集
中
し
て

お
り
、こ
の
中
に
は
四
国
の
他
県
で
は
少
な
い
が
、讃
岐
山
脈
の
山
林
で

は
よ
く
見
か
け
る
キ
ク
ガ
ラ
ク
サ
や
ウ
ス
バ
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
ボ
ク
と
いっ
た

讃
岐
山
脈
を
特
徴
づ
け
る
種
も
含
ま
れ
る
。さ
ら
に
、絶
滅
危
惧
種
以

外
に
も
特
筆
す
べ
き
希
少
植
物（
も
と
も
と
株
数
が
大
変
少
な
い
種
な

ど
）が
琴
南
地
域
で
5
0
種
確
認
さ
れ
て
お
り
、こ
の
内
の
8
2
％
が

森
林
環
境
に
依
存
し
て
い
る
。そ
れ
ら
は
、林
床
や
林
縁
に
生
育
す
る

種
や
樹
木
に
着
生
す
る
種
な
ど
、樹
木
が
ま
と
ま
って
生
育
し
て
い
る

環
境
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
植
物
が
大
半
で
、つ
ま
り
、そ
れ
ら

の
植
物
は
他
の
植
物
と
共
生
し
て
い
る
。見
方
を
変
え
れ
ば
、希
少
種

を
支
え
て
い
る
の
は
普
通
種
で
あ
り
、普
通
種
が
多
く
生
育
し
て
い
る

こ
と
も
大
切
な
環
境
の一つ
な
の
だ
。な
お
、シ
ダ
植
物
は
自
然
林
よ
り

も
沢
筋
の
湿
っ
た
環
境
を
好
む
ス
ギ
林
と
の
相
性
が
良
い
種
が
多
く
、

よ
く
手
入
れ
さ
れ
た
ス
ギ
林
ほ
ど
種
類
が
豊
富
で
、群
落
を
形
成
す
る

こ
と
が
多
い
。つ
ま
り
、植
物
の
多
様
性
を
保
全
す
る
上
で
も
、造
林
地

に
お
け
る
適
切
な
間
伐
の
実
施
が
必
要
な
の
で
あ
る
。 

大川山を含む琴南地域では、香川県全体の約40％に相当する少なくとも983種の
維管束植物（シダ植物と種子植物）が確認されている。その内、絶滅のおそれの
ある種が133種含まれ、植物多様性の保全上重要な地域となっている。 

