
❖オス・メスの区別点
・ メスの方が一般に
やや大きい。
・ 腹部はオスでは細
長く、メスでは太い。
・ メスは後羽の裏面
の地色が白く、縁
に沿って並ぶ黒点
列がはっきりする。

　
成
虫
は
年
に
１
回
６
月
ご
ろ

に
現
れ
、
産
卵
し
、
１
〜
２
週

間
ほ
ど
で
見
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
生
ま
れ
た
卵
は
１
カ
月
ほ

ど
で
ふ
化
し
、
葉
を
食
べ
な
が

ら
成
長
し
ま
す
が
、
８
月
中
旬

ご
ろ
に
な
る
と
動
か
な
く
な
り
、

集
団
で
翌
年
の
春
ま
で
休
眠
し

ま
す
。
そ
し
て
、
３
月
下
旬
ご

ろ
再
び
動
き
始
め
、
５
月
ご
ろ

に
サ
ナ
ギ
と
な
り
、
１
カ
月
ほ

ど
で
羽
化
し
ま
す
。

　
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ

は
、
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ

よ
り
や
や
大
き
く
、
羽

を
広
げ
た
大
き
さ
が
５

㎝
ほ
ど
で
、
明
る
い
だ

い
だ
い
色
の
ヒ
ョ
ウ
柄

模
様
の
チ
ョ
ウ
で
す
。

　
湿
っ
た
草
原（
湿
地
）

に
生
え
る
キ
セ
ル
ア
ザ

ミ
や
タ
ム
ラ
ソ
ウ
を
幼

虫
が
食
べ
、
成
虫
は
ノ

ア
ザ
ミ
な
ど
の
蜜
を
吸

い
ま
す
。

　
成
虫
の
多
く
は
、
湿

地
や
そ
の
周
囲
を
ゆ
る

や
か
に
飛
翔
し
、
ノ
ア

ザ
ミ
な
ど
の
花
に
と
ま

っ
て
い
ま
す
。

里
山
や
生
物
多
様
性
、
近
年
、

こ
う
し
た
言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
に
さ
ま
ざ
ま
な
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
る
自
然
環
境
。

私
た
ち
は
身
近
な
自
然
を

大
切
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

｢

ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ｣

と
い
う
チ
ョ
ウ
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

日
本
で
、
最
も
絶
滅
の
恐
れ
の
あ
る
こ
の
チ
ョ
ウ
が
、

国
内
で
三
原
市
と
世
羅
町
に
だ
け
生
き
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
チ
ョ
ウ
が
、
い
つ
ま
で
も
生
き
続
け
ら
れ
る

よ
う
に
と
の
思
い
を
込
め
て
、
三
原
市
と

世
羅
町
の
共
同
で
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
の
特
集
を

企
画
し
ま
し
た
。
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成虫が羽化 湿地近くの草むら
でサナギになる

旺盛にキセルアザ
ミの葉を食べる

越冬から覚
めた幼虫

ノアザミで吸
蜜する成虫

交尾する成虫
左オス、右メス

キセルアザミの葉
裏に産まれた卵

集団で生活し、
越冬する

5 月　 4 月　 3 月　6 月　

6 月　 6 月　 7 月　 8 月　

と
も
に
生
き
て
き
た
。

そ
し
て
、こ
れ
か
ら
も
―
―

ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
って

ど
ん
な
チ
ョ
ウ
？

ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
の
一
生

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
卵
幼虫
サナギ
成虫

←←←

→ → →

← ←

オス (♂）

裏　  オス

メス (♀）

メス メス（黒化型）

表　

▲     ヒョウモンモドキの生活史

特集 国内で唯一の生息地  三原市・世羅町共同企画
この地にいつまでも、ヒョウモンモドキ

第
１
編

第
２
編



▲     草刈りのようす

▶ 

事
務
局
の
皆
さ
ん（
左
か
ら
、
井
藤
会
長
、
猪

谷
さ
ん
、
須
内
さ
ん
、
桜
井
さ
ん
、
岩
見
さ
ん
）

　
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
は
、
キ
セ
ル
ア
ザ
ミ

や
タ
ム
ラ
ソ
ウ
、
ノ
ア
ザ
ミ
と
い
っ
た
餌
と

な
る
植
物
が
生
え
る
湿
地
や
休
耕
田
、
農
地

周
辺
の
草
地
に
生
息
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
数
十
年
の
間
に
、
人
の
く
ら
し
や
農
業
の

