
7-6-1 

第6節 陸生動物 

事業実施区域及びその周辺には、重要な陸生動物等の生息環境が存在するため、工事の実施（重機

の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成、工事用道路等の建設）及び土地の存在及び供用

（造成地の存在、土地の利用、発生車両の走行）による影響が考えられることから、調査、予測及び評価

を行った。 

 

6.1  工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）

及び土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）に係る陸生動物 

 

1） 調査 

（1） 調査の手法 

 調査した情報 

 動物相の状況 

動物相(哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、陸上昆虫類、クモ類、陸生貝類、土壌動物)の状況につい

て調査した。 

 

 重要な種等の状況 

重要な種等の状況（重要な種等の生態、重要な種等の分布及び生息の状況、重要な種等の生息環

境の状況）について調査した。 

 

 調査の手法 

調査は、既存資料調査及び現地調査により行った。調査手法は以下のとおり。 

 動物相の状況 

動物相の状況の調査は、表 7-6-1 に示す手法により現地調査を実施した。 
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表 7-6-1 現地調査の手法 

項 目 調査手法 調査手法の解説 

哺乳類 

目撃法 
調査地域を任意に踏査し、目視等により生息種の確

認・記録を行った。 

フィールドサイン法 
調査地域を任意に踏査し、糞、足跡、食痕、爪痕、営巣

の跡等を目視で確認し、生息種の確認・記録を行った。

トラップ法 

（シャーマントラップ） 

調査地域に、主にネズミ等の小型哺乳類を対象に、生

け捕り用罠（シャーマントラップ）を設置し、捕獲するこ

とにより生息種の確認・記録を行った。 

トラップ法 

（自動撮影カメラ） 

主に夜行性哺乳類を対象に、調査地域の哺乳類の移

動空間と想定される地点付近に赤外線を用いた無人

撮影装置を設置し、写真撮影することにより生息種の

確認・記録を行った。 

鳥類 

直接観察 
調査地域を任意に踏査し、目視又は鳴き声等により生

息種の確認・記録を行った。 

ラインセンサス法 

調査地域に調査ルートを設定し、一定速度で歩きなが

ら、一定範囲内において出現した鳥類を目視や鳴き声

により生息種の確認・記録を行った。 

定点観察法 
調査地域の見通しがきく場所等に観察地点を定め、そ

こからの観察により生息種の確認・記録を行った。 

鳥類 

（猛禽類） 
定点観察法 

調査地域の見通しがきく場所等に観察地点を定め、そ

こからの観察により生息種の確認・記録を行った。 

爬虫類 直接観察及び採取 
調査地域を任意に踏査し、目視等により生息種の確

認・記録を行った。 

両生類 直接観察及び採取 
調査地域を任意に踏査し、目視又は鳴き声により生息

種の確認・記録を行った。 

陸上昆虫類 

直接観察及び採取 

調査地域を任意に踏査し、見つけ採り、スウィーピン

グ、ビーティング等による任意採集により生息種の確

認・記録を行った。 

ライトトラップ法 

調査地域に設定した地点において、夜間に光源を置

き、これに集まる種（主にガ類、コウチュウ類等の走光性

昆虫）を採集することにより生息種の確認・記録を行っ

た。 

ベイトトラップ法 

調査地域に設定した地点において、誘因餌（ベイト：乳

酸菌飲料・ビール：4 個、清涼飲料水・酢：3 個、腐肉：3

個）を入れたプラスチックカップ（計 10 個/地点）を地中

に埋めて一晩放置し、翌日誘引された種（主にオサムシ

類、ゴミムシ類、アリ類等の地表徘徊性昆虫）を採集す

ることにより生息種の確認・記録を行った。 

クモ類 直接観察及び採取 
調査地域を任意に踏査し、目視等により生息種の確

認・記録を行った。 

陸生貝類 直接観察及び採取 
調査地域を任意に踏査し、目視等により生息種の確

認・記録を行った。 

土壌動物 コドラート法 

調査地域の複数の地点において採取した土壌を室内

に持ち帰り、ツルグレン装置を用いて土壌動物を捕集

することにより、生息種の確認・記録を行った。 
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 重要な種等の状況 

（a）重要な種等の生態 

重要な種等の生態については、表 7-6-2 に示す図鑑、その他の資料の収集により整理した。 

 

 

表 7-6-2 既存資料一覧  

資料名 発行年 発行元 

レッドデータブック 2014 

－日本の絶滅のおそれのある野生動物－ 

平成 26 年 9 月

平成 27 年 2 月
(株)ぎょうせい 

環境省レッドリスト 2017 補遺資料 平成 29 年 10 月
環境省自然環境局野生生物課

希少種保全推進室 

三重県レッドデータブック 2015 

～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～ 
平成 27 年 3 月

三重県農林水産部 

みどり共生推進課 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 

レッドデータブックあいち 2020－動物編－ 
令和 2 年 3 月 

愛知県環境局環境政策部 

自然環境課 

原色日本野鳥生態図鑑＜水鳥編＞ 平成 7 年 3 月 (株)保育社 
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（b）重要な種等の分布及び生息の状況、重要な種等の生息環境の状況 

重要な種等の分布及び生息の状況、重要な種等の生息環境の状況については、表 7-6-3（1）～

（2）に示す選定基準に該当する種について、「a）動物相の状況」の調査と併せて行った。 

 

表 7-6-3(1) 重要な種の選定基準 

番

号 
文献及び法律名 選定基準となる区分 

① 

文化財保護法（昭和 25 年 5 月 30 日法律第

214 号） 

三重県文化財保護条例（昭和 32 年三重県条

例第 72 号） 

愛知県文化財保護条例(昭和 30 年 4 月 1 日

条例第 6 号) 

木曽岬町文化財保護条例（平成 21 年 12 月

18 日条例第 32 号） 

桑名市文化財保護条例（平成 16 年 12 月 6 日

条例第 187 号） 

弥富市文化財保護条例（昭和 47 年 6 月 30

日条例第 17 号） 

国特：国指定特別天然記念物 

国天：国指定天然記念物 

三天：三重県指定天然記念物 

愛天：愛知県指定天然記念物 

木天：木曽岬町指定天然記念物 

桑天：桑名市指定天然記念物 

弥天：弥富市指定天然記念物 

② 
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（平成 4 年 6 月 5 日法律第 75 号）

国際：国際希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

③ 
三重県自然環境保全条例 

（平成 15 年三重県条例第 2 号） 
指定：三重県指定希少野生動植物種 

④ 
環境省レッドリスト 2020 の公表について 

（令和 2 年 3 月 27 日、環境省） 

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類（絶滅の危機に瀕している

種） 

CR：絶滅危惧ⅠA 類（ごく近い将来における絶滅の

危険性が極めて高い種） 

EN：絶滅危惧ⅠB 類（ⅠA 類ほどではないが、近い

将来における絶滅の危険性が高い種） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種）

NT：準絶滅危惧（現時点では絶滅危険度は小さい

が、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移

行する可能性のある種） 

DD：情報不足（評価するだけの情報が不足している

種） 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群（地域的に孤立

している個体群で、絶滅のおそれが高いもの） 
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表 7-6-3(2) 重要な種の選定基準 

番

号 
文献及び法律名 選定基準となる区分 

⑤ 

三重県レッドデータブック 2015～三

重県の絶滅のおそれのある野生生物

～（平成 27 年 3 月、三重県農林水産

部みどり共生推進課） 

CR：絶滅危惧ⅠA 類（ごく近い将来における絶滅の危険性が

極めて高い種） 

EN：絶滅危惧ⅠB 類（ⅠA 類ほどではないが、近い将来におけ

る絶滅の危険性が高い種） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種） 

NT：準絶滅危惧（生息条件の変化によっては、「絶滅危惧種」に

移行する要素を持つ種） 

DD：情報不足（評価するだけの情報が不足している種） 

なお、繁殖期と越冬期で個体数が著しく変わる種類について

は、それぞれの時期で評価されている。 

⑥ 

愛知県の絶滅のおそれのある野生生

物 レッドデータブックあいち

2020―動物編―（令和 2 年、愛知県

環境局環境政策部自然環境課） 

CR：絶滅危惧ⅠA 類（絶滅の危機に瀕している種。ごく近い将

来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの） 

EN：絶滅危惧ⅠB 類（絶滅の危機に瀕している種。ⅠA 類ほど

ではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が

高いもの） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大している種） 

NT：準絶滅危惧（存続基盤が脆弱な種） 

DD：情報不足（「絶滅」「絶滅危惧」「準絶滅危惧」のいずれかに

該当する可能性が高いが、評価するだけの情報が不足し

ている種。） 

LP：その種の国内における生息状況に鑑み、愛知県において特

に保全のための配慮が必要と考えられる 特徴的な個体群

なお、鳥類については、繁殖、越冬、通過の時期で評価が異なる

ことから、評価対象個体群ごとに評価されている。 
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 調査地域 

調査地域は、対象事業の実施が、陸生動物及びその生息環境に影響を及ぼすおそれがあると認め

られる地域及びその地域と自然的社会的に一体と考えられる地域として、事業実施区域及びその周

辺とした。 

調査にあたっては、調査地域の地形、植生、土地の利用状況等を踏まえ、調査地域を 7 つに区分し

た。ブロック区分を表 7-6-4 及び図 7-6-1 示す。 

 

 

表 7-6-4 ブロック区分の概要 

ブロック 位置 ブロック概要 

ブロック A 

木曽岬干拓地内 

伊勢湾岸自動車道以北に位置するブロック。 

木曽岬新輪工業団地として利用されている。 

ブロック B 

伊勢湾岸自動車道と事業実施区域の間に位置するブロッ

ク。 

新エネルギーランド（木曽岬干拓地メガソーラー発電所）と

して利用されている。 

ブロック C 

木曽岬干拓地の中央に位置するブロック。 

三重県側は事業実施区域、愛知県側は新エネルギーラン

ド及び運動広場としての利用が予定されている。 

ブロック D 

事業実施区域以南に位置するブロック。 

三重県側は農業体験広場、愛知県側は運動広場としての

利用が予定されている。 

ブロック E 
木曽岬干拓地の南端に位置するブロック。 

自然体験広場として、保全区が整備されている。 

ブロック F 
木曽岬干拓地外 

木曽岬干拓地外の陸域に位置するブロック 

ブロック G 木曽岬干拓地外の水域に位置するブロック 
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図 7-6-1 ブロック区分  

- 392 -



7-6-8 

 

 調査地点 

調査地点及び調査ルートは、調査対象動物の生態的な特性、周辺の地形状況、植生の連続性を踏

まえ、調査地域に生息する動物を効率よく把握できる場所を設定した。 

調査地点及び調査ルートを図 7-6-2～図 7-6-9 に示す。  
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図 7-6-2 哺乳類調査位置図 
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図 7-6-3 鳥類調査位置図 
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図 7-6-4 鳥類（猛禽類）調査位置図 
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図 7-6-5 爬虫類・両生類調査位置図 
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図 7-6-6 昆虫類調査位置図 
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図 7-6-7 クモ類調査位置図 
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図 7-6-8 陸生貝類調査位置図 
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図 7-6-9 土壌動物調査位置図 
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 調査期間等 

調査期間は、令和 3 年 4 月～令和 4 年 10 月とした。調査時期等は、春季・夏季・秋季・冬季を基

本とし、調査対象となる動物の生態的な特性を考慮し、効率よく確認できる時期とした。 

各項目の調査時期を表 7-6-5 に示す。 

 

表 7-6-5(1) 調査時期 

項 目 調査手法 調査実施日 

哺乳類 

目撃法、フィールドサイン法、 

トラップ法（シャーマントラップ） 

冬季：令和 4年  1月 24日～ 26日 

春季：令和 4年  4月 18日～ 22日 

夏季：令和 4年  7月  4日～  6日 

秋季：令和 4年 10月 26日～ 28日 

トラップ法（自動撮影カメラ） 令和 4年  1月 24日～ 10月 28日 

鳥類 

直接観察 冬季：令和 4年  1月 19日～ 20日 

春季：令和 4年  5月 23日～ 24日 

夏季：令和 4年  7月 13日～ 14日 

秋季：令和 4年  9月  8日～  9日 

ラインセンサス法 

定点観察法 

鳥類 

（猛禽類） 
定点観察法 

＜令和 3 年繁殖シーズン＞ 

令和 3 年  4 月 20 日～ 21 日、 

令和 3 年  5 月 28 日～ 29 日、 

令和 3 年  6 月 25 日～ 26 日、 

令和 3 年  7 月 24 日～ 25 日、 

令和 3 年  8 月  6 日～  7 日 

＜令和 4 年繁殖シーズン＞ 

令和 3 年 12 月 22 日～ 23 日 

令和 4 年  1 月 24 日～ 25 日 

令和 4 年  2 月 11 日～ 12 日 

令和 4 年  3 月  1 日～  2 日、5 日 

令和 4 年  4 月 13 日～ 14 日 

令和 4 年  5 月 19 日～ 20 日 

令和 4 年  6 月 23 日～ 24 日 

令和 4 年  7 月 11 日～ 12 日 

令和 4 年  8 月  8 日～  9 日 

爬虫類 直接観察及び採取 

春季：令和 4年  4月 18日～ 22日 

夏季：令和 4年  7月  4日～  6日 

秋季：令和 4年 10月 26日～ 28日 

両生類 直接観察及び採取 

春季：令和 4年  4月 18日～ 22日 

夏季：令和 4年  7月  4日～  6日 

秋季：令和 4年 10月 26日～ 28日 

陸上昆虫類 

直接観察及び採取 春季：令和 4年  5月 25日～ 26日 

夏季：令和 4年  7月 19日～ 20日 

秋季：令和 4年  9月 13日～ 16日 ライトトラップ法 

ベイトトラップ法 

春季：令和 4年  5月 25日～ 26日 

夏季：令和 4年  7月 19日～ 20日、8月 15～ 17日

秋季：令和 4年  9月 13日～ 16日 
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表 7-6-5(2) 調査時期 