大川山 の植物

森
林
の
重
要
性
を
考
え
る

シ
ダ
植
物
か
ら
見
た
、生
育
環
境
の
多
様
性

シ
ダ
植
物
か
ら
見
た
、生
育
環
境
の
多
様
性

【大川山における標高とシダ植物の関係】

【大川山にある環境と、そこで見られるシダ植物の例】
湿った林内

■シケチシダ
■ミゾシダ
■オオバノハチジョウシダ
■ヤマイタチシダ ※
■コウヤコケシノブ（岩盤）
■ノキシノブ（岩盤・樹木）

林内
■キヨタキシダ
■ハクモウイノデ
■ミヤマクマワラビ
■イノデの仲間
■オクマワラビ
■クマワラビ

■オオハナワラビ

乾燥した林縁
■ワラビ
■トラノオシダ ※
■カニクサ（つる性）
■ウラジロ、コシダ
■ベニシダ
■ミツデウラボシ ※
■オオイタチシダ ※

湿った林縁
■ヤワラシダ ※
■ハシゴシダ ※
■ゼンマイ ※
■ホラシノブ
　（冬季に紅葉する株もある） ※
■アオホラゴケ
　（渓流沿い岩盤）

■フユノハナワラビ

夏緑性

常緑性

冬緑性

イノデ属

■ツヤナシイノデが多い

イノデ の割合が少なくなり　
寒さに強い ツヤナシイノデ に代わってくる オクマワラビ に加えて

■クマワラビが増える　

標高が８００m以上になると、
■ミヤマクマワラビ が現れる

■イノデモドキ、サイゴクイノデ が増える　

■イノデ が多い

山 上

山 腹

山 麓低い

オシダ属

■オクマワラビ が多い

高い
標
　
　高

※印は主に斜面に生育

山
の
散
策
中
に
陸
貝
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

陸
貝
は
ほ
と
ん
ど
の
種
が
森
林
で
暮
ら
し
湿
気
を
好
む
。香

川
県
は
森
林
率
が
全
都
道
府
県
中
3
7
番
目
と
低
く
、さ

ら
に
乾
燥
し
た
地
域
で
あ
る
た
め
、陸
貝
に
と
って
棲
み
に
く

い
地
域
だ
。そ
れ
で
も
大
川
山
は
低
地
に
比
べ
て
降
雨
も
多

く
、森
林
も
発
達
し
て
い
る
た
め
陸
貝
の
種
類
が
多
様
で
あ

る
。陸
貝
は
種
に
よって
生
息
条
件（
湿
度
・
日
当
た
り
・
森

林
の
状
態
な
ど
）が
異
な
り
、山
頂
部
と
山
麓
部
で
見
ら
れ

る
種
は
変
化
す
る（
表
１
を
参
照
）。森
林
内
で
は
、大
半
の

7
1
％
の
種
は
林
床
に
落
ち
葉
が
積
も
って
で
き
た
腐
食
層

に
生
息
し
、そ
れ
に
次
ぐ
1
6
％
の
種
は
森
林
の
ガ
レ
場
で

暮
ら
し
て
い
る（
図
１
を
参
照
）。ガ
レ
場
と
は
、風
化
・
落
石

し
た
岩
や
石
が
斜
面
に
積
も
っ
て
で
き
た
環
境
で
、陸
貝
に

と
っ
て
積
み
重
な
っ
た
石
の
隙
間
が
乾
燥
や
敵
か
ら
身
を
護

る
の
に
適
し
て
い
る一方
、非
常
に
不
安
定
な
場
所
で
も
あ
る

た
め
、自
然
環
境
の
変
化
や
人
為
的
な
改
変
を
受
け
や
す
い
。

こ
の
厳
し
い
環
境
の
た
め
、ガ
レ
場
に
生
息
す
る
陸
貝
の
絶

滅
危
惧
種
の
割
合
は
、林
床
の
約
2
7
％
に
対
し
、5
0
％

と
高
く
、危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。大

川
山
の
ガ
レ
場
は
、自
然
林
の
発
達
し
た
受
け
盤
斜
面
の
崖

錐（
大
川
山
の
な
り
た
ち
を
参
照
）の
裾
に
多
く
形
成
さ
れ
、

そ
こ
を
す
み
か
と
す
る
貴
重
な
陸
貝
を
育
ん
で
き
た
。

今
、大
川
山
で
最
も
絶
滅
寸
前
の
状
態

に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
陸
貝
は
、ガ
レ
場
に

生
息
す
る
県
固
有
種
ヤ
ノ
ム
シ
オ
イ
ガ
イ

だ
。現
時
点
で
、生
き
た
個
体
が
確
認
で
き

て
い
る
場
所
は
、世
界
で
大
川
山
の
ご
く
限

ら
れ
た
ガ
レ
場
の
み
と