仕
方
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
減
少
し
て

い
き
ま
し
た
。

　
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
は
、
か
つ
て
、
福
島

県
か
ら
山
口
県
ま
で
の
14
の
県
に
分
布
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
分
布
は
、
大
き
く
分
け
て

長
野
県
や
山
梨
県
を
中
心
と
し
た
本
州
の
中

部
と
、
広
島
県
や
岡
山
県
を
中
心
と
し
た
西

日
本
の
2
つ
の
エ
リ
ア
で
し
た
。

　
し
か
し
、
本
州
中
部
で
は
１
９
９
０
年
代

前
半
の
記
録
を
最
後
に
、
西
日
本
で
は
広
島

県
を
除
い
て
、
１
９
９
９
年
の
記
録
を
最
後

に
絶
滅
し
ま
し
た
。

　
広
島
県
内
で
も
、
１
９
８
０
年
代
ご
ろ
ま

で
は
多
く
の
市
町
村
で
見
ら
れ
ま
し
た
が
、

次
々
に
絶
滅
し
、
２
０
１
２
年
現
在
、
生
息

が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
三
原
市
と
世
羅

町
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
は
、
旧
市
町
村
単
位

で
の
減
少
率
が
全
国
で
約
98
％
と
、
日
本
で

見
ら
れ
る
チ
ョ
ウ
約
２
４
０
種
の
中
で
最
も

高
く
、
現
在
国
内
で
最
も
絶
滅
の
危
険
性
の

高
い
チ
ョ
ウ
と
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、

環
境
省
と
広
島
県
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

で
、
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
種
で
あ
る

｢

絶
滅
危
惧
Ⅰ
類｣

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
昨
年
４
月
に
は
、
環
境
省
に
よ
り

｢

国
内
希
少
野
生
動
植
物
種｣

（
右
下　
　
参

照
）に
指
定
さ
れ
、捕
獲
や
殺
傷
、販
売
や
譲

渡
な
ど
の
行
為
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
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広島
島根

鳥取

兵庫
千葉

茨城

福島

群馬

山梨
長野

岐阜
愛知

山口

岡山

広島県内における生息状況
※合併前の市町村名で表記
しているところがあります。

　
観
光
地
や
農
地
、
宅
地
な
ど
へ
の
大
規
模

な
開
発
が
進
め
ら
れ
、
湿
地
が
埋
め
立
て
ら

れ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
農
地
を
整
備
す

る
事
業（
ほ
場
整
備
）な
ど
に
よ
り
生
息
地
が

影
響
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
生

各県における生息状況
　　　　：絶滅地
　　　　：現存地

息
地
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
と
と
も
に
、
残

っ
た
生
息
地
同
士
が
離
れ
て
し
ま
い
、
チ
ョ

ウ
が
交
流
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
休
耕
田
や
里
山
の
手
入
れ
が
で
き
な
く
な

り
、キ
セ
ル
ア
ザ
ミ
の
生
え
て
い
る
湿
地
を
覆
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
あ
ぜ
な
ど
に
生
え

て
い
る
ノ
ア
ザ
ミ
が
、他
の
草
に
覆
わ
れ
て
咲
き

に
く
い
環
境
に
な
って
し
ま
い
ま
し
た
。

　
個
体
数
が
少
な
く
な
っ
た
中
で
過
度
の
採

集
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
減
少
に
拍
車
を
か

け
ま
し
た
。

　

｢

ど
ん
な
形
で
表
現
す
れ
ば
よ
い
の
か
分
か

ら
な
い
が
、
楽
し
さ
や
魅
力
を
多
く
の
人
た

ち
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い｣

と
語
る
の
は
、同

会
会
長
の
井
藤
文
男
さ
ん
。
額
に
汗
し
て
草

を
刈
る
こ
と
も
ま
た
楽
し
い
、
と
笑
顔
で
話

し
ま
す
。
保
護
活
動
の
ポ
イ
ン
ト
は
、｢

農
業

の
基
本
に
返
る
こ
と｣

と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

今
後
は
、
今
年
３
月
に
設
立
し
た
ヒ
ョ
ウ
モ

ン
モ
ド
キ
保
全
地
域
協
議
会
の
賛
同
団
体
と

し
て
保
護
活
動
を
行
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
苦
労
し
な
が
ら
も
活
動
を
続
け
、
ヒ
ョ
ウ