項 目 調査手法 調査実施日 

クモ類 直接観察及び採取 

春季：令和 4年  5月 23日～ 26日 

夏季：令和 4年  7月 11日～ 14日 

秋季：令和 4年  9月 13日～ 16日 

陸生貝類 直接観察及び採取 

春季：令和 4年  5月 16日～ 17日 

夏季：令和 4年  7月 11日～ 12日 

秋季：令和 4年 10月 24日～ 25日 

土壌動物 コドラート法 夏季：令和 4年  8月 19日、 22日 
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（2） 調査の結果 

現地調査結果の概要を表 7-6-6 に示す。 

 

 

表 7-6-6 現地調査結果の概要 

項 目 確認種数 重要な種 

哺乳類  3 目  8 科 10 種 カヤネズミ（計 1 種） 

鳥類 13 目 32 科 85 種 

カワアイサ、チュウサギ、ヒクイナ、タゲリ、ケリ、 

コチドリ、コアジサシ、ミサゴ、チュウヒ、 

ハイイロチュウヒ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、 

ハチクマ、サシバ、コチョウゲンボウ、ハヤブサ、 

オオムシクイ、アカハラ、コサメビタキ、キビタキ 

（計 21 種） 

爬虫類  2 目  5 科  7 種 確認なし 

両生類  1 目  3 科  4 種 トノサマガエル（計 1 種） 

陸上昆虫類 13 目 184 科 688 種 

ノシメトンボ、コオイムシ、ハイイロボクトウ、 

ミズアブ、コガムシ、コガタガムシ、 

アオスジクモバチ（計 7 種） 

クモ類  1 目 22 科 122 種 

オニグモ、コガネグモ、シロオビトリノフンダマシ、

アカイロトリノフンダマシ、エビチャコモリグモ、 

オビジガバチグモ（計 6 種） 

陸生貝類  1 目 13 科 19 種 オオウエキビ（計 1 種） 

土壌動物 4 門 10 綱 24 目 95 科 138 種 確認なし 
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 哺乳類 

 哺乳類の生息状況 

現地調査の結果、表 7-6-7 に示すとおり、3 目 8 科 10 種の哺乳類が確認された。 

確認された哺乳類は、ヒナコウモリ科の一種、アカネズミ、タヌキ等であった。 

 

表 7-6-7 哺乳類確認種一覧 

番

号 
目名 科名 種名 

調査時期 重要

な種冬季 春季 夏季 秋季

1 コウモリ（翼手） ヒナコウモリ ヒナコウモリ科  〇  〇  

2 ネズミ（齧歯） ネズミ アカネズミ  〇 〇 〇  

3     カヤネズミ 〇  〇 〇 〇

4   ヌートリア ヌートリア 〇 〇 〇 〇  

5 ネコ（食肉） アライグマ アライグマ 〇     

6   イヌ タヌキ 〇 〇 〇 〇  

7     キツネ 〇 〇 〇   

8   イタチ シベリアイタチ 〇     

-     イタチ属 〇 〇 〇   

9   ジャコウネコ ハクビシン 〇     

10   ネコ ノネコ 〇     

計 3 目 8 科 10 種 8 種 6 種 6 種 5 種 1 種

注 1）分類、配列などは基本的に「令和 4 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年、国土交通

省）に準拠した。 

注 2）同一種の可能性がある種は、種数をカウントしないこととした。 

 

 

 重要な哺乳類 

現地調査で確認された種のうち、重要な哺乳類はカヤネズミの 1 種であった。 

現地調査で確認された重要な哺乳類を表 7-6-8 に、確認位置を図 7-6-10 に示す。 

 

表 7-6-8 現地調査により確認された重要な哺乳類 

番

号 
目名 科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 ネズミ（齧歯） ネズミ カヤネズミ      VU

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 0 種 0 種 1 種

注）選定基準及びランクは表 7-6-3 に示す。 
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図 7-6-10 重要な哺乳類の確認位置図  
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 鳥類 

 鳥類の生息状況 

現地調査の結果、表 7-6-9 に示すとおり、13 目 32 科 85 種の鳥類が確認された。 

確認された鳥類は、キジ、ヒドリガモ、カイツブリ、ゴイサギ、ミサゴ等であった。 

 

表 7-6-9(1) 鳥類確認種一覧 

番

号 
目名 科名 種名 

調査時期 重要

な種冬季 春季 夏季 秋季

1 キジ キジ キジ ○ ○ ○ ○  

2 カモ カモ ヒドリガモ ○     

3     マガモ ○   ○  

4     カルガモ ○ ○ ○ ○  

5     ハシビロガモ ○     

6     オナガガモ    ○  

7     コガモ ○   ○  

8     ホシハジロ ○     

9     キンクロハジロ ○     

10     ミコアイサ ○     

11     カワアイサ ○    ○

12     ウミアイサ ○ ○    

13 カイツブリ カイツブリ カイツブリ ○  ○ ○  

14     カンムリカイツブリ ○  ○   

15     ハジロカイツブリ ○     

16 ハト ハト カワラバト(ドバト) ○ ○ ○ ○  

17     キジバト ○ ○ ○ ○  

18 カツオドリ ウ カワウ ○ ○ ○ ○  

19 ペリカン サギ ゴイサギ    ○  

20     アマサギ    ○  

21     アオサギ ○ ○ ○ ○  

22     ダイサギ ○ ○ ○ ○  

23     チュウサギ   ○ ○ ○

24     コサギ   ○ ○  

25 ツル クイナ ヒクイナ  ○  ○ ○

26     オオバン ○ ○  ○  

27 アマツバメ アマツバメ アマツバメ    ○  

28 チドリ チドリ タゲリ ○    ○

29     ケリ  ○ ○  ○

30     コチドリ  ○ ○  ○

31   シギ タシギ ○     

32     チュウシャクシギ    ○  

33     アオアシシギ    ○  

34     クサシギ ○   ○  

35     キアシシギ    ○  

36     イソシギ ○ ○ ○ ○  

37   カモメ ユリカモメ ○   ○  

38     ウミネコ   ○   

39     セグロカモメ ○     

40     コアジサシ   ○  ○
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表 7-6-9(2) 鳥類確認種一覧 

番

号 
目名 科名 種名 

調査時期 重要

な種冬季 春季 夏季 秋季

41 タカ ミサゴ ミサゴ ○ ○ ○ ○ ○

42  タカ ハチクマ  ○   ○

43   トビ ○ ○ ○ ○  

44   チュウヒ ○ ○ ○ ○ ○

45   ハイイロチュウヒ ○ ○   ○

46   ツミ    ○ ○

47   ハイタカ ○ ○   ○

48   オオタカ ○ ○ ○ ○ ○

49   サシバ  ○   ○

50   ノスリ ○   ○  

51 ブッポウソウ カワセミ カワセミ ○  ○ ○  

52 ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ  ○ ○ ○  

53   コチョウゲンボウ ○ ○   ○

54   ハヤブサ ○ ○ ○  ○

55 スズメ モズ モズ ○ ○ ○ ○  

56  カラス ハシボソガラス ○ ○ ○ ○  

57   ハシブトガラス ○ ○ ○ ○  

58  シジュウカラ シジュウカラ ○  ○   

59  ヒバリ ヒバリ ○ ○ ○ ○  

60  ツバメ ショウドウツバメ  ○  ○  

61   ツバメ  ○ ○ ○  

62  ヒヨドリ ヒヨドリ ○ ○ ○ ○  

63  ウグイス ウグイス ○ ○ ○ ○  

64   ヤブサメ    ○  

65  ムシクイ オオムシクイ  ○   ○

66  メジロ メジロ ○ ○    

67  ヨシキリ オオヨシキリ  ○ ○   

68  セッカ セッカ  ○ ○ ○  

69  ムクドリ ムクドリ ○ ○ ○ ○  

70  ヒタキ シロハラ ○     

71   アカハラ ○    ○

72   ツグミ ○     

73   ジョウビタキ ○     

74   イソヒヨドリ ○   ○  

75   コサメビタキ    ○ ○

76   キビタキ  ○   ○

77  スズメ スズメ ○ ○ ○ ○  

78  セキレイ ハクセキレイ ○ ○ ○ ○  

79   セグロセキレイ ○  ○ ○  

80   タヒバリ ○     

81  アトリ カワラヒワ ○ ○ ○ ○  

82   ベニマシコ ○     

83  ホオジロ ホオジロ ○ ○ ○ ○  

84   カシラダカ ○     

85   アオジ ○     

計 13 目 32 科 85 種 59 種 42 種 39 種 50 種 21 種

注）分類、配列などは基本的に「令和 4 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年、国土交通省）

に準拠した。  
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 重要な鳥類 

現地調査で確認された種のうち、重要な鳥類はカワアイサ、チュウサギ、ヒクイナ等の 21 種であっ

た。 

現地調査で確認された重要な鳥類を表 7-6-10 に、確認位置を図 7-6-11 に示す。 

 

表 7-6-10 現地調査により確認された重要な鳥類 

番

号 
目名 科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 カモ カモ カワアイサ      越冬 NT

2 ペリカン サギ チュウサギ    NT VU  

3 ツル クイナ ヒクイナ    NT VU 
繁殖 NT

通過 NT

4 チドリ チドリ タゲリ     NT  

5   ケリ    DD   

6   コチドリ     NT  

7  カモメ コアジサシ    VU CR 
繁殖 EN

通過 VU

8 タカ ミサゴ ミサゴ    NT
繁殖 NT

越冬 VU
繁殖 NT

9  タカ ハチクマ    NT EN 
繁殖 VU

通過 NT

10   チュウヒ  国内  EN
繁殖 CR

越冬 VU

繁殖 CR

越冬 VU

11   ハイイロチュウヒ     VU 越冬 EN

12   ツミ      繁殖 NT

13   ハイタカ    NT NT  

14   オオタカ    NT VU 
繁殖 NT

越冬 NT

15   サシバ   指定 VU EN 
繁殖 EN

通過 NT

16 ハヤブサ ハヤブサ コチョウゲンボウ     EN  

17   ハヤブサ  国内  VU
繁殖 CR

越冬 EN

繁殖 VU

越冬 NT

18 スズメ ムシクイ オオムシクイ    DD   

19  ヒタキ アカハラ      繁殖 CR

20   コサメビタキ     DD 繁殖 NT

21   キビタキ     NT  

計 7 目 10 科 21 種 0 種 2 種 1 種 12 種 16 種 13 種

注）選定基準及びランクは表 7-6-3 に示す。 
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図 7-6-11(1) 重要な鳥類の確認位置図（鳥類調査）  
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図 7-6-11(2) 重要な鳥類の確認位置図（鳥類調査）  
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図 7-6-11(3) 重要な鳥類の確認位置図（鳥類調査） 
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図 7-6-11(4) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 ミサゴ）  
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図 7-6-11(5) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 4 年 ミサゴ）  
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図 7-6-11(6) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 4 年 ハチクマ）  
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図 7-6-11(7) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-6-11(8) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 チュウヒ）  

推定ねぐら位置 
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図 7-6-11(9) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 チュウヒ）  

推定ねぐら位置 
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図 7-6-11(10) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 チュウヒ）  

推定ねぐら位置 
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図 7-6-11(11) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-6-11(12) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-6-11(13) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-6-11(14) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 チュウヒ）  
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図 7-6-11(15) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 4 年 チュウヒ）  
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図 7-6-11(16) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 4 年 チュウヒ）  
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図 7-6-11(17) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 4 年 チュウヒ）  
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図 7-6-11(18) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 4 年 チュウヒ）  
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図 7-6-11(19) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 ハイイロチュウヒ）  
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図 7-6-11(20) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 ハイタカ）  
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図 7-6-11(21) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 オオタカ）  
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図 7-6-11(22) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 4 年 オオタカ）  
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図 7-6-11(23) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 サシバ）  
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図 7-6-11(24) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 コチョウゲンボウ）  
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図 7-6-11(25) 重要な鳥類の確認位置図（猛禽類調査：令和 3 年 ハヤブサ）
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 爬虫類 

 爬虫類の生息状況 

現地調査の結果、表 7-6-11 に示すとおり、2 目 5 科 7 種の爬虫類が確認された。 

確認された爬虫類は、クサガメ、ヒガシニホントカゲ、シマヘビ等であった。 

 

表 7-6-11 爬虫類確認種一覧 

番

号 
目名 科名 種名 

調査時期 重要

な種冬季 春季 夏季 秋季

1 カメ イシガメ クサガメ  〇 〇 〇  

2   ヌマガメ ミシシッピアカミミガメ  〇 〇 〇  

3 有鱗 トカゲ ヒガシニホントカゲ   〇   

4   カナヘビ ニホンカナヘビ  〇 〇   

5   ナミヘビ シマヘビ  〇 〇   

6     アオダイショウ  〇 〇 〇  

7     ヒバカリ    〇  

計 2 目 5 科 7 種 0 種 5 種 6 種 4 種 0 種

注）分類、配列などは基本的に「令和 4 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年、国土交通省）

に準拠した。 

 

 重要な爬虫類 

現地調査において、重要な爬虫類は確認されなかった。 
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 両生類 

 両生類の生息状況 

現地調査の結果、表 7-6-12 に示すとおり、1 目 3 科 4 種の両生類が確認された。 

確認された両生類は、ニホンアマガエル、トノサマガエル、ウシガエル、ヌマガエルであった。 

 