い
う
極
め
て
厳
し
い

状
況
に
あ
る
。か
つ
て
、大
川
山
以
外
に
も

２
箇
所
の
生
息
地
が
あ
っ
た
こ
と
や
、大
川

山
に
お
け
る
詳
細
な
調
査
結
果
な
ど
か
ら
、

も
と
も
と
は
讃
岐
山
脈
の
標
高
2
5
0
か

ら
4
5
0ｍ
の
山
麓
の
谷
間
に
広
く
分
布

し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、環
境
変

化
に
よ
っ
て
衰
退
し
て
い
く
過
程
で
生
息

地
が
分
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。と

い
う
の
も
、ヤ
ノ
ム
シ
オ
イ
ガ
イ
の
生
息
状

況
を
調
査
す
る
際
、慎
重
に
ガ
レ
場
の
石

を
め
く
っ
た
り
、石
の
位
置
を
少
し
ず
ら
す

だ
け
で
も
悪
影
響
が
出
る
な
ど
、環
境
変

化
に
非
常
に
弱
い
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら

だ
。そ
の
た
め
、既
存
の
生
息
地
で
は
ヤ
ノ

ム
シ
オ
イ
ガ
イ
の
保
全
を
目
的
と
し
た
調

査
を
す
る
こ
と
さ
え
難
航
し
て
い
る
。

香川県では140種のカタツムリの仲間（以下、陸貝という）が記録されており、新たに追加調査（2023年）を行った大川山では77種（55％）が確認されている。なお、
大川山山麓の沢や、そこから繋がる用水路や水田などの淡水域には７種（17％）の淡水産の貝類も生息している。

香
川
県
の
固
有
種

ヤ
ノ
ム
シ
オ
イ
ガ
イ
の
危
機

大
川
山
に
は
、現
在
に
至
る
ま
で
8
0 

年
以
上
再
発
見
さ
れ
て
い
な
い
陸
貝
が
２

種
あ
り
、こ
の
山
で
は
絶
滅
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。そ
れ
は
、オ
オ
ギ
セ
ル
と
ナ

ラ
ビ
ヒ
ダ
ギ
セ
ル
で
あ
り
、ど
ち
ら
も
古
木

に
依
存
す
る
種
だ
。古
木
の
根
元
付
近
は

落
ち
葉
が
吹
き
溜
ま
り
、日
照
が
さ
え
ぎ

ら
れ
て
湿
度
も
あ
る
た
め
、陸
貝
に
は
暮

ら
し
や
す
い
。古
木
に
は
洞
が
出
来
や
す

く
、こ
こ
も
陸
貝
の
良
い
生
活
空
間
と
な

る
。樹
皮
に
は
陸
貝
の
エ
サ
と
な
る
地
衣

類
が
生
え
、木
が
枯
れ
て
土
に
還
る
ま
で

は
、朽
ち
木
に
陸
貝
の
エ
サ
と
な
る
キ
ノ
コ

が
生
え
る
。私
た
ち
は
古
木
を
天
然
記
念

物
に
指
定
し
た
り
し
て
い
る
が
、古
木
の

価
値
は
今
日
だ
け
の
も
の
で
な
く
、む
し

ろ
自
然
界
で
は
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程

と
枯
死
後
に
も
大
き
な
価
値
が
あ
る
。絶

え
間
な
く
大
木
が
存
在
し
、自
然
に
寿
命

を
迎
え
、次
世
代
が
き
ち
ん
と
育
つ 

…
、

こ
の
よ
う
な
森
林
環
境
が
生
息
に
必
要
で

あ
る
こ
と
を
、陸
貝
た
ち
が
訴
え
て
い
る
。

森
と
陸
貝
は
語
る

陸
貝
を
育
む
多
様
な
自
然

陸
貝
を
育
む
多
様
な
自
然

大川山 の陸貝

分布:日本（東京都以西～中国地方東部、四国）
殻長:最大で50mm､ 殻幅:10mm 
日本最大のキセルガイ。巨木の倒木に生息する。 
大川山では1940年の記録のみ。 

分布:日本（香川県まんのう町）
殻長:約1.7mm､ 殻幅:約3.5mm 
緩斜面の地表に落ち葉が堆積した湿気のあるガレ場に
生息する。大川山のガレ場にのみ生き残っている。 

分布:日本（本州（中部から近畿地方、中国地方）四国）
殻長:約15mm､ 殻幅:約3.8mm 
半樹上性のキセルガイ。巨木の樹幹と根元に生息する。
大川山では1940年の記録のみ。 

