
犬
、
猫
に
関
す
る
意
見
・
苦
情
が

市
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
マ
ナ
ー

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

犬
、
猫
の
フ
ン
・
尿
の

放
置
は
不
衛
生
で
す

犬
の
散
歩
の
際
は
、
フ
ン
・
尿
を

放
置
し
た
ま
ま
に
せ
ず
、
フ
ン
は
必

ず
持
ち
帰
り
、
尿
に
は
水
を
十
分
に

か
け
て
流
す
な
ど
の
配
慮
を
し
て
く

だ
さ
い
。
猫
は
、
放
し
飼
い
に
せ
ず

屋
内
の
ト
イ
レ
を
覚
え
さ
せ
ま
し
ょ

う
。ノ

ー
リ
ー
ド
で
の

犬
の
散
歩
は
危
険
で
す

リ
ー
ド
を
つ
け
ず
に
散
歩
す
る
こ

と
は
、
思
わ
ぬ
事
故
に
つ
な
が
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
事
故
を
防
止
す
る

た
め
に
も
リ
ー
ド
は
し
っ
か
り
つ

け
、
確
実
に
制
御
で
き
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
伸
び
る
リ
ー
ド
を
使
用

し
て
い
る
方
も
事
故
防
止
の
た
め
、

不
必
要
に
リ
ー
ド
を
伸
ば
さ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

猫
の
放
し
飼
い

猫
は
、
室
内
飼
い
が
基
本
で
す
。

屋
外
で
は
交
通
事
故
や
、
感
染
症
な

ど
の
危
険
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
放

し
飼
い
に
す
る
と
、
地
域
住
民
の
皆

さ
ん
に
フ
ン
・
尿
で
迷
惑
を
か
け
る

こ
と
も
あ
り
、
車
や
バ
イ
ク
に
ひ
っ

か
き
傷
を
つ
け
る
な
ど
、
ト
ラ
ブ
ル

の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
室
内
に
上

下
運
動
の
で
き
る
場
所
や
専
用
の
ト

イ
レ
を
設
置
し
、
不
妊
去
勢
手
術
な

ど
を
行
い
、
愛
情
を
も
っ
て
終
生
飼

い
続
け
ま
し
ょ
う
。

飼
い
主
の
い
な
い
猫

飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
捕
獲
・
駆

除
し
て
欲
し
い
と
い
う
相
談
も
あ
り

ま
す
が
、
猫
は
愛
護
動
物
で
あ
り
、

市
で
は
捕
獲
・
駆
除
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

飼
い
主
の
い
な
い
猫
へ
の

餌
や
り
、
世
話

か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
と
餌
を
与
え

る
だ
け
で
は
、
子
猫
が
次
々
に
生
ま

れ
不
幸
な
猫
が
増
え
る
だ
け
で
す
。

無
責
任
な
餌
や
り
は
、
生
活
環
境
被

害
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
も
発
展
し
ま

す
。
飼
い
主
の
い
な
い
猫
の
世
話
を

す
る
場
合
に
は
、
地
域
や
周
り
の
住

民
の
方
々
の
理
解
を
得
る
、
置
き
餌

は
せ
ず
、
フ
ン
・
尿
の
始
末
を
し
て

衛
生
に
配
慮
す
る
な
ど
、
ト
ラ
ブ
ル

と
な
ら
な
い
よ
う
な
世
話
を
心
が
け

て
く
だ
さ
い
。

犬
、
猫
を
捨
て
る
こ
と
は

犯
罪
で
す

あ
な
た
の
大
切
な
家
族
、
新
し
い

命
を
捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い
。
犬
、

猫
を
捨
て
る
こ
と
は
犯
罪
行
為
で

す
。
捨
て
ら
れ
た
犬
、
猫
は
、
多
大

な
苦
痛
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
衰
弱
、

感
染
症
、
交
通
事
故
に
あ
う
な
ど
、

ほ
と
ん
ど
が
悲
惨
な
末
路
を
た
ど
り

ま
す
。
遺
棄
す
る
と
「
動
物
の
愛
護

及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」に
よ
り
、

１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
科
せ
ら

れ
ま
す
。
飼
い
主
の
身
勝
手
で
命
を

奪
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
10
年
以
上
が

経
過
し
ま
し
た
が
、
能
登
半
島
地
震

を
は
じ
め
地
震
の
脅
威
は
続
い
て
い

ま
す
。
被
災
後
に
出
た
ご
み
が
避
難

所
近
く
に
積
み
上
げ
ら
れ
腐
敗
等
に

よ
り
生
活
環
境
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
普
段
か
ら
も
の
を
溜