表 7-6-12 両生確認種一覧 

番

号 
目名 科名 種名 

調査時期 重要

な種冬季 春季 夏季 秋季

1 無尾 アマガエル ニホンアマガエル  〇    

2  アカガエル トノサマガエル   〇  〇

3    ウシガエル  〇 〇   

4  ヌマガエル ヌマガエル  〇 〇   

計 1 目 3 科 4 種 0 種 3 種 3 種 0 種 1 種

注）分類、配列などは基本的に「令和 4 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年、国土交通省）

に準拠した。 

 

 

 重要な両生類 

現地調査で確認された種のうち、重要な両生類はトノサマガエルの 1 種であった。 

現地調査で確認された重要な両生類を表 7-6-13 に、確認位置を図 7-6-12 に示す。 

 

表 7-6-13 現地調査により確認された重要な両生類 

番

号 
目名 科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 無尾 アカガエル トノサマガエル    NT   

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 0 種 0 種

注）選定基準及びランクは表 7-6-3 に示す。 
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図 7-6-12 重要な両生類の確認位置図  
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 陸上昆虫類 

 陸上昆虫類の生息状況 

現地調査の結果、表 7-6-14 に示すとおり、13 目 184 科 688 種の陸上昆虫類が確認された。 

確認された陸上昆虫類は、アジアイトトンボ、ハラビロカマキリ、スズムシ、オオヨコバイ等であった。 

 

表 7-6-14(1) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

1 トビムシ ヒメトビムシ 
Hypogastrura 属の一

種 
  ○   

 

2   ツチトビムシ ツチトビムシ科の一種   ○ ○  

3   アヤトビムシ アヤトビムシ科の一種 ○ ○ ○  

4   マルトビムシ マルトビムシ科の一種 ○ ○ ○  

5 トンボ 

（蜻蛉） 

イトトンボ アジアイトトンボ   ○ ○  

6   アオモンイトトンボ ○ ○ ○  

7     ムスジイトトンボ   ○    

8   ヤンマ クロスジギンヤンマ ○      

9     ギンヤンマ ○ ○ ○  

10   トンボ ショウジョウトンボ   ○    

11     コフキトンボ ○ ○    

12     ハラビロトンボ ○ ○    

13     シオカラトンボ ○ ○ ○  

14     ウスバキトンボ ○ ○ ○  

15     コシアキトンボ   ○    

16     チョウトンボ   ○    

17     コノシメトンボ   ○ ○  

18     ノシメトンボ     ○ ○ 

19     マイコアカネ   ○ ○  

20 ゴキブリ（網翅） チャバネゴキブリ モリチャバネゴキブリ ○ ○ ○  

21 カマキリ（蟷螂） カマキリ ハラビロカマキリ   ○ ○  

22   チョウセンカマキリ   ○ ○  

-     Tenodera 属の一種   ○    

23 ハサミムシ 

（革翅） 

マルムネハサミムシ ヒゲジロハサミムシ ○ ○    

24   コバネハサミムシ ○ ○ ○  

25   クロハサミムシ ミジンハサミムシ   ○    

26 バッタ 

（直翅） 

ツユムシ セスジツユムシ     ○  

27   ツユムシ   ○ ○  

-     ツユムシ科の一種   ○    

28   キリギリス ホシササキリ   ○ ○  

29     ヒメギス ○      

30     カヤキリ     ○  

31   マツムシ スズムシ   ○ ○  

32     ヒロバネカンタン     ○  

33     カンタン     ○  

34     マツムシ   ○ ○  
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表 7-6-14(2) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

35 (バッタ 

（直翅）) 

コオロギ ハラオカメコオロギ     ○  

36   ミツカドコオロギ     ○  

37     クマコオロギ   ○ ○  

38     クマスズムシ   ○ ○  

39     エンマコオロギ ○ ○ ○  

40     ツヅレサセコオロギ   ○ ○  

-     コオロギ科の一種   ○    

41   カネタタキ カネタタキ     ○  

42   アリツカコオロギ 
Myrmecophilus 属の

一種 
○ ○   

 

-     
アリツカコオロギ科の 

一種 
    ○ 

 

43   ヒバリモドキ ヒゲシロスズ   ○ ○  

44     シバスズ   ○ ○  

45     キアシヒバリモドキ ○      

46   バッタ ショウリョウバッタ   ○ ○  

47     マダラバッタ   ○ ○  

48     ショウリョウバッタモドキ     ○  

49     トノサマバッタ   ○ ○  

50     ナキイナゴ ○ ○    

51     クルマバッタモドキ   ○ ○  

-     バッタ科の一種 ○      

52   イナゴ ハネナガイナゴ     ○  

53     コバネイナゴ     ○  

54     ツチイナゴ ○ ○ ○  

55   オンブバッタ オンブバッタ     ○  

56   ヒシバッタ ハネナガヒシバッタ ○ ○ ○  

57     コバネヒシバッタ     ○  

58     ハラヒシバッタ ○ ○    

59     ヒメヒシバッタ   ○ ○  

-     Tetrix 属の一種     ○  

60   ノミバッタ ノミバッタ ○   ○  

61 カメムシ 

（半翅） 

ヒシウンカ ヨスジヒシウンカ   ○    

-   Reptalus 属の一種   ○    

62   ウンカ ゴマフウンカ   ○ ○  

63     ヒメトビウンカ     ○  

64     トビイロウンカ   ○ ○  

65     セジロウンカ     ○  

66     Stenocranus 属の一種     ○  

67     テラウチウンカ ○ ○ ○  

68     コブウンカ ○ ○ ○  

69     クロコブウンカ   ○    

-     ウンカ科の一種   ○ ○  
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表 7-6-14(3) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

70 (カメムシ 

（半翅）) 

ハネナガウンカ アカハネナガウンカ   ○    

71   Mysidioides 属の一種   ○ ○  

72   テングスケバ ツマグロスケバ     ○  

73   アオバハゴロモ トビイロハゴロモ   ○ ○  

74   ハゴロモ ベッコウハゴロモ   ○ ○  

75   グンバイウンカ ミドリグンバイウンカ     ○  

76     ヒラタグンバイウンカ   ○ ○  

77   セミ クマゼミ   ○    

78     アブラゼミ   ○ ○  

79     ツクツクボウシ     ○  

80     ニイニイゼミ   ○    

81   アワフキムシ マツアワフキ   ○ ○  

82     ハマベアワフキ ○ ○ ○  

-     アワフキムシ科の一種 ○      

83   コガシラアワフキムシ コガシラアワフキ ○ ○    

84   ヨコバイ 
Alebroides 
akashianus 

  ○   
 

85     アオズキンヨコバイ ○   ○  

86     オオヨコバイ ○      

87     オナガトガリヨコバイ ○      

88     シロヒメヨコバイ     ○  

89     
クロミャクイチモンジヨコ

バイ 
  ○ ○ 

 

90     ヒシモンヨコバイ   ○    

91     ミドリヒロヨコバイ   ○    

92     ホシヒメヨコバイ     ○  

93     Macrosteles 属の一種   ○    

94     ツマグロヨコバイ   ○ ○  

95     ホソサジヨコバイ   ○    

96     
シロミャクイチモンジヨコ

バイ 
    ○ 

 

97     クロヒラタヨコバイ ○   ○  

98     クロサジヨコバイ ○ ○    

99     シラホシスカシヨコバイ   ○    

100     イグチホシヨコバイ   ○ ○  

101     ホシヨコバイ   ○ ○  

-     ヨコバイ科の一種 ○ ○ ○  

102   キジラミ ベニキジラミ ○      

103   アブラムシ アブラムシ科の一種     ○  

104   サシガメ マダラカモドキサシガメ     ○  

105     コゲヒメトビサシガメ   ○    

106     モモブトトビイロサシガメ ○ ○    

107     クロモンサシガメ ○ ○ ○  

108     トゲサシガメ     ○  

109     シマサシガメ ○      

-     サシガメ科の一種   ○    
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表 7-6-14(4) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

110 (カメムシ 

（半翅）) 

グンバイムシ ウチワグンバイ   ○    

111   アワダチソウグンバイ ○ ○ ○  

112     ヘクソカズラグンバイ     ○  

113     ナシグンバイ     ○  

-     Stephanitis 属の一種   ○    

114   ハナカメムシ ヤサハナカメムシ     ○  

115     チビクロハナカメムシ ○      

116     ナミヒメハナカメムシ ○ ○    

117   カスミカメムシ ヨツモンカスミカメ     ○  

118     ナカグロカスミカメ ○      

119     ツマグロアオカスミカメ     ○  

120     コミドリチビトビカスミカメ     ○  

121     マツトビカスミカメ     ○  

122     クスベニヒラタカスミカメ ○      

123     クロヒョウタンカスミカメ   ○    

124     フタトゲムギカスミカメ ○      

125     アカスジカスミカメ ○ ○ ○  

126     イネホソミドリカスミカメ ○      

127   マキバサシガメ ミナミマキバサシガメ     ○  

128     
キバネアシブトマキバサシ

ガメ 
    ○ 

 

129   オオホシカメムシ オオホシカメムシ ○ ○ ○  

130   ホシカメムシ フタモンホシカメムシ ○ ○    

131     クロホシカメムシ   ○ ○  

132   ホソヘリカメムシ クモヘリカメムシ   ○ ○  

133     ニセヒメクモヘリカメムシ   ○    

134     ホソヘリカメムシ ○ ○ ○  

135   ヘリカメムシ ホソハリカメムシ ○ ○    

136     ハリカメムシ ○      

137     オオクモヘリカメムシ     ○  

138     ホシハラビロヘリカメムシ ○ ○ ○  

139     ツマキヘリカメムシ ○ ○ ○  

140   ヒメヘリカメムシ スカシヒメヘリカメムシ     ○  

141     アカヒメヘリカメムシ ○ ○ ○  

142     コブチヒメヘリカメムシ ○ ○    

143     ブチヒメヘリカメムシ     ○  
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表 7-6-14(5) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

144 (カメムシ 

（半翅）) 

ナガカメムシ コバネナガカメムシ ○ ○ ○  

145   
ヒメネジロツヤナガカメム

シ 
    ○ 

 

146     ヒメオオメナガカメムシ   ○    

147     オオメナガカメムシ ○   ○  

148     
サビヒョウタンナガカメム

シ 
  ○ ○ 

 

149     
キベリヒョウタンナガカメ

ムシ 
  ○   

 

150     ヒナナガカメムシ   ○    

151     ホソコバネナガカメムシ     ○  

152     オオモンシロナガカメムシ   ○    

153     ヒメナガカメムシ ○ ○ ○  

154     ヒゲナガカメムシ ○ ○ ○  

155     モンシロナガカメムシ   ○    

156     アカアシホソナガカメムシ     ○  

157     クロアシホソナガカメムシ ○ ○ ○  

158     イチゴチビナガカメムシ   ○ ○  

-     
Stigmatonotum 属の

一種 
○     

 

159     ヒメジュウジナガカメムシ ○      

-     ナガカメムシ科の一種   ○    

160   メダカナガカメムシ メダカナガカメムシ   ○ ○  

161   ノコギリカメムシ ノコギリカメムシ ○      

162   カメムシ ウズラカメムシ ○ ○    

163     シロヘリカメムシ     ○  

164     シロヘリクチブトカメムシ     ○  

165     ナガメ ○      

166     マルシラホシカメムシ   ○ ○  

167     シラホシカメムシ ○ ○ ○  

-     Eysarcoris 属の一種 ○      

168     ツヤアオカメムシ ○      

169     フタテンカメムシ ○ ○ ○  

170     イネカメムシ   ○ ○  

171     イチモンジカメムシ   ○    

172     チャバネアオカメムシ ○ ○    

173     オオクロカメムシ ○      

174     イネクロカメムシ ○      

175     ヒメクロカメムシ ○ ○ ○  
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表 7-6-14(6) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

176 (カメムシ 

（半翅）) 

マルカメムシ マルカメムシ ○ ○ ○  

177 アメンボ アメンボ   ○    

178     ヒメアメンボ   ○    

179   
カタビロアメン

ボ 
ケシカタビロアメンボ   ○ ○ 

 

-     Microvelia 属の一種   ○    

180   ミズムシ Micronecta 属の一種   ○    

181     コミズムシ   ○ ○  

182   メミズムシ メミズムシ ○      

183   コオイムシ コオイムシ   ○   ○ 

184   マツモムシ コマツモムシ   ○    

185 アミメカゲロウ

（脈翅） 

クサカゲロウ ヨツボシクサカゲロウ ○      

186   ヤマトクサカゲロウ ○ ○ ○  

187   ヒメニセコガタクサカゲロウ ○ ○ ○  

188     
イツホシアカマダラクサカゲ

ロウ 
    ○ 

 

189     フタモンクサカゲロウ     ○  

190     セアカクサカゲロウ     ○  

191     Italochrysa 属の一種 ○      

192   ヒメカゲロウ Hemerobius 属の一種     ○  

193     チャバネヒメカゲロウ     ○  

194     ミドリヒメカゲロウ     ○  

195 トビケラ 

（毛翅） 

ヒメトビケラ Hydroptila 属の一種 ○   ○  

196 
ヒゲナガトビケ

ラ 
ハモチクサツミトビケラ   ○   

 

197     ゴマダラヒゲナガトビケラ   ○    

198 チョウ 

（鱗翅） 

ヒゲナガガ キオビクロヒゲナガ ○      

199 ヒロズコガ ヒロズコガ科の一種 ○      

200   マルハキバガ シロスジベニマルハキバガ ○      

-     マルハキバガ科の一種   ○    

201   ミツボシキバガ ヒマラヤスギミツボシキバガ   ○ ○  

-     Autosticha 属の一種   ○    

202   カザリバガ ベニモントガリホソガ   ○ ○  

203     Cosmopterix 属の一種   ○    

-     カザリバガ科の一種 ○      

204   キバガ タテジマキバガ   ○ ○  

-     キバガ科の一種 ○ ○ ○  

205   スカシバガ ブドウスカシバ ○      

206   ボクトウガ ハイイロボクトウ ○     ○ 
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表 7-6-14(7) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