【表１】大川山における生息場所と陸貝

【図１】 大川山における陸貝の生息環境と生息種数 

【ヤノムシオイガイ(左)とその生息環境（右）】
正 面 底 面

〒766‐0202
仲多度郡まんのう町中通838
ことなみ未来館3F
Tel 070-4073-0989

オオギセル ナラビヒダギセル

山頂部に
生息する種 

山麓部に 
生息する種

■ヤマキサゴ　■シコクゴマガイ　■トサゴマガイ
■トサギセル　■コンボウギセル　■カサネシタラ
■アワクリイロベッコウ

■ゴマオカタニシ　■ヤノムシオイガイ
■コウベマイマイ　■オオケマイマイ

森林の樹木（樹幹・樹洞・葉裏）

森林の林床 

森林のガレ場 

人里環境（庭や畑）など人為的環境 

3種（4％）

12種
（16％）

55種
（71％）

7種
（9％）

大川山では、讃岐山脈の高所に局地的に見られる昆虫類が生息してい
る。中には大川山の固有種や県下ではここでしか見られない希少な種も
生息し、山の本来の姿が残る、昆虫にとっても暮らしやすい場所である。

ア
リ
は
昆
虫
の
中
で
も
役
割
を
分
担
し
た
社
会
集
団
を
営
む
た
め
個

体
数
が
多
く
、地
球
上
に
は
少
な
く
と
も
2
京
匹
い
る
と
の
研
究
報
告
が

あ
り
、そ
の
存
在
は
大
き
い
。ま
た
、世
界
の
ア
リ
の
総
重
量
は
炭
素
換
算

す
る
と
1
2
0
0
万
ト
ン
に
達
し
、全
世
界
の
哺
乳
類
と
鳥
類
の
重
量

を
超
え
る
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。自
然
界
に
お
い
て
ア
リ
は
土
中
に
巣

穴
を
つ
く
る
た
め
土
壌
の
通
気
を
よ
く
し
た
り
、他
の
生
き
物
の
捕
食
や

死
骸
の
処
理
、植
物
の
タ
ネ
を
運
び
植
生
を
豊
か
に
す
る
な
ど
、生
態
系

の
中
で
大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。そ
ん
な
ア
リ
に
も
生
息
域
に
偏
り

が
あ
り
、実
は
人
間
が
手
を
加
え
た
身
近
な
環
境
で
は
生
息
数
が
少
な

く
、森
林
で
は
そ
の
環
境
ご
と
に
多
く
の
様
々
な
ア
リ
が
生
息
し
て
い
る

（
表
１
を
参
照
）。注
目
す
べ
き
点
は
、樹
上
性
の
ア
リ
は
生
活
空
間
と
な

る
幹・枝
の
枯
死
部
や
樹
洞
を
生
じ
や
す
い
古
木
ほ
ど
営
巣
率
が
高
く
な

る
傾
向
に
あ
る
こ
と
だ
。哺
乳
類
や
鳥
類
、陸
貝
の
中
に
も
樹
洞
を
必
要

と
す
る
種
が
生
息
し
て
お
り（
大
川
山
の
哺
乳
類・鳥
類
、大
川
山
の
貝

類
を
参
照
）、改
め
て
古
木
の
存
在
の
重
要
性
が
理
解
で
き
る
。ま
た
、森

林
で
実
っ
た
木
の
実
の
殻
や
、森
林
で
育
ま
れ
た
陸
貝
の
死
貝
の
殻
は
、特

定
の
ア
リ
を
育
む
巣
と
な
り
、ど
こ
ま
で
も
命
の
連
鎖
が
続
い
て
い
く
。

大川山の昆虫

森
林
で
暮
ら
す
ア
リ

【表１】香川県における、森林性のアリ類の空間利用例

モリシタクサアリ（ケアリ類） 
分布：日本（本州、四国、九州） 
大きさ：約4 ㎜ 
香川県では２か所しか記録がなく、現時点で生息が確認さ
れているのは、大川山の山頂下の林縁部のみ。女王アリは別
種のアリの巣に侵入して乗っ取り、働きアリを奴隷として自
身の子どもを育てさせる一時的社会寄生を行う種である。 