モ
ン
モ
ド
キ
の
保
護
に
つ
な
が
る
と
考
え
れ

ば
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
柔

軟
な
取
り
組
み
が
、
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
の

生
息
を
大
き
く
支
え
て
い
ま
す
。

　

１
９
９
０
年
代
に
急
激
に
減
少
し
た
ヒ
ョ

ウ
モ
ン
モ
ド
キ
に
対
し
、い
ち
早
く
保
護
活
動

を
展
開
し
た
の
が
、平
成
13
年
６
月
に
設
立
さ

れ
た
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
保
護
の
会
で
す
。

　
活
動
内
容
は
大
き
く
４
つ
に
分
け
ら
れ
ま

す
。①
調
査
研
究
②
生
息
地
の
維
持･

管
理
③

観
察
会･

勉
強
会
④
広
報
活
動
で
す
。

　
現
在
会
員
は
約
90
人
。
会
員
の
中
に
は
県

外
の
人
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
例
年
、
春
と

秋
に
草
刈
り
を
実
施
し
、
産
卵
場
所
で
あ
り

幼
虫
の
餌
と
な
る
キ
セ
ル
ア
ザ
ミ
の
繁
殖
地

を
確
保
し
、
チ
ョ
ウ
の
吸
蜜
花
で
あ
る
ノ
ア

ザ
ミ
を
植
栽
す
る
な
ど
、
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド

キ
の
生
息
地
を
維
持･

管
理
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
里
山
の
貴
重
さ
や
心
地
よ
さ
を
感

じ
て
ほ
し
い
と
、
毎
年
、
自
然
観
察
会
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
今
年
も
６
月
に
開
催
し
、

家
族
連
れ
な
ど
が
、
優
雅
に
舞
う
ヒ
ョ
ウ
モ

ン
モ
ド
キ
の
姿
や
、
そ
の
他
の
湿
地
に
住
む

希
少
な
生
き
物
を
目
に
し
ま
し
た
。

問
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
保
護
の
会
事
務
局

　
須
内
さ
ん

　
☎
０
８
４
７・33・０
９
３
１
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　絶滅のおそれのある野生動
植物の中で、特に保護の優先
順位が高いものとして国が指
定したもの。鳥類、昆虫類、
哺乳類、植物など90 種が指
定されている（平成 24 年４月
現在）。
指定を受けている種の例
　コウノトリ、トキ、ハヤブサ、
タンチョウ、ヤンバルクイナ、
シマフクロウ、イリオモテヤマ
ネコ、スイゲンゼニタナゴなど

国内希少野生動植物種とは

久井町大和町

芸北町

東広島市

呉市

福山市

庄原市

東城町

世羅町

吉田町

● ヒ ョウモン
モ
ド
キ
保護の会

保
護
活
動
の
先
駆
け

県
外
か
ら
も
活
動
に
参
加

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
続
け
る

生
息
地
の
減
少

休
耕
田
や
里
山
の
荒
廃

　
　　　（久井町）

　約３年半前、兵庫県からふるさとである
久井町へ帰ってきました。帰ってきてから、
自分の所有地にヒョウモンモドキが以前生
息していたことを知りました。保護の会の
会員となり、生息地を再生するため、アザ
ミを植えたり、草刈りをしたりしています。
　ヒョウモンモドキをはじめ、多様な生物が
いなくなっていくのは寂しいことです。里
山を守っていきたいと思います。

問問い合わせ先

イ ン タ ビ ュ ー ふるさとへ帰り保護活動

朝野隆治 さん

▲     チョウの蜜源となるノアザ
ミが減少してしまいました

捕
獲

特集 国内で唯一の生息地  三原市・世羅町共同企画
この地にいつまでも、ヒョウモンモドキ

絶
滅
の
危
機
へ

第
３
編

絶
滅
に
陥
っ
た
原
因
は
？

第
４
編

ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
を
守
れ
！

第
５
編

4



　
せ
ら
夢
公
園
敷
地
内
に
あ
る
自
然
観
察
園

で
、
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
の
飼
育
繁
殖
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
飼
育
下
で
種
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
絶