207 (チョウ 

（鱗翅）) 

ハマキガ セモンカギバヒメハマキ     ○  

208   ヨモギネムシガ     ○  

209     トビモンシロヒメハマキ ○      

210     チャハマキ     ○  

211     ヤナギサザナミヒメハマキ ○   ○  

-     ハマキガ科の一種 ○ ○ ○  

212   イラガ アオイラガ   ○ ○  

213     クロシタアオイラガ     ○  

214   マダラガ ブドウスカシクロバ ○      

215   セセリチョウ イチモンジセセリ ○ ○ ○  

216     チャバネセセリ ○ ○ ○  

217   シジミチョウ ルリシジミ ○      

218     ツバメシジミ ○ ○ ○  

219     ウラナミシジミ     ○  

220     ベニシジミ ○ ○    

221     
ヤマトシジミ本土亜種の

一種 
  ○ ○ 

 

222   タテハチョウ ツマグロヒョウモン ○ ○ ○  

223     
ゴマダラチョウ本土亜種の

一種 
○ ○ ○ 

 

224     
テングチョウ日本本土亜

種の一種 
○     

 

225     ヒメジャノメ ○   ○  

226     キタテハ ○      

227     アカタテハ ○   ○  

228     ヒメウラナミジャノメ ○      

229   アゲハチョウ アオスジアゲハ ○ ○ ○  

230     キアゲハ ○      

231     ナガサキアゲハ ○      

232     アゲハ ○ ○ ○  

233   シロチョウ モンキチョウ ○ ○ ○  

234     キタキチョウ ○ ○ ○  

235     モンシロチョウ ○ ○ ○  

236   ツトガ ヒメトガリノメイガ ○      

237     シロモンノメイガ     ○  

238     ヨシツトガ ○ ○ ○  

239     ニカメイガモドキ   ○    

240     ニカメイガ ○   ○  

241     ウスクロスジツトガ ○   ○  

242     モモノゴマダラノメイガ ○   ○  

243     マエキノメイガ ○      

244     フキノメイガ     ○  

245     マエアカスカシノメイガ     ○  
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表 7-6-14(8) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

246 (チョウ 

（鱗翅）) 

(ツトガ) シバツトガ ○ ○    

247   マエウスグロオオメイガ     ○  

248     ニセムモンシロオオメイガ     ○  

249     シロオビノメイガ     ○  

250   メイガ キモントガリメイガ ○   ○  

251     アカマダラメイガ ○   ○  

252     オオマエジロホソメイガ   ○    

253     オオフトメイガ   ○    

254   シャクガ ウスオエダシャク ○   ○  

255     コウスアオシャク ○ ○ ○  

256     コシロスジアオシャク ○      

257     ウラベニエダシャク   ○    

258     キオビベニヒメシャク     ○  

259     ウスキヒメアオシャク     ○  

260     ヘリアカトガリアオシャク     ○  

261     フタナミトビヒメシャク   ○    

262     サカハチヒメシャク     ○  

263     
ハスジトガリヒメシャク本

州亜種の一種 
○     

 

264     マエキヒメシャク  ○      

265     コヒメシャク ○      

266     ヨツメアオシャク     ○  

267   スズメガ オオスカシバ   ○    

268     サザナミスズメ     ○  

269     ホシホウジャク     ○  

270     クロホウジャク     ○  

271     ウチスズメ ○      

272   シャチホコガ セグロシャチホコ ○      

273     シャチホコガ      ○  

274   ヒトリガ クロスジホソバ     ○  

275     クロミャクホソバ     ○  

-     Pelosia 属の一種   ○    

-     ヒトリガ科の一種 ○      

276   ドクガ 
ゴマフリドクガ日本本土・

奄美亜種の一種 
    ○ 

 

277   ヤガ キマエアツバ   ○ ○  

278     クロテンカバアツバ   ○ ○  

279     ウスベリケンモン ○      

280     ヒメウスグロヨトウ ○      

281     シマフコヤガ     ○  

282     ミツモンキンウワバ     ○  

283     エゾギクキンウワバ     ○  

284     アケビコノハ     ○  

285     ナカグロクチバ   ○ ○  
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表 7-6-14(9) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

286 (チョウ 

（鱗翅）) 

(ヤガ) オオシラナミアツバ     ○  

287   ソトウスグロアツバ     ○  

288     オオウンモンクチバ     ○  

289     ウラギンキヨトウ     ○  

290     フタオビコヤガ   ○ ○  

291     ヒメエグリバ     ○  

292     ホソオビアシブトクチバ     ○  

293     テンクロアツバ   ○    

294     カバイロウスキヨトウ ○      

295     スジキリヨトウ     ○  

296     ハスモンヨトウ     ○  

297     サンカククチバ     ○  

298     コブヒゲアツバ     ○  

-     ヤガ科の一種   ○    

299   コブガ ハイイロリンガ   ○    

300     ナンキンキノカワガ     ○  

301 ハエ 

（双翅） 

ヒメガガンボ セダカガガンボ     ○  

302   Geranomyia 属の一種     ○  

303     Libnotes puella     ○  

304     Styringomyia nipponensis ○   ○  

-     ヒメガガンボ科の一種     ○  

305   ガガンボ Nephrotoma 属の一種 ○   ○  

306     キリウジガガンボ ○      

307     ヤチノコギリガガンボ ○      

-     Tipula 属の一種 ○   ○  

308   チョウバエ チョウバエ科の一種   ○ ○  

309   ヌカカ ヌカカ科の一種 ○ ○ ○  

310   ケヨソイカ Chaoborus pallidus     ○  

311   ユスリカ ダンダラヒメユスリカ   ○    

312     クロユスリカ ○ ○ ○  

313     フチグロユスリカ   ○ ○  

314     ヒシモンユスリカ ○ ○ ○  

315     Chironomus fujitertius ○      

316     ウスイロユスリカ ○ ○ ○  

317     ホンセスジユスリカ ○ ○    

318     シオユスリカ ○   ○  

319     オオユスリカ ○ ○    

320     セスジユスリカ   ○    

321     イシガキユスリカ ○      

322     フタスジツヤユスリカ ○ ○    

323     
モモグロミツオビツヤユスリ

カ 
○ ○   

 

324     ミツオビツヤユスリカ ○ ○ ○  

325     シロスジカマガタユスリカ ○      
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表 7-6-14(10) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

326 (ハエ 

（双翅）) 

(ユスリカ) メスグロユスリカ     ○  

-   
Dicrotendipes 属の一

種 
○     

 

327     ヤマトコブナシユスリカ ○      

328     コムナトゲユスリカ     ○  

329     ヒメコガタユスリカ ○      

330     ミナミユスリカ ○ ○ ○  

331     ミヤコムモンユスリカ ○      

332     ヤモンユスリカ ○ ○ ○  

333     ホソオケバネユスリカ     ○  

334     ウスイロカユスリカ ○ ○ ○  

335     ウスグロヒメエリユスリカ ○      

336     カスリモンユスリカ ○ ○ ○  

337     オオヤマヒゲユスリカ ○ ○ ○  

-     Tanytarsus 属の一種 ○      

338     ヤマトイソユスリカ ○ ○    

-     ユスリカ科の一種 ○   ○  

339   カ ヒトスジシマカ   ○    

340     Culex 属の一種   ○ ○  

341   ケバエ ヒメトゲナシケバエ ○      

342   タマバエ タマバエ科の一種 ○ ○ ○  

343   キノコバエ キノコバエ科の一種     ○  

344   クロバネキノコバエ
クロバネキノコバエ科の

一種 
○ ○ ○ 

 

345   ミズアブ ハラキンミズアブ ○      

346     コウカアブ ○   ○  

347     ミズアブ     ○ ○ 

348   ムシヒキアブ アオメアブ   ○ ○  

349     ナミマガリケムシヒキ ○      

350     シロズヒメムシヒキ ○ ○    

351     シオヤアブ ○ ○    

352   ツリアブ クロバネツリアブ   ○    

353     スキバツリアブ ○   ○  

354   アシナガバエ Acymatopus 属の一種   ○    

355     
Condylostylus 属の一

種 
○   ○ 

 

356     マダラアシナガバエ ○      

357     Sciapus 属の一種 ○      

-     アシナガバエ科の一種     ○  

358   オドリバエ Hilara 属の一種 ○      

359     Platypalpus 属の一種 ○      

-     オドリバエ科     ○  

360   アタマアブ 
Dorylomorpha 属の一

種 
  ○ ○ 
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表 7-6-14(11) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

361 (ハエ 

（双翅）) 

ハナアブ ホソヒラタアブ ○   ○  

362   キゴシハナアブ     ○  

363     ホシメハナアブ ○      

-     Eristalinus 属の一種 ○      

364     ホシツヤヒラタアブ ○      

365     シマアシブトハナアブ ○   ○  

366     シママメヒラタアブ ○      

367     ノヒラマメヒラタアブ   ○    

368     オオハナアブ     ○  

369     ハナナガモモブトハナアブ ○      

370     ミナミヒメヒラタアブ ○   ○  

371     ホソヒメヒラタアブ ○      

372     マガイヒラタアブ ○      

373   ノミバエ ノミバエ科の一種 ○ ○ ○  

374   キモグリバエ キモグリバエ科の一種   ○ ○  

375   ショウジョウバエ Amiota 属の一種 ○      

376     オウトウショウジョウバエ ○   ○  

-     Drosophila 属の一種 ○ ○ ○  

-     ショウジョウバエ科の一種 ○ ○ ○  

377   ミギワバエ カサネトビクチミギワバエ   ○ ○  

378     ミナミカマバエ     ○  

379     Scatella 属の一種     ○  

380     ヒラウキブネミギワバエ   ○ ○  

381   シマバエ Homoneura 属の一種 ○   ○  

382     Steganopsis 属の一種   ○ ○  

-   クロツヤバエ クロツヤバエ科の一種     ○  

383   ヒロクチバエ ムネアカマダラバエ     ○  

-     Rivellia 属の一種   ○ ○  

384   ヤチバエ ヒゲナガヤチバエ     ○  

385     ヒガシヒゲナガヤチバエ     ○  

386   ハヤトビバエ ハヤトビバエ科の一種 ○ ○ ○  

387   フンコバエ フンコバエ科の一種   ○    

388   ミバエ ミバエ科の一種     ○  

389   ハナバエ タネバエ ○      

-     ハナバエ科の一種 ○      

390   クロバエ トウキョウキンバエ   ○    

391     コガネキンバエ ○      

392     ニセミヤマキンバエ ○ ○ ○  

393     キンバエ ○ ○    

394     ミヤマキンバエ ○ ○    

395     ヒロズキンバエ   ○    

396     イトウコクロバエ ○      

397     ツマグロキンバエ ○   ○  
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表 7-6-14(12) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

398 (ハエ 

（双翅）) 

イエバエ イネクキイエバエ     ○  

399   Coenosia 属の一種 ○   ○  

400     シナホソカトリバエ     ○  

401     オオイエバエ ○      

402     マキバイエバエ ○ ○ ○  

403     ミドリイエバエ     ○  

404     シリモチハナレメイエバエ     ○  

405   ニクバエ アナバチヤドリニクバエ   ○    

406     ナミニクバエ ○      

407     ツシマニクバエ     ○  

408     コニクバエ     ○  

-     Sarcophaga 属の一種 ○ ○ ○  

409   ヤドリバエ ヤドリバエ科の一種 ○   ○  

410 コウチュウ

（鞘翅） 

ホソクビゴミムシ オオホソクビゴミムシ ○ ○ ○  

411   ミイデラゴミムシ ○ ○    

412   オサムシ キイロチビゴモクムシ     ○  

413     トゲアトキリゴミムシ   ○    

414     コアオマルガタゴミムシ ○      

415     アカアシマルガタゴミムシ ○      

416     ウスモンミズギワゴミムシ     ○  

417     ヨツボシミズギワゴミムシ   ○    

418     アトモンミズギワゴミムシ ○   ○  

419     オオアトボシアオゴミムシ ○      

420     アオゴミムシ ○      

421     キボシアオゴミムシ   ○    

422     コガシラアオゴミムシ     ○  

423     アトワアオゴミムシ   ○ ○  

424     
ハラアカモリヒラタゴミム

シ 
○     

 

425     ミズギワアトキリゴミムシ ○ ○ ○  

426     セアカヒラタゴミムシ ○   ○  

427     ホソアトキリゴミムシ   ○    

428     
ホソチビヒョウタンゴミム

シ 
  ○   

 

429     
キイロマルコミズギワゴミ

ムシ 
○   ○ 

 

430     クビボソゴミムシ ○ ○ ○  
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表 7-6-14(13) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

431 (コウチュウ

（鞘翅）) 

(オサムシ) スジアオゴミムシ     ○  

432   オオゴモクムシ ○   ○  

433     オオズケゴモクムシ     ○  

434     ヒメケゴモクムシ     ○  

435     ウスアカクロゴモクムシ ○      

436     オオゴミムシ ○      

437     Paratachys 属の一種   ○    

438     オオヒラタアトキリゴミムシ ○      

439     クロヘリアトキリゴミムシ   ○    

440     オオヒラタゴミムシ ○      

441     コガシラナガゴミムシ ○ ○    

442     ノグチナガゴミムシ ○      

443     オオクロナガゴミムシ     ○  

444     アシミゾナガゴミムシ   ○ ○  

445     ホソヒョウタンゴミムシ ○ ○    

446     
マルガタツヤヒラタゴミム

シ 
○   ○ 

 

447     クロツヤヒラタゴミムシ   ○    

448     
オオクロツヤヒラタゴミム

シ 
○ ○   

 