め
込
ま
な
い
で
お
く
こ
と
は
、
減
災

に
大
き
な
効
果
が
あ
り
ま
す
。
使
わ

な
い
も
の
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
し

て
整
理
し
ま
し
ょ
う
。

災
害
復
旧
で
は
ご
み
処
理
が
早
く

進
む
こ
と
が
生
活
再
建
の
足
が
か
り

に
な
り
ま
す
。
災
害
時
に
出
る
廃
棄

物
は
、
仮
置
き
場
に
品
目
ご
と
に
一

時
保
管
し
、
被
災
し
て
い
な
い
地
域

に
運
ん
で
処
理
す
る
た
め
、
分
別
し

な
け
れ
ば
処
理
で
き
ま
せ
ん
。

環
境
省
が
、
被
災
地
の
ご
み
処
理

の
様
子
を
フ
ォ
ト
ア
ル
バ
ム
に
し
て

い
ま
す
。
日
頃
か
ら
ご
み
と
減
災
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

生
活
環
境
課

清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
係

風
の
強
い
日
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

や
ポ
リ
袋
な
ど
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

な
ど
が
飛
ば
さ
れ
た
り
、
ご
み
が

入
っ
て
い
る
袋
が
飛
ば
さ
れ
、
中
の

ご
み
が
飛
散
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
ご
み
が
、
近
く
の
水

路
等
に
入
っ
た
り
放
置
さ
れ
る
と
河

川
に
流
出
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
河
川

ご
み
・
海
洋
ご
み
の
一
因
と
な
り
ま

す
。
海
洋
ご
み
の
約
８
割
は
「
陸
」

由
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
度
流
出

し
た
ご
み
を
回
収
す
る
こ
と
は
困
難

で
す
が
、
一
人
ひ
と
り
が
対
策
を
行

う
こ
と
で
流
出
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

ま
す
。

▽
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

●
ご
み
・
た
ば
こ
の
吸
い
殻
等
の
ポ

イ
捨
て
は
し
な
い

●
自
宅
や
農
地
等
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
や
ポ
リ
袋
等
が
飛
ば
さ
れ
な
い

よ
う
対
策
を
す
る

●
ご
み
の
排
出
で
使
用
し
て
い
る
箱

や
袋
・
ネ
ッ
ト
な
ど
は
、
ご
み
収

集
後
早
め
に
片
付
け
る

●
ご
み
拾
い
を
す
る

な
ど

▽
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋

市
で
は
、
道

路
や
河
川
等
の
公
共
の
場
所
の
清

掃
で
使
え
る
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
」

を
配
布
し
て
い
ま
す
。

▽
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
配
布
場
所

原

則
、
開
庁
時
間
、
営
業
時
間
に
限

り
ま
す
。

▽
問
合
せ

生
活
環
境
課
生
活
環
境

係
、
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
係

飼
い
犬
の
登
録

狂
犬
病
予
防
の
観
点
か
ら
、
犬
の

所
有
者
は
区
市
町
村
に
犬
の
登
録
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
狂
犬
病
は
、
日
本
、
イ

ギ
リ
ス
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
一
部
の
地
域
を
除

い
て
、
全
世
界
に
分
布
し
、
今
で
も

世
界
で
毎
年
３
万
人
以
上
の
人
が
亡

く
な
っ
て
い
ま
す
。
発
症
す
れ
ば
、

ほ
ぼ
１
０
０
㌫
死
亡
す
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
万
が
一
日
本
で
狂
犬
病