　
水
辺
環
境
の
見
直
し
を
テ
ー
マ
に
活
動
を

展
開
し
て
い
る
く
い
環
境
会
議
。
地
域
内
に

あ
る
渓
谷
の
環
境
整
備
や
ホ
タ
ル
マ
ッ
プ
の

作
成
な
ど
に
加
え
て
、
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ

の
保
護
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
平
成
18
年
に
、
み
は
ら
し
環
境
塾
の
久
井

地
域
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
平
成
20
年
に
、

く
い
環
境
会
議
と
し
て
組
織
が
整
備
さ
れ
ま

し
た
。

　
今
年
３
月
、広
島
県
や
三
原
市
、世
羅
町
、

学
識
経
験
者
、
地
域
住
民
の
代
表
な
ど
14
人

の
役
員
か
ら
な
る
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
保
全

地
域
協
議
会
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
最
大
の
役
割
は
、
保
護
活
動
全
体
の

舵
取
り
と
調
整
で
す
。
協
議
会
で
は
、
中
長

期
に
わ
た
る
活
動
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

※沼田西の自生南限地帯が、
国から天然記念物として指定。
環境省：絶滅危惧Ⅱ類
(絶滅の危険が増大している種)

エヒメアヤメ

環境省：絶滅危惧Ⅱ類

オグラコウホネ

広島県：絶滅危惧Ⅱ類

ハッチョウトンボ

環境省：絶滅危惧Ⅱ類

ハクセンシオマネキ

※有竜島（幸崎沖）付近の生息
地が、国から天然記念物として
指定。
水産庁：危急種
(絶滅の危険が増大している種)

ナメクジウオ
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滅
地
へ
の
復
元
に
利
用
す
る
た
め
、
園
内
に

２
棟
建
て
た
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
の
中
で
、
平
成

22
年
か
ら
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
を
飼
育
し
繁

殖
さ
せ
て
い
ま
す
。｢

生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を

壊
す
こ
と
の
な
い
よ
う
慎
重
に
作
業
を
し
て

い
ま
す｣

と
語
る
猪
谷
さ
ん
。

　
同
園
で
は
、
湿
地
や
た
め
池
に
住
む
希
少

な
動
植
物
の
観
察
会
を
定
期
的
に
開
催
し
て

お
り
、
例
年
６
月
ご
ろ
に
は
、
ヒ
ョ
ウ
モ
ン

モ
ド
キ
の
飼
育
の
よ
う
す
も
見
学
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す（
見
学
は
ハ
ウ
ス
の
外
側
か
ら
）。

▲     学習会と草刈りのようす▶

せら夢公園
自然観察園主任
猪谷信忠 さん 

問
せ
ら
夢
公
園
自
然
観
察
園

　
☎
０
８
４
７・25・４
４
０
０

三
原
市
に
生
息
す
る
そ
の
他
の
希
少
動
植
物

│
な
ぜ
三
原
市
と
世
羅
町
だ
け
で
、

ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
が
生
息
で
き
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
│

　
理
由
は
３
つ
考
え
ら
れ
ま
す
。
①

他
の
地
域
よ
り
も
、
生
息
に
適
し
た

湿
地
が
多
か
っ
た
こ
と
、
②
ヒ
ョ
ウ

モ
ン
モ
ド
キ
保
護
の
会
が
、
早
く
か

ら
保
護
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ

と
、③
三
原･

世
羅
に
生
き
る
人
た
ち
が
、自

然
と
穏
や
か
な
付
き
合
い
方
を
し
て
き
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
な
お
、
一
つ
目
の
理
由
で
示
し
て
い
る
三

原･

世
羅
の
地
域
に
存
在
す
る
湧
水
湿
地
や

た
め
池
群
は
、環
境
省
か
ら｢

日
本
の
重
要
湿

地
５
０
０｣

に
選
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、ラ
ム

サ
ー
ル
条
約
の
候
補
地
に
も
名
前
が
挙
が
っ

て
い
ま
す
。

│
協
議
会
と
し
て
今
後
ど
の
よ
う
な
保
護
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
か
│

　
生
息
地
の
保
全
と
改
善
、
新
た
な
生
息
地

の
創
出
な
ど
に
取
り
組
み
ま
す
。
そ
し
て
３

年
後
を
目
途
に
、
個
体
数
の
減
少
を
食
い
止

め
、
緩
や
か
な
上
昇
に
も
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
10
年
後
に
は
、