449     ヒラタコミズギワゴミムシ   ○    

450     
クリイロコミズギワゴミム

シ 
○ ○ ○ 

 

451     
ウスモンコミズギワゴミム

シ 
○ ○ ○ 

 

452     
ヨツモンコミズギワゴミム

シ 
  ○ ○ 

 

453     アトスジチビゴミムシ   ○    

454     ムラサキオオゴミムシ   ○ ○  

455     ルイスオオゴミムシ ○      

456   ハンミョウ コハンミョウ   ○    

457   ゲンゴロウ チャイロチビゲンゴロウ   ○    

458     ホソセスジゲンゴロウ   ○ ○  

459     ハイイロゲンゴロウ   ○ ○  

460     コシマゲンゴロウ   ○ ○  

461     ウスイロシマゲンゴロウ ○   ○  

462     チビゲンゴロウ ○ ○ ○  

463     ツブゲンゴロウ   ○    

464   ダルマガムシ ミヤタケダルマガムシ   ○    
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表 7-6-14(14) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

465 (コウチュウ

（鞘翅）) 

ガムシ ツヤヒラタガムシ   ○    

-   Agraphydrus 属の一種   ○    

466     トゲバゴマフガムシ ○ ○    

467     ゴマフガムシ     ○  

-     Berosus 属の一種   ○    

468     セマルガムシ   ○ ○  

469     チビヒラタガムシ     ○  

470     キベリヒラタガムシ     ○  

471     キイロヒラタガムシ   ○    

472     ルイスヒラタガムシ     ○  

473     コガムシ   ○ ○ ○ 

474     コガタガムシ ○     ○ 

475     ヒメガムシ   ○ ○  

-     ガムシ科の一種     ○  

476   タマキノコムシ Catops 属の一種   ○    

-     タマキノコムシ科の一種 ○      

477   シデムシ オオヒラタシデムシ ○ ○ ○  

478     マエモンシデムシ ○ ○ ○  

479   ハネカクシ ムネビロハネカクシ ○      

480     
ルイスツヤセスジハネカク

シ 
○ ○ ○ 

 

481     キベリカワベハネカクシ ○ ○ ○  

482     Bolitobius 属の一種 ○      

483     
ニセヒメユミセミゾハネカ

クシ 
○ ○ ○ 

 

484     
クロハナムグリヨツメハネ

カクシ 
○     

 

485     アカバチビナガハネカクシ     ○  

486     クロズトガリハネカクシ     ○  

487     
クロカワベナガエハネカク

シ 
○     

 

488     
クロサビイロマルズオオハ

ネカクシ 
  ○   

 

489     Philonthus 属の一種 ○ ○ ○  

490     アカバクビブトハネカクシ     ○  

491     サビイロモンキハネカクシ ○ ○    

492     
Sepedophilus 属の一

種 
  ○   

 

493     Stenus 属の一種 ○ ○ ○  

494     Tachinus 属の一種 ○      

495     
シロヒゲアリノスハネカク

シ 
  ○   

 

-     Zyras 属の一種     ○  

-     ハネカクシ科の一種 ○ ○ ○  
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表 7-6-14(15) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

496 (コウチュウ

（鞘翅）) 

マルハナノミ Contacyphon 属の一種 ○ ○ ○  

497   トビイロマルハナノミ ○ ○ ○  

498   コガネムシ アオドウガネ    ○ ○  

499     ハンノヒメコガネ   ○    

500     ヒメコガネ   ○    

501     カタモンコガネ ○      

502     ナミハナムグリ ○      

503     アオハナムグリ  ○      

504     セマダラコガネ ○ ○    

505     コアオハナムグリ ○   ○  

506     オオクロコガネ   ○    

507     アカビロウドコガネ   ○ ○  

508     ビロウドコガネ   ○ ○  

509     ヒメビロウドコガネ   ○    

510     オオコフキコガネ   ○    

511     コガネムシ ○ ○    

512     ワタリビロウドコガネ ○      

513     カドマルエンマコガネ   ○ ○  

514     ミツノエンマコガネ     ○  

515     オオキイロコガネ     ○  

516     マメコガネ   ○ ○  

517     シロテンハナムグリ  ○ ○ ○  

518     カナブン   ○    

519   マルトゲムシ Microchaetes 属の一種 ○   ○  

520   ナガドロムシ タテスジナガドロムシ ○ ○ ○  

521   チビドロムシ 
リュウキュウダエンチビドロム

シ 
  ○   

 

522   タマムシ Agrilus 属の一種   ○    

523     
ムネアカチビナカボソタマム

シ  
  ○   

 

524   コメツキムシ サビキコリ ○ ○ ○  

525     ホソサビキコリ ○      

526     ハマベヒメサビキコリ     ○  

527     ヒメサビキコリ   ○ ○  

528     クロツヤクシコメツキ ○      

529     クシコメツキ ○      

530     クロコハナコメツキ ○ ○    

531     マダラチビコメツキ     ○  

532   ヒゲブトコメツキ ミカドヒゲブトコメツキ ○      

533   ベニボタル クロハナボタル ○ ○ ○  

534   カツオブシムシ 
カマキリタマゴカツオブシム

シ 
○   ○ 

 

535   カッコウムシ ヤマトヒメメダカカッコウムシ   ○ ○  
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表 7-6-14(16) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

536 (コウチュウ

（鞘翅）) 

ジョウカイモドキ ヒロオビジョウカイモドキ     ○  

537   
キアシオビジョウカイモド

キ 
  ○   

 

538   テントウムシ ナナホシテントウ ○ ○ ○  

539     マクガタテントウ ○      

540     フタモンクロテントウ     ○  

541     トホシテントウ ○      

-     Epilachna 属の一種 ○ ○ ○  

542     ナミテントウ ○ ○ ○  

543     フタホシテントウ   ○    

544     セスジヒメテントウ ○   ○  

-     Nephus 属の一種   ○    

545     ヨツボシテントウ ○ ○ ○  

546     ヒメカメノコテントウ ○ ○ ○  

547     ババヒメテントウ   ○ ○  

548     クロヘリヒメテントウ ○ ○ ○  

549     クロヒメテントウ   ○    

550     コクロヒメテントウ ○ ○ ○  

551     ツシマクロヒメテントウ   ○    

-     Scymnus 属の一種 ○ ○    

552     クロツヤテントウ  ○      

-     テントウムシ科の一種 ○      

553   ミジンムシ ムクゲミジンムシ     ○  

554   キスイムシ ケナガセマルキスイ     ○  

555     マルガタキスイ     ○  

556   テントウムシダマシ ヨツボシテントウダマシ ○ ○ ○  

557   コメツキモドキ ケシコメツキモドキ   ○ ○  

558   ヒメマキムシ ウスチャケシマキムシ   ○    

559   ケシキスイ クロハナケシキスイ ○ ○    

560     Haptoncus 属の一種     ○  

561   ヒメハナムシ ヒメハナムシ科の一種     ○  

562   ホソヒラタムシ ミツモンセマルヒラタムシ   ○ ○  

563     フタトゲホソヒラタムシ   ○    

564     ヒメフタトゲホソヒラタムシ     ○  

565   アリモドキ ケオビアリモドキ ○ ○ ○  

566     ホソクビアリモドキ      ○  

567     ヨツボシホソアリモドキ   ○    

568   ニセクビボソムシ チャイロニセクビボソムシ   ○    

-     Aderus 属の一種   ○    

569     セグロニセクビボソムシ     ○  
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表 7-6-14(17) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

570 (コウチュウ

（鞘翅）) 

ハナノミ クロヒメハナノミ ○      

-   ハナノミ科の一種   ○ ○  

571   ゴミムシダマシ クリノウスイロクチキムシ   ○    

572     クリイロクチキムシ ○      

573     コスナゴミムシダマシ ○   ○  

574     アカツヤバネクチキムシ ○      

575     オオメキバネハムシダマシ   ○ ○  

576     
アラメヒゲブトゴミムシダ

マシ 
  ○   

 

577     
モトヨツコブエグリゴミム

シダマシ 
  ○   

 

578     
マルセルエグリゴミムシダ

マシ本土亜種の一種 
  ○   

 

579   カミキリムシ ゴマダラカミキリ ○ ○ ○  

580     コブスジサビカミキリ   ○    

581     シロスジカミキリ ○ ○    

582   ハムシ カミナリハムシ     ○  

583     サメハダツブノミハムシ ○ ○ ○  

584     ウリハムシ ○ ○    

585     クロウリハムシ ○      

586     アオバネサルハムシ ○ ○    

587     ヒメジンガサハムシ   ○    

588     ヨモギハムシ ○      

589     バラルリツツハムシ ○      

590     チビルリツツハムシ ○      

591     タテスジキツツハムシ   ○    

592     タケトゲハムシ   ○    

593     クワハムシ ○      

594     ドウガネサルハムシ ○      

595     クロトゲハムシ ○ ○ ○  

596     アカクビボソハムシ     ○  

597     マルキバネサルハムシ   ○ ○  

598     Psylliodes 属の一種 ○      

599     ムナキルリハムシ ○      

600   ホソクチゾウムシ ギシギシホソクチゾウムシ ○   ○  

601   オトシブミ クロケシツブチョッキリ ○ ○ ○  
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表 7-6-14(18) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

602 (コウチュウ

（鞘翅）) 

ゾウムシ イチゴハナゾウムシ ○      

603   コフキゾウムシ   ○    

604     Hypera 属の一種 ○      

605     ヤサイゾウムシ   ○    

606     ハスジカツオゾウムシ   ○    

607     スグリゾウムシ   ○ ○  

608     
ギシギシクチブトサルゾウム

シ 
  ○   

 

609     タデノクチブトサルゾウムシ     ○  

610     チビコフキゾウムシ ○      

611   イネゾウムシ イネミズゾウムシ ○ ○    

612 ハチ 

（膜翅） 

ミフシハバチ ニレチュウレンジ     ○  

613   アカスジチュウレンジ ○ ○ ○  

614   ハバチ ハグロハバチ   ○    

615     セグロカブラハバチ ○      

616     オスグロハバチ ○      

617   コマユバチ ヨコハママダラコマユバチ     ○  

618     キイロコウラコマユバチ     ○  

-     Phanerotoma 属の一種     ○  

-     コマユバチ科の一種 ○ ○ ○  

619   ヒメバチ Gelis 属の一種     ○  

620     Enicospilus 属の一種 ○      

-     ヒメバチ科の一種 ○ ○ ○  

621   
ハエヤドリクロバ

チ 
ハエヤドリクロバチ科の一種 ○     

 

622   アシブトコバチ Antrocephalus 属の一種     ○  

623     キアシブトコバチ     ○  

-     アシブトコバチ科の一種 ○   ○  

624   タマバチ タマバチ科の一種     ○  

625   アリガタバチ アリガタバチ科の一種   ○ ○  

626   カマバチ Gonatopus 属の一種     ○  

627   アリ オオハリアリ ○ ○ ○  

628     ヒラズオオアリ   ○    

629     ウメマツオオアリ ○ ○ ○  

630     ハリブトシリアゲアリ ○ ○ ○  

631     キイロシリアゲアリ ○ ○ ○  

632     クボミシリアゲアリ ○      

633     クロヤマアリ ○ ○ ○  

634     ニセハリアリ     ○  

635     トビイロケアリ ○ ○ ○  

636     ヒメアリ     ○  

637     アメイロアリ ○ ○ ○  

638     ルリアリ ○ ○ ○  

639     サクラアリ     ○  

640     アズマオオズアリ ○      
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表 7-6-14(19) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

641 (ハチ 

（膜翅）) 

(アリ) テラニシハリアリ     ○  

642   アミメアリ ○ ○ ○  

643     ワタセカギバラアリ ○      

644     トフシアリ ○ ○ ○  

645     イガウロコアリ   ○ ○  

646     ヒラタウロコアリ ○      

647     ウロコアリ   ○ ○  

648     トカラウロコアリ     ○  

649     ムネボソアリ ○ ○ ○  

650     ハリナガムネボソアリ ○ ○ ○  

651     トビイロシワアリ ○ ○ ○  

652   スズメバチ 
オオフタオビドロバチ本土

亜種の一種 
  ○   

 

653     ハグロフタオビドロバチ     ○  

654     キボシトックリバチ   ○ ○  

655     ミカドトックリバチ ○   ○  

656     キアシトックリバチ ○   ○  

657     
ミカドドロバチ本土亜種の

一種 
○     

 

658     スズバチ   ○ ○  

659     
フタモンアシナガバチ本土

亜種の一種 
○ ○ ○ 

 

660     
セグロアシナガバチ本土

亜種の一種 
○ ○ ○ 

 

661     
キアシナガバチ本土亜種

の一種 
○     

 

662     キオビチビドロバチ ○ ○ ○  

663   クモバチ ベッコウクモバチ ○ ○    

664     アオスジクモバチ ○     ○ 

665     Priocnemis 属の一種   ○    

666   アリバチ フタホシアリバチ   ○ ○  

667   コツチバチ 
アカハコツチバチ本土沖

縄亜種の一種 
    ○ 

 

668     ハルコツチバチ ○      

669   ツチバチ 
ヒメハラナガツチバチ本土

亜種の一種 
○ ○ ○ 

 

670     コモンツチバチ ○      

671     オオモンツチバチ   ○ ○  

672     キオビツチバチ   ○    

673   ギングチバチ クララギングチ     ○  

674   アリマキバチ キアシマエダテバチ ○      

675   フシダカバチ マルモンツチスガリ   ○ ○  

676   アナバチ アメリカジガバチ   ○    

677   ヒメハナバチ Andrena 属の一種 ○      
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表 7-6-14(20) 陸上昆虫類認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