営巣環境 事　例 具体的な環境など

●生木

●枯木（立ち枯れ）

●陸貝の死貝の中

●土の中

●木の実の殻の中

■オオアリ類　■シリアゲアリ類
■トゲアリ　　■ヒラフシアリ
■コヌカアリ など

■オオアリ類　■シリアゲアリ類
■トゲアリ　　■ヒラフシアリ
■コヌカアリ など

〈体サイズが小型で働きアリ数も少ない種〉

■ウロコアリ類　　■ヒメハリアリ類
■ニセハリアリ類　■カドフシアリ など

〈体サイズが小型で働きアリ数も少ない種〉

■ウロコアリ類　　■ヒメハリアリ類
■ニセハリアリ類　■カドフシアリ など

■カギバラアリ類　■アシナガアリ類
■トフシアリ　　　■ノコギリハリアリ
■ハヤシクロヤマアリ

■カギバラアリ類　■アシナガアリ類
■トフシアリ　　　■ノコギリハリアリ
■ハヤシクロヤマアリ

・樹洞の中
・生木の枯死部
・着生植物
・樹皮下・割れ目

〈3タイプに分かれる〉
・林内の種
・林縁の種
・両方に生息する種

■ケアリ類
■ウメマツアリ

■アミメアリ ・巣が移動する

①
樹
上
性
●生木の根元
●倒木や朽ち木

②
林
床
性

●決まっていない③

香
川
県
で
は
２
３
種
の
在
来
の
哺
乳
類
が
生
息
し
て
お
り
、

そ
の
多
数
と
な
る
１
５
種（
約
６
５
％
）が
琴
南
地
域
で
生
息

し
て
い
る
。そ
の
中
で
も
コ
ウ
モ
リ
類
は
、県
内
で
は
６
種
、そ

の
内
の
３
種
が
こ
の
地
域
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。県
内
に
生
息

す
る
コ
ウ
モ
リ
類
は
全
て
夜
に
活
動
し
、飛
翔
中
の
小
さ
な
昆

虫
を
捕
食
す
る
。こ
の
役
割
を
担
う
コ
ウ
モ
リ
類
は
、食
物
連

鎖
の
中
で
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
上
で
重
要
な
生
き
物

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。エ
サ
と
な
る
昆
虫
の
中
に
は
、農
業
害

虫
と
な
る
ガ
類
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
も
、人
間
に
と
って
有

難
い
存
在
と
言
え
よ
う
。

森
林
性
の
コ
ウ
モ
リ
類
の
本
来
の
日
中
の
休
息
場
は
洞
窟

や
樹
洞
で
あ
る
が
、県
内
の
コ
ウ
モ
リ
類
は
、た
め
池
の
導
水

路
ト
ン
ネ
ル
や
家
屋
の
屋
根
裏
な
ど
の
人
工
的
な
環
境
を
も

上
手
く
利
用
し
て
生
活
し
て
い
る
。県
内
で
コ
ウ
モ
リ
類
が
確

認
さ
れ
て
い
る
人
工
洞
窟
は
４
箇
所
有
り
、そ
の
内
の
３
箇
所

が
大
川
山
と
同
じ
ま
ん
の
う
町
に
在
る
。コ
ウ
モ
リ
類
に
対
す

る
理
解
は
年
々
深
まって
お
り
、２
０
０
１
年
に
土
地
改
良
法

が
改
正
さ
れ
た
際
に
、土
地
改
良
事
業
の
実
施
に
際
し
て「
環

境
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
」こ
と
が
原
則
化
さ
れ
て
か
ら
は
、

コ
ウ
モ
リ
に
配
慮
し
た
導
水
路
ト
ン
ネ
ル
改
修
が
全
国
的
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
なって
き
た
。