現
在
の
約
２
倍
の
個
体
数
に
押
し
上
げ
る
と

と
も
に
、
現
在
15
カ
所
の
生
息
地
を
50
カ
所

程
度
に
ま
で
増
や
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
20
年
後
、
30
年
後
と
い
う
将
来
を

見
据
え
た
場
合
、
次
世
代
の
保
護
の
担
い
手

で
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
心
を
育
て
た
い
と
も

思
っ
て
い
ま
す
。
保
護
活
動
が
持
続
し
て
い

く
こ
と
の
一
つ
の
鍵
は
、
子
ど
も
た
ち
が
、

ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
を
は
じ
め
と
す
る
生
物

多
様
性
の
す
ば
ら
し
さ
を
理
解
し
、
そ
こ
に

住
ん
で
い
る
と
い
う
誇
り
を
感
じ
て
く
れ
る

こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
今
、
私
た
ち
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
│

　
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
を
絶
滅
種
に
す
る
か

し
な
い
か
は
、三
原･

世
羅
に
住
ん
で
い
る
人

た
ち
の
知
性
や
英
知
に
か
か
っ
て
い
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
を
保
護
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
だ
け
な
の

で
す
。
こ
れ
を
学
習
素
材
と
し
て
扱
え
る
の

も
、こ
の
場
所
だ
け
の
特
権
と
も
い
え
ま
す
。

ほ
ん
の
少
し
ず
つ
の
保
護
活
動
へ
理
解
が
、

大
き
な
動
き
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

ヒョウモンモドキの保護ができるのは、
そこに住んでいる人たちだけ

【プロフィール】さかもと  みつる(広島市昆虫館  学芸員)
　東京都出身、51 歳。愛媛大学農学部
修士課程修了。平成元年、昆虫館職員と
なり、広島県の昆虫相の解明と希少昆虫
類に関する調査、保護活動に取り組む。
　今年からミヤジマトンボ保護管理連絡協
議会、ヒョウモンモドキ保全地域協議会の
会長に就任。７月には、ミヤジマトンボが
生息する宮島 ( 廿日市市 ) の沿岸地域の
一部が、国際的に重要としてラムサール条
約の登録湿地となった。

くい環境会議
代表  小島照行 さん 

素晴らしい場所に
住んでいるという自信を

問
く
い
環
境
会
議

　
☎
０
８
４
７・32・６
０
７
３

　
こ
れ
ま
で
に
、
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
を
保

護
す
る
た
め
の
学
習
会
や
生
息
地
の
環
境
整

備
、
自
然
観
察
会
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。
環
境
の
大
切
さ
や
久
井
地
域
の
里
山･

生
き
物
の
魅
力
を
伝
え
る
活
動
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
が
評
価
さ
れ
、
今

年
５
月
に
国
土
交
通
省
か
ら
、｢

ま
ち
づ
く
り

月
間
ま
ち
づ
く
り
功
労
者
国
土
交
通
大
臣
表

彰｣

が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

問問い合わせ先

問
生
活
環
境
課

　
☎
０
８
４
8・67・６
１
９
４

●くい
環
境
会
議

保全
地
域
協
議
会

● ヒョウモ
ン
モ
ド
キ

●せら
夢
公
園

飼
育
繁
殖
で
種
を
確
保

国
土
交
通
大
臣
か
ら
表
彰

学
習
会
や
観
察
会
を
実
施

保
護
活
動
を
強
力
に
推
進

番
外
編

イ ン タ ビ ュ ー

ヒョウモンモドキ
保全地域協議会
会 長
坂本 充 さん 

7 広報みはら 平成24年10月号

　長年にわたって、人間と自然が関わり合
い出来上がった里山。その良さを感じても
らうとともに、素晴らしい場所に住んで
いるという自信を持ってもらいたいです。
ヒョウモンモドキは、その素晴らしさの象
徴だと思っています。

特集 国内で唯一の生息地  三原市・世羅町共同企画
この地にいつまでも、ヒョウモンモドキ

イ ン タ ビ ュ ー
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地
域
の
皆
さ
ん
の
保
護
活
動
を
目
の
当
た