678   ミツバチ セイヨウミツバチ ○      

679     イワタチビツヤハナバチ ○      

680     ヤマトツヤハナバチ ○ ○ ○  

681     キムネクマバチ ○ ○ ○  

682     タイワンタケクマバチ ○ ○    

683   ムカシハナバチ ホソメンハナバチ     ○  

684     マツムラメンハナバチ ○   ○  

685   コハナバチ アカガネコハナバチ     ○  

686     
Lasioglossum 属の一

種 
○     

 

687     Sphecodes 属の一種   ○    

688   ハキリバチ 
バラハキリバチ本土亜種

の一種 
○   ○ 

 

計 13 目 184 科 688 種 339 種 364 種 410 種 7 種

注）分類、配列などは基本的に「令和 4 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年、国土交通省）に

準拠した。 

 

 

 

 重要な陸上昆虫類 

現地調査で確認された種のうち、重要な陸上昆虫類はノシメトンボ、コオイムシ、ハイイロボクトウ等

の 7 種であった。 

現地調査で確認された重要な陸上昆虫類を表 7-6-15 に、確認位置を図 7-6-13 に示す。 

 

表 7-6-15 現地調査により確認された重要な陸上昆虫類 

番

号 
目名 科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 トンボ（蜻蛉） トンボ ノシメトンボ      NT

2 カメムシ（半翅） コオイムシ コオイムシ    NT NT  

3 チョウ（鱗翅） ボクトウガ ハイイロボクトウ    NT   

4 ハエ（双翅） ミズアブ ミズアブ     VU  

5 コウチュウ（鞘翅） ガムシ コガムシ    DD NT  

6   コガタガムシ    VU NT  

7 ハチ（膜翅） クモバチ アオスジクモバチ    DD   

計 6 目 6 科 7 種 0 種 0 種 0 種 ５種 4 種 １種

注）選定基準及びランクは表 7-6-3 に示す。  
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図 7-6-13(1) 重要な陸上昆虫類の確認位置図  
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図 7-6-13(2) 重要な陸上昆虫類の確認位置図  
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 クモ類 

 クモ類の生息状況 

現地調査の結果、表 7-6-16 に示すとおり、1 目 22 科 122 種のクモ類が確認された。 

確認されたクモ類は、ジグモ、カタハリウズグモ、アシブトヒメグモ等であった。 

 

表 7-6-16(1) クモ類確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

1 クモ ジグモ ジグモ ○ ○ ○  

2   ウズグモ カタハリウズグモ ○      

-     Octonoba 属の一種 ○   ○  

-     ウズグモ科の一種   ○    

3   ヒメグモ アシブトヒメグモ ○   ○  

4     シロカネイソウロウグモ ○ ○ ○  

5     チリイソウロウグモ   ○ ○  

6     オナガグモ     ○  

7     Chrysso 属の一種 ○      

8     ムナボシヒメグモ   ○    

9     セアカゴケグモ ○ ○ ○  

10     フタオイソウロウグモ     ○  

11     カグヤヒメグモ ○   ○  

12     ニホンヒメグモ   ○    

13     オオヒメグモ ○ ○ ○  

-     Parasteatoda 属の一種 ○      

14     タテスジヤリグモ     ○  

15     スネグロオチバヒメグモ ○ ○    

16     ムネグロヒメグモ ○      

-     ヒメグモ科の一種   ○ ○  

17   サラグモ ヒメウスイロサラグモ ○      

18     ハラジロムナキグモ ○      

19     デーニッツサラグモ ○      

20     ノコギリヒザグモ   ○    

21     セムシアカムネグモ   ○    

22     ツリサラグモ ○      

23     ヘリジロサラグモ ○      

24     ツメケシグモ   ○    

25     セスジアカムネグモ ○ ○    

-     サラグモ科の一種 ○ ○ ○  

26   アシナガグモ チュウガタシロカネグモ ○ ○ ○  

27     オオシロカネグモ ○      

28     コシロカネグモ   ○ ○  

29     ジョロウグモ ○ ○ ○  

30     トガリアシナガグモ   ○    

31     ヤサガタアシナガグモ ○ ○ ○  

32     アシナガグモ ○ ○ ○  

33     シナノアシナガグモ     ○  

34     ウロコアシナガグモ ○ ○    

-     アシナガグモ科の一種 ○ ○    
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表 7-6-16(2) クモ類確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

35 (クモ) コガネグモ ビジョオニグモ     ○  

36     アオオニグモ   ○ ○  

37     オニグモ ○ ○ ○ ○ 

-     Araneus 属の一種 ○      

38     Araniella 属の一種 ○      

39     コガネグモ ○ ○ ○ ○ 

40     ナガコガネグモ ○ ○ ○  

41     コガタコガネグモ ○   ○  

-     Argiope 属の一種     ○  

42     ギンメッキゴミグモ   ○    

43     ゴミグモ ○ ○ ○  

44     シロオビトリノフンダマシ   ○ ○ ○ 

45     アカイロトリノフンダマシ   ○   ○ 

46     トガリオニグモ ○      

47     ヨツボシショウジョウグモ     ○  

48     コガネグモダマシ ○      

49     ムネグロコガネグモダマシ   ○    

-     Larinia 属の一種     ○  

50     ナカムラオニグモ ○ ○ ○  

51     ドヨウオニグモ ○   ○  

52     イエオニグモ     ○  

53     コゲチャオニグモ ○ ○ ○  

54     ヤマシロオニグモ ○ ○    

55     サツマノミダマシ ○ ○    

-     Neoscona 属の一種 ○   ○  

56     ズグロオニグモ ○   ○  

-     コガネグモ科の一種 ○ ○ ○  

57   コモリグモ Alopecosa 属の一種     ○  

58     エビチャコモリグモ ○     ○ 

59     フジイコモリグモ ○      

-     Arctosa 属の一種 ○   ○  

60     ハラクロコモリグモ ○ ○ ○  

-     Lycosa 属の一種     ○  

61     イナダハリゲコモリグモ ○      

62     ウヅキコモリグモ ○ ○ ○  

63     タテスジハリゲコモリグモ   ○    

64     キクヅキコモリグモ   ○ ○  

-     Pardosa 属の一種 ○   ○  

65     クラークコモリグモ ○ ○    

66     イモコモリグモ     ○  

67     チビコモリグモ   ○ ○  

-     Pirata 属の一種 ○      

68     ヒノマルコモリグモ ○ ○ ○  

69     ナガズキンコモリグモ ○ ○ ○  

-     Trochosa 属の一種 ○   ○  

-     コモリグモ科の一種 ○ ○ ○  
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表 7-6-16(3) クモ類確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

70 (クモ) キシダグモ スジボソハシリグモ   ○    

71     イオウイロハシリグモ   ○    

-     Dolomedes 属の一種 ○      

72     ハヤテグモ   ○    

-     キシダグモ科の一種 ○ ○ ○  

73   ササグモ ササグモ ○ ○ ○  

-     ササグモ科の一種 ○ ○ ○  

74   シボグモ シボグモ ○ ○ ○  

75   タナグモ クサグモ ○ ○ ○  

-     Agelena 属の一種 ○      

76     コクサグモ     ○  

-     タナグモ科の一種   ○    

77   ナミハグモ ナミハグモ科の一種   ○    

78   ウシオグモ クロガケジグモ ○ ○ ○  

79     ハルカガケジグモ     ○  

-     Badumna 属の一種 ○      

80   ハグモ ネコハグモ     ○  

-     Dictyna 属の一種     ○  

81   
ヤマトガケジグ

モ 
ヤマトガケジグモ   ○   

 

82   ウエムラグモ オトヒメグモ ○ ○ ○  

83     ヤバネウラシマグモ   ○    

84     コツブウラシマグモ   ○ ○  

85   フクログモ カバキコマチグモ ○      

86     ヤマトコマチグモ ○ ○    

87     マダラフクログモ ○ ○ ○  

88     ヤハズフクログモ ○      

89     ヒメフクログモ   ○    

-     Clubiona 属の一種     ○  

-     フクログモ科の一種 ○ ○ ○  

90   ネコグモ オビジガバチグモ   ○   ○ 

91     ネコグモ ○   ○  

92   ワシグモ Drassyllus 属の一種     ○  

93     ヒゲナガツヤグモ   ○    

94     ヤマトフトバワシグモ ○ ○    

95     Zelotes 属の一種 ○   ○  

-     ワシグモ科の一種   ○    

96   エビグモ アサヒエビグモ ○      

-     Philodromus 属の一種     ○  

97     ヤドカリグモ     ○  

-     エビグモ科の一種 ○ ○    

98   カニグモ Diaea 属の一種 ○      

99     ハナグモ ○ ○    

-     Ebrechtella 属の一種 ○   ○  
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表 7-6-16(4) クモ類確認種一覧 

番号 目名 科名 種名 
調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

100 (クモ) (カニグモ) シロスジグモ ○ ○ ○  

101 アズチグモ ○ ○ ○  

102     ヤミイロカニグモ ○      

103     チュウカカニグモ ○      

104     ゾウシキカニグモ   ○ ○  

-     Xysticus 属の一種     ○  

-     カニグモ科の一種 ○ ○ ○  

105   ハエトリグモ ネコハエトリ ○ ○ ○  

106     マミジロハエトリ ○   ○  

-     Evarcha 属の一種 ○   ○  

107     イソハエトリ   ○    

108     ウデブトハエトリ   ○    

109     チクニハエトリ ○      

110     ジャバラハエトリ     ○  

-     Helicius 属の一種 ○   ○  

111     ウスリーハエトリ   ○    

112     オスクロハエトリ ○ ○ ○  

113     ヤハズハエトリ ○ ○ ○  

-     Mendoza 属の一種 ○   ○  

114     ヤガタアリグモ   ○    

115     アリグモ ○ ○    

116     クワガタアリグモ   ○    

-     Myrmarachne 属の一種 ○      

117     ニンギョウネオンハエトリ ○      

118     マガネアサヒハエトリ   ○    

-     Phintella 属の一種     ○  

119     デーニッツハエトリ   ○ ○  

-     Plexippus 属の一種     ○  

120     カラスハエトリ     ○  

-     Rhene 属の一種     ○  

121     アオオビハエトリ ○ ○ ○  

122     ヒメスジハエトリ ○      

-     ハエトリグモ科の一種 ○ ○ ○  

計 1 目 22 科 122 種 73 種 76 種 71 種 6 種

注）分類、配列などは基本的に「令和 4 年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年、国土交通

省）に準拠した。 
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 重要なクモ類 

現地調査で確認された種のうち、重要なクモ類はオニグモ、コガネグモ、シロオビトリノフンダマシ等

の 6 種であった。 

現地調査で確認された重要なクモ類を表 7-6-17 に、確認位置を図 7-6-14 に示す。 

 

 

表 7-6-17 現地調査により確認された重要なクモ類 

番

号 
目名 科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 クモ コガネグモ オニグモ     NT  

2   コガネグモ     NT NT

3   シロオビトリノフンダマシ      NT

4   アカイロトリノフンダマシ      NT

5  コモリグモ エビチャコモリグモ      EN

6  ネコグモ オビジガバチグモ     DD NT

計 1 目 3 科 6 種 0 種 0 種 0 種 0 種 3 種 5 種

注）選定基準及びランクは表 7-6-3 に示す。 
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図 7-6-14(1) 重要なクモ類の確認位置図  
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図 7-6-14(2) 重要なクモ類の確認位置図  
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 陸生貝類 

 陸生貝類の生息状況 

現地調査の結果、表 7-6-18 に示すとおり、1 目 13 科 19 種の陸生貝類が確認された。 

確認された陸生貝類は、ナミコギセル、ミジンマイマイ、トクサオカチョウジ等であった。 

 

表 7-6-18 陸生貝類確認種一覧 

番

号 
目名 科名 種名 

調査時期 重要

な種春季 夏季 秋季

1 柄眼 キセルガイ ナミコギセル   ○  

2  ミジンマイマイ ミジンマイマイ   ○  

3  アフリカマイマイ トクサオカチョウジ ○ ○ ○  

4    ホソオカチョウジ ○ ○ ○  

5    オカチョウジ ○ ○ ○  

6  ナタネガイ ナタネガイ属の一種   ○  

7  イシノシタ ノハライシノシタ   ○  

8  ナメクジ ナメクジ属の一種   ○  

9  オカモノアラガイ ヒメオカモノアラガイ  ○   

10  シタラ オオウエキビ   ○ ○

11    ハリマキビ ○  ○  

12    ヒメベッコウ   ○  

13  コハクガイ コハクガイ ○ ○ ○  

14  エゾエンザ ヒメコハク  ○ ○  

15  コウラナメクジ チャコウラナメクジ ○ ○ ○  

16  ノコウラナメクジ ノハラナメクジ ○ ○ ○  

17  ナンバンマイマイ イセノナミマイマイ ○ ○ ○  

18    オナジマイマイ ○ ○ ○  

19    ウスカワマイマイ ○ ○ ○  

計 1 目 13 科 19 種 10 種 11 種 18 種 1 種

注）分類、配列などは基本的に「日本陸産貝類総目録」（昭和 63 年、日本陸産貝類総目録刊行会）に準拠した。 

 

 

 重要な陸生貝類 

現地調査で確認された種のうち、重要な陸生貝類はオオウエキビの 1 種であった。 

現地調査で確認された重要な陸生貝類を表 7-6-19 に、確認位置を図 7-6-15 に示す。 

 

表 7-6-19 現地調査により確認された重要な陸生貝類 

番

号 
目名 科名 種名 

選定基準 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 柄眼 シタラ オオウエキビ    DD   

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 0 種 0 種

注）選定基準及びランクは表 7-6-3 に示す。  
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図 7-6-15 重要な陸生貝類の確認位置図  
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 土壌動物 