が
発
生
し
た
場
合
に
迅
速
な
対
応
を

と
る
た
め
に
も
、
行
政
が
、
日
頃
か

ら
飼
い
犬
が
ど
こ
に
何
頭
い
る
の
か

を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
変
重
要

で
す
。
登
録
は
、
犬
を
飼
う
人
の
義

務
で
す
の
で
、
必
ず
飼
い
犬
の
登
録

を
し
ま
し
ょ
う
。

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
交
付

年
１
回
の
飼
い
犬
へ
の
狂
犬
病
予

防
注
射
を
し
て
、
注
射
済
票
の
交
付

を
受
け
ま
し
ょ
う
。
注
射
済
票
を
首

輪
に
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
の

危
険
性
の
低
い
犬
で
あ
る
こ
と
が
、

外
見
的
に
分
か
る
よ
う
に
な
り
、
周

囲
の
方
へ
の
安
心
感
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

▽
問
合
せ

健
康
課
予
防
推
進

係

ボランティア袋配布場所

本庁舎３階　生活環境課 五日市出張所１階　市民総合窓口

五日市ファインプラザ いきいきセンター

中央公民館 東部図書館エル

西秋川衛生組合 あきる野ルピア３階　総合受付

※本庁舎は、土曜開庁日と水曜日夜間開庁では市民課で、日曜日、祝

日の午前８時３０分から午後５時１５分までは宿直室で配布します。

※各施設、年末年始の配布はしていません。

環境省
災害廃棄物

フォトチャンネル

　年度末の時期になり、データ整理や振り返りを行う機会が多い頃だと思います。１年を振り返ってみると、異

常な高温が続き、今季は暖冬です。その影響か、見かける生き物の種類や時期の変化が目立つ１年でした。

　もちろんこの自然の変化は昨年に始まったわけではなく、数年前から目立つようになったと思います。それは

幅広く見てみれば、生き物の増減で感じられます。たとえば、近年増加している生き物の中で思い浮かぶのは、

ツキノワグマ、ニホンジカやカモシカの大型哺乳類、サンショウクイやコサメビタキなどの鳥類が挙げられます。

昆虫類なら、ツマグロヒョウモンやクマゼミなどの南方系の種類が徐々に目立ってきました。また、様々な被害

を及ぼす、キクイムシ、マダニやカメムシの仲間などが年々増加しているのはかなり気になります。これらの原

因は、温暖化が関係しているのでしょうか。

　一方で、ヤマセミやブッポウソウという鳥類は長年定着していません。猛
もう

禽
きん

類
るい

のサシバも最後に市内で繁殖し

たのはコロナ禍前だったためか、少し古い話に感じます。また、カモ類の越冬個体数は、今季のピークで過去最

少になっています。このような減少が見られる生き物に関しては、温暖化以外に、生息環境の変化や消失の影響

の方が大きいかと思います。考えられる原因は他にも様々あり、場合によっては不透明です。

　この変化の波の中で、これまで見たことがなかった南方系と言われている昆虫類もいます。それは、トゲナナ

フシというナナフシの仲間で、嬉しいことに２年前市内で初めて確認したシラキトビナナフシに続き、昨年初め

て確認しました。このトゲナナフシは、１０月と１１月に市内の２

地区で１個体ずつ発見しました。都内ではレアな種類で、今まで見

たことがなかったのに、昨年は２回も会えたのは偶然でしょうか。

　実は、トゲナナフシはメスだけで世代交代（繁殖）ができる生き

物として知られており、オス個体は全国で数個体しか見つかってい

ないようです。恐らくほとんどはメスだけで成り立っている生き物

なのでしょう。気象が変わってきている影響か、増加している可能

性も考えられます。

　今後、去るものと来るもので変化が更にスピードアップするので

しょうか。と、増減する生き物たちについては、今年は更にヒント

が得られそうです。 （パブロ）

「とげとげちゃんとの初対面」

森林レンジャーがゆく （133）

トゲナナフシ

（5） 令和６年（2024年）３月15日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹
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ま
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ま
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う