り
に
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ

ド
キ
に
つ
い
て
の
劇
を
行
う
予
定
に
し
て
い

ま
す
。

　
い
ず
れ
も
今
年
度
を
も
っ
て
閉
校
と
な
る

久
井
小
学
校
と
神
田
東
小
学
校
の
取
り
組
み

を
紹
介
し
ま
す
。

　

｢

ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
と
わ
た
し
た
ち｣

を

テ
ー
マ
に
、
地
域
の
人
た
ち
に
伝
え
た
い
思

い
を
５
年
生
18
人
が
台
本
に
ま
と
め
る
作
業

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
出
来
上
が
っ
た
台
本

を
も
と
に
、
１
〜
４
年
生
57
人
が
、
劇
で
演

じ
ま
す
。

　
同
小
で
は
、
６
月
に
広
島
市
昆
虫
館
の
坂

本
さ
ん
を
講
師
に
招
き
、
事
前
学
習
を
行
い

ま
し
た
。
こ
の
学
習
で
は
、
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ

ド
キ
は
ど
の
よ
う
な
チ
ョ
ウ
で
、
ど
ん
な
人

た
ち
が
保
護
活
動
を
し
て
い
る
の
か
な
ど
を

学
ん
だ
後
、
現
地
の
見
学
を
行
い
ま
し
た
。

見
学
で
は
、
実
際
に
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
の

舞
う
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
子
ど
も

た
ち
の
歓
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

9 広報みはら 平成24年10月号 8平成24年10月号 広報みはら

　
か
弱
く
も
優
雅
に
舞
う
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
。
こ

の
チ
ョ
ウ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
日
本

で
は
、
こ
こ
三
原
市
と
世
羅
町
の
み
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　
生
息
を
支
え
て
い
る
の
は
、
地
域
の
大
き
な
力
で

す
。
そ
の
力
は
、
少
し
ず
つ
で
す
が
確
実
に
次
世
代

へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
今
で
き
る
こ
と
を
懸

命
に
考
え
、表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
。

　
地
域
の
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
宝
が
、
郷
土
愛

や
郷
土
へ
の
誇
り
を
育
ん
で
い
ま
す
。

取
材
協
力･

写
真
提
供

　
日
本
チ
ョ
ウ
類
保
全
協
会（
第
１
〜
４
編
作
成
協
力
）

　
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
保
護
の
会

　
せ
ら
夢
公
園

　
広
島
市
昆
虫
館

　
こ
う
し
て
学
ん
だ
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を

ま
と
め
る
作
業
が
進
ん
で
い
ま
す
。
指
導
す

る
平
賀
智
明
教
諭
は
、｢
久
井
の
地
に
住
ん
で

い
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
子
ど
も
た
ち
に

感
じ
て
ほ
し
い
で
す
。
そ
し
て
、
ふ
る
さ
と

を
守
っ
て
い
く
と
い
う
気
持
ち
を
育
て
て
い

け
れ
ば｣

と
語
り
ま
す
。

　
来
年
２
月
に
行
う
閉
校
行
事
。
参
加
を
予

定
す
る
多
く
の
地
域
の
皆
さ
ん
に
思
い
を
伝

え
る
た
め
に
上
演
す
る
劇
。〝
閉
校
は
終
わ
り

で
は
な
く
、
新
し
い
ス
タ
ー
ト
〞と
位
置
付

け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
つ
な
ぐ
取
り
組
み

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
月
予
定
し
て
い
る
学
習
発
表
会
で
、
ヒ