大川山の哺乳類･鳥類
コ
ウ
モ
リ
類
の
役
割

全長：約28㎝　分布：旧北区 全長：約14㎝　分布：旧北区

オオアカゲラオオアカゲラ キバシリキバシリ

テングコウモリ
頭胴長：59～ 73㎜ 
日本固有種 
標高100ｍ程度から1,400ｍ周辺までの森林に生息する。
大川山の山頂付近で確認されている。 

　
香
川
県
で
は
約
3
0
0
種
の
鳥
類
が
記
録

さ
れ
て
お
り
、そ
の
内
の
8
5
種（
約
2
8
％
）

が
大
川
山
で
生
息
し
て
い
る
。大
川
山
エ
リ
ア

は
、県
内
８
カ
所
あ
る
特
に
重
要
な
鳥
類
繁
殖

地
の一つ
と
な
って
お
り
、そ
の
理
由
と
し
て
、特

徴
の
あ
る
地
形
や
豊
富
な
植
生
が
あ
り
、鳥

類
の
繁
殖
に
適
し
た
環
境
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。特
に
香
川
県
絶
滅
危

惧
種
の
オ
オ
ア
カ
ゲ
ラ
と
キ
バ
シ
リ
は
、県
内

で
は
大
川
山
で
観
察
さ
れ
る
頻
度
が
高
く
、共

に
森
林
性
の
種
で
、古
木
の
特
に
枯
れ
木
の
多

い
自
然
林
に
生
息
す
る
。オ
オ
ア
カ
ゲ
ラ
は
大

木
の
高
所
に
穴
を
掘
っ
て
巣
と
し
、キ
バ
シ
リ

は
木
や
樹
皮
の
裂
け
目
や
樹
洞
、キ
ツ
ツ
キ
の

古
巣
な
ど
に
営
巣
す
る
。オ
オ
ア
カ
ゲ
ラ
は
木

を
つ
つ
い
て
、そ
の
中
に
い
る
甲
虫
の
幼
虫
や
ヤ

ス
デ
な
ど
を
食
べ
、キ
バ
シ
リ
は
樹
皮
の
隙
間
に

潜
む
昆
虫
や
ク
モ
類
を
つ
い
ば
む
。こ
の
こ
と

か
ら
、樹
齢
の
高
い
大
径
木
を
伐
採
し
な
い
こ

と
、枯
損
木
の
処
理
を
行
わ
な
い
な
ど
、森
林

管
理
に
お
け
る
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

森
の
恵
み
に
守
ら
れ
る
鳥
類

自然観察のマナー
● 自然を知るには、まず五感から！

動植物をよく知るには、顔を近づけて見るだけではなく、
手で触れ、においをかいでみるなど、五感を使って観察
してみましょう。

● 自然の中で耳を澄ませてみよう！
野鳥の声や虫の音、風の音や川のせせらぎなど、自然

のすばらしい音に耳を澄ませましょう。
音楽を流したり、ラジオを聴いたりしながら歩かないよ

うにしましょう。

● 山火事に注意しましょう！
雨の少ない瀬戸内の森は一年中乾燥しています。森の
中での火気は厳禁です。タバコは決められた喫煙場所以
外では吸わないようにしましょう。

● 危険な生き物には近づかないように！
スズメバチやマムシなど危険な生き物には
注意しましょう。見かけたら驚かさないように、
ゆっくりとその場を離れましょう。
また、森の中には、ウルシの木やハゼノキ
など触ると肌がかぶれる木があるので注意しましょう。

● 自然の中に入るときの七つ道具！
長そで・長ズボン、足元がしっかりした靴、帽子、軍手、
水筒、雨具、健康保険証

● 疲れたら休もう、予定を変えよう！
のんびり、ゆったり歩くことが自然観察の基
本です。特に、夏は熱中症に気をつけましょう。
カミナリが聞こえてきたり、急に天候が悪く
なりそうな場合には、無理は禁物です。早めに避難しま
しょう。

● イノシシに出合ったら！
　 襲われないための３原則
一つ　何もせず放っておく （無視をする）と、ほとんどの

場合、向こうから逃げていきます。
二つ　ゆっくりと後ろに下がって、静かにその場を立ち去

るか、物陰に隠れましょう。
三つ　決して威嚇したり、追い払ったりしないでください。

絶対にエサは与えないようにしましょう。イノシシ
が人を襲うようになります。

これには注意しよう

ガレ場を調査する、矢野重文氏（ヤノム
シオイガイの発見者）。環境を傷つけな
いよう、這いつくばって慎重に調査。 