 土壌動物の生息状況 

現地調査の結果、表 7-6-20 に示すとおり、4 門 10 綱 24 目 95 科 138 種の土壌動物が確認さ

れた。 

確認された土壌動物は、セマルヤリダニ、ゲジ、オカダンゴムシ等であった。 

 
 

表 7-6-20(1) 土壌動物確認種一覧 

番号 門名 網名 目名 科名 種名 

１ 線形動物門 線虫綱 ― ― 線虫綱の一種 

２ 軟体動物門 マキガイ綱 柄眼 オカクチキレガイ Allopeas 属の一種 

３         トクサオカチョウジガイ 

４ 環形動物門 ミミズ綱 イトミミズ ヒメミミズ ヒメミミズ科の一種 

５     ツリミミズ フトミミズ Pheretima 属の一種 

６ 節足動物門 クモガタ綱 カニムシ ツチカニムシ ムネトゲツチカニムシ 

７       コケカニムシ チビコケカニムシ 

８     ダニ ヤドリダニ Vulgarogamasus 属の一種 

９       ツブトゲダニ Gamasiphis 属の一種 

１０       ヤリダニ セマルヤリダニ 

１１         Alliphis 属の一種 

１２       ハエダニ Macrocheles 属の一種 

１３       ホコダニ Neparholaspis 属の一種 

１４         Holaspina 属の一種 

１５       マヨイダニ Asca 属の一種 

１６       ウデナガダニ Podocinum 属の一種 

１７       マヨイダニモドキ ハバビロマヨイダニ 

１８       イトダニ イトダニ科の一種 

１９       マダニ マダニ科の一種 

２０       オソイダニ オソイダニ科の一種 

２１       タカラダニ Erythraeus 属の一種 

２２       ナミケダニ Microtrombidium 属の一種

２３       ヒワダニ フトゲナガヒワダニ 

２４         ヒワダニ 

２５       ヒワダニモドキ ノベヒワダニモドキ 

２６       ツツハラダニ ケブカツツハラダニ 

２７       ハラミゾダニ ヒメハラミゾダニ 

２８       ヘソイレコダニ ヒメヘソイレコダニ 

２９         ウスイロヒメヘソイレコタニ゙ 

３０       イレコダニ ズキンイレコダニ 

３１         ヨロイイレコダニ 

３２       モンツキダニ フサゲモンツキダニ 

３３       アミメオニダニ ハナビラオニダニ 

３４       ツノジュズダニ ヨロイジュズダニ 
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表 7-6-20(2) 土壌動物確認種一覧 

番号 門名 網名 目名 科名 種名 

３５ (節足動物

門) 

(クモガタ

綱) 

(ダニ) ジュズダニ ワタゲジュズダニ 

３６   ヤッコダニ ヤッコダニ 

３７       ダルマタマゴダニ マルタマゴダニ 

３８       イチモンジダニ ツルトミイチモンジダニ 

３９       ホソクモスケダニ ヨツクボダニ 

４０       クモスケダニ ヤマトクモスケダニ 

４１       ツブダニ ヤマトタモウツブダニ 

－         Multioppia 属の一種 

４２         スジツブダニ 

４３         フトゲツブダニ 

－         Arcoppia 属の一種 

４４         ズシツブダニ 

４５       マドダニ Suctobelbella 属の一種 

４６       イカダニ ヒョウタンイカダニ 

４７         コンボウイカダニ 

４８       ダイコクダニ Nippobodes 属の一種 

４９       クワガタダニ クワガタダニ 

５０       カブトダニ キレコミダニ 

５１       オトヒメダニ オトヒメダニ科の一種 

５２       ナガコソデダニ タイラナガコソデダニ 

５３       コソデダニ マルコソデダニ 

５４         チビマルコソデダニ 

５５         ツノコソデダニ 

５６       ケタフリソデダニ ミナミフクロフリソデダニ 

５７       フリソデダニ ヤンバルフリソデダニ 

５８         ムチフリソデダニ 

５９         アオキフリソデダニ 

６０     クモ ヒメグモ ムナボシヒメグモ 

６１       コモリグモ コモリグモ科の一種 

６２       ササグモ Oxyopes 属の一種 

６３       ワシグモ ワシグモ科の一種 

６４       カニグモ ゾウシキカニグモ 

６５       ハエトリグモ Myrmarachne 属の一種

－         クモ目の一種 

６６   ムカデ綱 ゲジ ゲジ ゲジ 

６７     イシムカデ イシムカデ イシムカデ科の一種 

６８ 
    

ジムカデ ナガズジムカデ Mecistocephalus 属の一

種 

６９   コムカデ綱 コムカデ ー コムカデ目の一種 

７０   ヤスデ綱 ヒメヤスデ ヒメヤスデ Anaulaciulus 属の一種 

７１     オビヤスデ ヤケヤスデ Ｏｘｉｄｕｓ属の一種 

－         ヤケヤスデ科の一種 

７２   軟甲綱 ワラジムシ ハヤシワラジムシ Mongoloniscus 属の一種

７３       オカダンゴムシ オカダンゴムシ 
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表 7-6-20(3) 土壌動物確認種一覧 

番号 門名 網名 目名 科名 種名 

７４ (節足動物

門) 

内顎綱 トビムシ ムラサキトビムシ ムラサキトビムシ科の一種

７５     シロトビムシ シロトビムシ科の一種 

７６       ツチトビムシ ベソッカキトビムシ 

７７ 
        

コガタドウナガツチトビム

シ 

７８         Desoria 属の一種 

７９       アヤトビムシ タテジマアヤトビムシ 

８０         ザウテルアヤトビムシ 

８１ 
        

ヒメカギヅメハゴロモトビ

ムシ 

－         アヤトビムシ科の一種 

－         マルトビムシ亜目の一種 

８２   昆虫綱 ゴキブリ（網翅） チャバネゴキブリ Blattella 属の一種 

８３     バッタ（直翅） ヒバリモドキ ヒゲシロスズ 

８４     ハサミムシ（革翅） マルムネハサミムシ ヒゲジロハサミムシ 

８５     アザミウマ（総翅） クダアザミウマ クダアザミウマ科の一種 

８６     カメムシ（半翅） オオホシカメムシ Physopelta 属の一種 

８７       ナガカメムシ ヒナナガカメムシ 

８８       ツチカメムシ ツチカメムシ科の一種 

８９ 
      

ハカマカイガラムシ ハカマカイガラムシ科の一

種 

９０     チョウ（鱗翅） シャクガ シャクガ科の一種 

－         チョウ目の一種 

９１     ハエ（双翅） ガガンボ ガガンボ科の一種 

９２       ユスリカ ユスリカ科の一種 

９３       ミズアブ ミズアブ科の一種 

９４       アシナガバエ アシナガバエ科の一種 

９５       ショウジョウバエ ショウジョウバエ科の一種

９６       タマバエ タマバエ科の一種 

９７       ヌカカ ヌカカ科の一種 

９８     コウチュウ（鞘翅） オサムシ ヒメケゴモクムシ 

９９         ウスアカクロゴモクムシ 

１００         チビミズギワゴミムシ 

１０１ 
        

マルガタツヤヒラタゴミム

シ 

１０２       ガムシ コウセンマルケシガムシ 

１０３       タマキノコムシ オチバヒメタマキノコムシ

１０４       シデムシ オオヒラタシデムシ 

１０５ 
      

ハネカクシ コバネアシベセスジハネカ

クシ 

１０６         Euconnus 属の一種 

１０７ 
        

ホソチビツヤムネハネカク

シ 

１０８ 
        

クロカワベナガエハネカク

シ 

１０９ 
        

フチドリツヤケシハネカク

シ 
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表 7-6-20(4) 土壌動物確認種一覧 

番号 門名 網名 目名 科名 種名 

１１０ 
( 節 足 動 物

門) 

(昆虫綱) (コウチュウ（鞘

翅）) 

(ハネカクシ) Sepedophilus 属の一

種 

１１１         Tachyporus 属の一種

－         ハネカクシ科の一種 

１１２       コメツキムシ コメツキムシ科の一種 

１１３       ムクゲキスイムシ ハスモンムクゲキスイ 

１１４       ミジンムシ ミジンムシ科の一種 

１１５ 
      

キスイムシ Cryptophagus 属の一

種 

１１６       ヒメマキムシ クロオビケシマキムシ 

１１７       ケシキスイ マルキマダラケシキスイ 

１１８ 
      

ゴミムシダマシ ニホンキマワリ本土亜種

の一種 

１１９       カミキリムシ アトモンサビカミキリ 

１２０       ゾウムシ チビヒョウタンゾウムシ 

１２１       イネゾウムシ イネミズゾウムシ 

１２２     ハチ（膜翅） アリ コツノアリ 

１２３         キイロシリアゲアリ 

１２４         ケブカハリアリ 

１２５         クロヤマアリ 

１２６         ニセハリアリ 

１２７         ヒメアリ 

１２８         アメイロアリ 

１２９         テラニシハリアリ 

１３０         アミメアリ 

１３１         イトウカギバラアリ 

１３２         トフシアリ 

１３３         イガウロコアリ 

１３４         ヒラタウロコアリ 

１３５         キタウロコアリ 

１３６         トカラウロコアリ 

１３７         トビイロシワアリ 

１３８ 
        

Pachycondyla 属の一

種 

計 ４門 １０綱 ２４目 ９５科 １３８種 

注）分類、配列などは基本的に「令和4年度版 河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和4年、国土交通省）

及び「日本産土壌動物 分類のための図解検索 第 2 版」（平成 27 年、東海大学出版部）に準拠した。 
 

 

 重要な土壌動物 

現地調査において、重要な土壌動物は確認されなかった。 
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2） 予測 

（1） 予測の手法 

 予測項目 

重要な種等の生息に及ぼす影響の程度 

 

 予測対象種 

予測対象種として、現地調査により事業実施区域及びその周辺で生息が確認された重要な種（哺

乳類 1 種、鳥類 21 種、両生類 1 種、陸上昆虫類 7 種、クモ類 6 種、陸生貝類 1 種）計 34 種を選定

した。 

予測対象とした重要な種を表 7-6-21 に示す。 

 

 予測手法 

動物の重要な種について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた解析により行った。 

樹木の伐採・処理及び土地の造成位置並びに工事施工ヤード及び工事用道路等の設置位置と重

要な種の生息地の分布範囲から、生息環境が消失・縮小する区域及びその程度を把握した。 

また、事業実施区域及びその周辺において繁殖が確認された猛禽類を対象に、重機の稼働、資材

の運搬、土地の利用及び発生車両の走行による対象種の生態を踏まえた生息環境の質的変化の程

度を把握した。 

次に、それらが重要な種等の生息に及ぼす影響の程度を、科学的知見や類似事例を参考に予測し

た。 

予測手順を図 7-6-16 に、予測対象種及び影響要因を表 7-6-21 に示す。 
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図 7-6-16 陸生動物の予測手順 

  

直接改変の影響の検討
樹木の伐採・処理及び土地の造成位置並びに工
事施工ヤード及び工事用道路等の設置位置と重
要な種の生息地の分布範囲から、生息環境が消
失・縮小する区域及びその程度の把握

質的変化の影響の検討
重機の稼働、資材の運搬、土地の利用及び発生
車両の走行の騒音等（対象：事業実施区域及び
その周辺において繁殖が確認された猛禽類）に
よる生息環境の質的変化の程度の把握

A.生息環境への影響
が大きい

B.生息環境への影響
がある

C.生息環境への影響
が極めて小さい

D.生息環境への影響
がない

【直接改変の影響】
（チュウヒ・オオタカ※）
・重要な生息環境（営巣環
境・採餌環境など）の大部
分が消失し、周辺に同様の
環境が分布していない。

（上記以外の陸生動物）
・現地調査における確認地
点によらず、生息環境の大
部分が消失し、周辺に同様
の環境が分布していない。

【直接改変の影響】
（チュウヒ・オオタカ※）
・重要な生息環境（営巣環
境・採餌環境など）の縮小
が生じるが、周辺に同様の
環境が分布している。

（上記以外の陸生動物）
・現地調査における確認地
点が改変される。
・生息環境の縮小が生じる
が、周辺に同様の環境が分
布している。

【直接改変の影響】
（チュウヒ・オオタカ※）
・重要な生息環境（営巣環
境・採餌環境など）の縮小
が生じない。
・生息環境の一部縮小が生
じるが、周辺に同様の環境
が広く分布している。
（上記以外の陸生動物）
・現地調査における確認地
点が改変されない。
・生息環境の一部縮小が生
じるが、周辺に同様の環境
が分布している。

【直接改変の影響】
（チュウヒ・オオタカ※）
・－

（上記以外の陸生動物）
・現地調査における確認地
点が改変されない。
・生息環境の縮小が生じな
い。

【質的変化の影響】
（チュウヒ・オオタカ※）
・重機の稼働に伴う騒音等
による生息環境の質的変化
が大きい。

【質的変化の影響】
（チュウヒ・オオタカ※）
・重機の稼働に伴う騒音等
による生息環境の質的変化
が生じる。

【質的変化の影響】
（チュウヒ・オオタカ※）
・重機の稼働に伴う騒音等
による生息環境の質的変化
がほとんど生じない。

【質的変化の影響】
（チュウヒ・オオタカ※）
・－

※事業実施区域及びその周辺で繁殖が確認された猛禽類

【予測⼿法】

【予測結果】

注）「直接改変の影響の検討」及び「質的変化の影響の検討」を行い、より大きい影響の程度（A～D）を予測結果とする。
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表 7-6-21 予測対象種及び影響要因 