ョ
ウ
モ
ン
モ
ド
キ
を
は
じ
め
と
し
た
、｢

上
徳

良
地
域
の
宝｣

に
つ
い
て
劇
で
演
じ
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

　
先
月
13
日
、
事
前
準
備
と
し
て
、
ヒ
ョ
ウ

モ
ン
モ
ド
キ
保
護
の
会
の
須
内 

美
穂
子
さ
ん

を
講
師
に
、
学
習
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
平

成
16
年
に
当
時
の
３
、
４
年
生
が
、
ヒ
ョ
ウ

モ
ン
モ
ド
キ
を
幼
虫
か
ら
育
て
た
よ
う
す
を

記
録
し
た
ビ
デ
オ
を
鑑
賞
し
、
そ
の
生
態
な

ど
に
つ
い
て
改
め
て
学
ん
だ
子
ど
も
た
ち
。

　
地
域
か
ら
無
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
宝
。

そ
れ
を
守
る
た
め
に
多
く
の
地
域
の
人
た
ち

が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
豊

見学会に参加して

劇に向けて

か
な
自
然
に
包
ま
れ
て
、
大
き
く
成
長
し
た

子
ど
も
た
ち
が
、
地
域
の
皆
さ
ん
や
家
族
に

劇
を
贈
り
ま
す
。

声Voice子どもたちの

つ
な
が
る
郷
土
愛

最
終
編

コ
ラ
ム

　
７
月
５
日
、
南
方
小
の
６
年
生
18
人
が
、

学
校
近
く
の
森
で
竹
を
伐
採
し
ま
し
た
。
目

的
は
、
絶
滅
危
惧
種
の
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
の
保

護
で
す
。
密
生
す
る
竹
を
切
り
、
幼
虫
が

食
べ
る
エ
ノ
キ
を
救
い
た
い
。
広
島
市
昆
虫

館
の
坂
本
さ
ん
と
、森
の
再
生
と
自
然
保
護

を
図
る
た
め
に
活
動
を
し
て
い
る〝
も
り
メ
イ

ト
倶
楽
部Hiroshim

a

〞の
指
導
に
よ
り
５

年
も
続
く
こ
の
活
動
。

　
竹
の
除
伐
に
よ
り
、
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
が
舞

い
、多
様
な
生
物
が
く
ら
す
雑
木
林
が
よ
み

が
え
り
ま
す
。
参
加
し
た
井
上 

雄
次
郎
さ

ん
は
、｢

太
い
竹
を
切
る
の
は
大
変
だ
っ
た
け

ど
、
楽
し
か
っ
た
で
す
。
他
の
木
に
も
太
陽

の
光
が
当
た
る
よ
う
に
な
っ
て
よ
か
っ
た

で
す｣

と
息
を
弾
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

　
多
様
な
生
物
が
生
息
す
る
里
山
を
守
っ
て
い
く
活
動
や
学
習
素
材

と
し
て
活
用
す
る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
８
月
６
日
、中
之
町
学
校
林
に
流
れ
る
小

川
で
遊
ぶ
体
験
学
習
が
行
わ
れ
、中
之
町
幼

稚
園
に
通
う
園
児
ら
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
里
山
林
学
校
こ
ど
も
自
然
塾
と
題
し
た
こ

の
行
事
は
、市
内
で
里
山
の
保
護
や
再
生
な

ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人〝
フ
ォ
レ

ス
ト
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ
〞の
指
導
に
よ
り
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
林
の
中
を
流
れ
る
小
川
で
魚
を
す
く
っ
て

楽
し
む
子
ど
も
た
ち
。
普
段
で
は
で
き
な
い

体
験
に
目
を
輝
か
せ
て
い
ま
し
た
。
指
導
し

た
同
ク
ラ
ブ
の
新
居
康
男
さ
ん
は
、｢

自
然
を

大
切
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
育
ん
で
も

ら
え
た
ら｣

と
、
に
こ
や
か
に
語
り
ま
し
た
。

▲     元気にはしゃぐ子どもたちの声がこだましま
した（中之町学校林）

▲     悪戦苦闘しながら竹を切る南方小
の子どもたち

▲     劇に向け台本作りが進んでいます

久井小３年　宗行紗弥さん
　初めて見たヒョウモンモドキは
思ったより小さかったです。久井
にずっと生き続けてほしいです。

久井小５年　石原侑茉さん
　ヒョウモンモドキや貴重な生き
物がいる久井町に住んでいて幸
せだと思います。地域の人たち
へ感謝の気持ちを伝えたいです。

神田東小３年　越水麻央さん
　地域の人たちの頑張りがあっ
たから、今もヒョウモンモドキが
生き残っているということを伝
えたいです。いつまでも生き続
けてほしいです。

神田東小４年　新谷駿仁さん
　ヒョウモンモドキの生息地を、
みんなで協力して守っていきた
いです。貴重なチョウであるこ
とをみんなに知らせたいです。

▲     真剣に学ぶ子どもたち

特集 国内で唯一の生息地  三原市・世羅町共同企画
この地にいつまでも、ヒョウモンモドキ

南
方
小
で
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
の

保
護
活
動

中
之
町
学
校
林
で
自
然
塾

劇
で
演
じ
る
保
護
活
動

　
●
久
井
小
学
校

　
●
神
田
東
小
学
校
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