番

号 
分類 目名 科名 種名 

工事の実施 
 

・重機の稼働 

・資材の運搬 

・樹木の伐採・処理 

・土地の造成 

・工事用道路等の建設 

土地の存在及び供用
 

・造成地の存在 

・土地の利用 

・発生車両の走行 

直接改変 質的変化 直接改変 質的変化
生息環境

の消失 

又は縮小

騒音等によ

る生息環境

の変化 

生息環境

の消失 

又は縮小

騒音等によ

る生息環境

の変化 

1 哺乳類 ﾈｽﾞﾐ(齧歯) ﾈｽﾞﾐ ｶﾔﾈｽﾞﾐ 〇  〇  

1 鳥類 ｶﾓ ｶﾓ ｶﾜｱｲｻ 〇  〇  

2  ﾍﾟﾘｶﾝ ｻｷﾞ ﾁｭｳｻｷﾞ 〇  〇  

3  ﾂﾙ ｸｲﾅ ﾋｸｲﾅ 〇  〇  

4  ﾁﾄﾞﾘ ﾁﾄﾞﾘ ﾀｹﾞﾘ 〇  〇  

5    ｹﾘ 〇  〇  

6    ｺﾁﾄﾞﾘ 〇  〇  

7   ｶﾓﾒ ｺｱｼﾞｻｼ 〇  〇  

8  ﾀｶ ﾐｻｺﾞ ﾐｻｺﾞ 〇  〇  

9   ﾀｶ ﾊﾁｸﾏ 〇  〇  

10    ﾁｭｳﾋ 〇 〇 〇 〇 

11    ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ 〇 〇 〇 〇 

12    ﾂﾐ 〇  〇  

13    ﾊｲﾀｶ 〇  〇  

14    ｵｵﾀｶ 〇 〇 〇 〇 

15    ｻｼﾊﾞ 〇  〇  

16  ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ ｺﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ 〇  〇  

17    ﾊﾔﾌﾞｻ 〇  〇  

18  ｽｽﾞﾒ ﾑｼｸｲ ｵｵﾑｼｸｲ 〇  〇  

19   ﾋﾀｷ ｱｶﾊﾗ 〇  〇  

20    ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ 〇  〇  

21    ｷﾋﾞﾀｷ 〇  〇  

1 両生類 無尾 ｱｶｶﾞｴﾙ ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ 〇  〇  

1 陸上 ﾄﾝﾎﾞ(蜻蛉) ﾄﾝﾎﾞ ﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ 〇  〇  

2 昆虫類 ｶﾒﾑｼ(半翅) ｺｵｲﾑｼ ｺｵｲﾑｼ 〇  〇  

3  ﾁｮｳ(鱗翅) ﾎﾞｸﾄｳｶﾞ ﾊｲｲﾛﾎﾞｸﾄｳ 〇  〇  

4  ﾊｴ(双翅) ﾐｽﾞｱﾌﾞ ﾐｽﾞｱﾌﾞ 〇  〇  

5  ｺｳﾁｭｳ ｶﾞﾑｼ ｺｶﾞﾑｼ 〇  〇  

6  (鞘翅)  ｺｶﾞﾀｶﾞﾑｼ 〇  〇  

7  ﾊﾁ(膜翅) ｸﾓﾊﾞﾁ ｱｵｽｼﾞｸﾓﾊﾞﾁ 〇  〇  

1 クモ類 ｸﾓ ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ ｵﾆｸﾞﾓ 〇  〇  

2    ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ 〇  〇  

3    ｼﾛｵﾋﾞﾄﾘﾉﾌﾝﾀﾞﾏｼ 〇  〇  

4    ｱｶｲﾛﾄﾘﾉﾌﾝﾀﾞﾏｼ 〇  〇  

5   ｺﾓﾘｸﾞﾓ ｴﾋﾞﾁｬｺﾓﾘｸﾞﾓ 〇  〇  

6   ﾈｺｸﾞﾓ ｵﾋﾞｼﾞｶﾞﾊﾞﾁｸﾞﾓ 〇  〇  

1 
陸生 

貝類 
柄眼 ｼﾀﾗ ｵｵｳｴｷﾋﾞ 〇  〇  
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 予測地域 

予測地域は、調査地域のうち、陸生動物の生息の特性を踏まえ、重要な種等に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域とした。 

 

 予測地点 

予測地点は、事業実施区域及びその周辺とした。 

 

 予測対象時期等 

予測対象時期等は、陸生動物の生息の特性を踏まえ、重要な種等に係る環境影響を的確に把握で

きる時期とした。 

具体的には、工事実施時期及び建設発生土ストックヤードが完成・供用する時期とした。 
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（2） 予測の結果 

 予測結果の概要 

重要な種の予測結果の概要を表 7-6-22(1)～(6)に示す。 

生息環境への影響については、以下のとおり整理した。 

A：生息環境への影響が大きい 

B：生息環境への影響がある 

C：生息環境への影響が極めて小さい 

D：生息環境への影響がない 

 

表 7-6-22(1) 重要な種の予測結果概要（哺乳類） 

番

号 
分
類 

種 名 
調査地域における 

主な生息環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分)
主な生

息環境

の改変

有無

生息環境
への影響 

干拓地内 

工
事 

存
在
及

び
供
用 A B C D E

1 
哺
乳
類

ｶﾔﾈｽﾞﾐ 草地 〇  〇 〇 〇 有 B B 

 

表 7-6-22(2) 重要な種の予測結果概要（鳥類） 

番

号 
分
類 

種 名 
調査地域における 

主な生息環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分) 
主な生息

環境の改

変有無

生息環境
への影響 

干拓地内 干拓地外 工
事 

存
在
及

び
供
用A B C D E F G

1 

鳥
類 

ｶﾜｱｲｻ 水域   〇    〇 無 D D 

2 ﾁｭｳｻｷﾞ 農耕地      〇  無 D D 

3 ﾋｸｲﾅ 湿性草地     〇   有 C C 

4 ﾀｹﾞﾘ 湿性草地   〇     有 B B 

5 ｹﾘ 農耕地      〇  無 D D 

6 ｺﾁﾄﾞﾘ 造成地 〇 〇 〇     無 D D 

7 ｺｱｼﾞｻｼ 造成地 〇      〇 無 D D 

8 ﾐｻｺﾞ 水域、草地・樹林地 〇  〇 有 B B 

9 ﾊﾁｸﾏ （樹林地）注  〇  有 C C 

10 ﾁｭｳﾋ 草地 〇 〇 有 B B 

11 ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ 草地 〇 〇 有 B B 

12 ﾂﾐ （草地・樹林地）注   〇 有 C C 

13 ﾊｲﾀｶ （草地・樹林地）注 〇 〇  有 B B 

14 ｵｵﾀｶ 樹林地 〇 〇 有 A A 

15 ｻｼﾊﾞ （草地・樹林地）注 〇 〇 有 C C 

16 ｺﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ 農耕地  〇  無 D D 

17 ﾊﾔﾌﾞｻ （草地・樹林地）注 〇  〇 有 C C 

18 ｵｵﾑｼｸｲ （草地・樹林地）注   〇     有 B B 

19 ｱｶﾊﾗ （樹林地）注   〇     有 B B 

2

0 
ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ （草地・樹林地）注   〇 〇   

 
有 B B 

21 ｷﾋﾞﾀｷ 樹林地  〇 〇     有 B B 
注）調査地域には本種の生息環境は存在しないが、カッコ内に記載の環境を生息環境の一部として利用していると考え

られる。  
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表 7-6-22(3) 重要な種の予測結果概要（両生類） 

番

号 
分
類 

種 名 
調査地域における 

主な生息環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分) 主な生

息環境

の改変

有無

生息環境
への影響 

干拓地内 工
事 

存
在
及

び
供
用 A B C D E

1 
両
生
類 

ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ 水域 〇     無 D D 

 

表 7-6-22(4) 重要な種の予測結果概要（陸上昆虫類） 

番

号 
分
類 

種 名 
調査地域における 

主な生息環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分) 主な生

息環境

の改変

有無

生息環境
への影響 

干拓地内 工
事 

存
在
及

び
供
用 A B C D E

1 

陸
上
昆
虫
類 

ﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ 湿性草地 〇 〇 〇   有 B B 

2 ｺｵｲﾑｼ 水域  〇    無 D D 

3 ﾊｲｲﾛﾎﾞｸﾄｳ 湿性草地 〇  〇 〇 〇 有 B B 

4 ﾐｽﾞｱﾌﾞ 湿性草地    〇  有 C C 

5 ｺｶﾞﾑｼ 湿性草地 〇 〇    有 C C

6 ｺｶﾞﾀｶﾞﾑｼ 湿性草地    〇  有 C C

7 ｱｵｽｼﾞｸﾓﾊﾞﾁ 湿性草地     〇 有 C C

 

表 7-6-22(5) 重要な種の予測結果概要（クモ類） 

番

号 
分
類 

種 名 
調査地域における

主な生息環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分) 主な生

息環境

の改変

有無

生息環境
への影響 

干拓地内 工
事 

存
在
及

び
供
用A B C D E

1 

ク
モ
類 

ｵﾆｸﾞﾓ 草地・樹林地 〇  〇 〇 〇 有 B B 

2 ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ 草地 〇 〇 〇 〇 〇 有 B B

3 ｼﾛｵﾋﾞﾄﾘﾉﾌﾝﾀﾞﾏｼ 草地 〇  〇   有 B B 

4 ｱｶｲﾛﾄﾘﾉﾌﾝﾀﾞﾏｼ 草地  〇    有 C C

5 ｴﾋﾞﾁｬｺﾓﾘｸﾞﾓ 草地    〇 〇 有 C C

6 ｵﾋﾞｼﾞｶﾞﾊﾞﾁｸﾞﾓ 草地    〇  有 C C

 

表 7-6-22(6) 重要な種の予測結果概要（陸生貝類類） 

番

号 
分
類 

種 名 
調査地域における

主な生息環境 

確認位置(ﾌﾞﾛｯｸ区分) 主な生

息環境

の改変

有無

生息環境
への影響 

干拓地内 工
事 

存
在
及

び
供
用A B C D E

1 

陸
生
貝
類

ｵｵｳｴｷﾋﾞ 樹林地 〇     有 C C
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 予測結果 

 哺乳類 

重要な哺乳類の予測結果を表 7-6-23 に示す。 

 

 

表 7-6-23 重要な哺乳類の予測結果（カヤネズミ） 

項 目 内 容 

生態 

・石川・福島県以南の本州、四国、九州とその属島に広く分布する。 

・低地から標高 1,200m 付近までの山地に分布する。低地の草地に多い。 

・草本の茎葉、種子、果実、昆虫などを食べる。 

・春から秋にかけてイネ科草本やススキのような草本の茎の途中に植物の葉を細

切したものを編み上げた球巣をつくり、産仔や育仔を球巣中でおこなう。1 回に 2

～8 仔を産む。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地において球巣が確認された。 

確認時期 R4 冬季、夏季、秋季 

確認位置 

A、C～E ブロックにおいて 15 地点で球巣 15 個が確認された。 

 A ブロック：5 地点（球巣 5 個） 

 C ブロック：4 地点（球巣 4 個）[実施区域内 3 地点] 

 D ブロック：3 地点（球巣 3 個） 

 E ブロック：3 地点（球巣 3 個） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 3 地点及び事業実施区域

外 12 地点であったことから、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域周

辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処

理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 3 地点及び事業実施区域

外 12 地点であったことから、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域周

辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び

発生車両の走行）により縮小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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 鳥類 

重要な鳥類の予測結果を表 7-6-24～表 7-6-44 に示す。 

また、木曽岬干拓地において繁殖が確認されたチュウヒ及びオオタカの行動圏解析結果を図 7-

6-17 及び図 7-6-19 に示す。 

 

 

表 7-6-24 重要な鳥類の予測結果（カワアイサ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州では冬期に河川や湖沼に生息する。 

・比較的広い瀬や淵のある河川やダム、広い池沼を好んで越冬する。河口や海岸

などで 1～数羽の記録もある。 

・巧みに潜水して魚類を捕食するが、比較的浅い水辺で顔を水につけ、速く泳ぎな

がら魚を追うこともある。。 

・ユーラシア大陸北部及び北アメリカ大陸の亜寒帯と温帯の一部で繁殖し、日本で

は、北海道に周年生息し繁殖する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 河川（木曽川）及び水路において個体が確認された。 

確認時期 R4 冬季 

確認位置 

C、G ブロックにおいて 3 地点で 3 個体が確認された。 

 C ブロック：1 地点（1 個体）[実施区域内 0 地点] 

 G ブロック：2 地点（2 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、水域と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である水域は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処

理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であり、本種の主な

生息環境である水域は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発

生車両の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はないと予測され

る。 
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表 7-6-25 重要な鳥類の予測結果（チュウサギ） 

項 目 内 容 

生態 

・夏鳥。本州から九州で繁殖する。 

・低地の水辺やそれに続く草地に生息する。 

・餌は魚介類や昆虫類。 

・4～8 月に樹上に巣をつくり、コロニーで繁殖する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 農耕地において個体が確認された。 

確認時期 R4 夏季、秋季 

確認位置 
F ブロックにおいて 3 地点で 9 個体が確認された。 

 F ブロック：3 地点（9 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、農耕地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 3 地点であり、本種の主な

生息環境である農耕地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処

理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 3 地点であり、本種の主な

生息環境である農耕地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び

発生車両の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はないと予測され

る。 
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表 7-6-26 重要な鳥類の予測結果（ヒクイナ） 

項 目 内 容 

生態 

・夏鳥。日本全土で繁殖し、冬は南方に渡る。 

・アシ原、湿地、湿田などに生息する。 

・水生昆虫や軟体動物、水生植物の若葉などを採食する。 

・繁殖期は 4 月から 10 月頃で、イネ科の株の中などに営巣する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 湿性草地において個体及び鳴き声が確認された。 

確認時期 R4 春季、秋季 

確認位置 

E ブロックにおいて 2 地点で 1 個体及び鳴き声（1 個体）が確認され

た。 

 E ブロック：2 地点（1 個体・鳴き声 1 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、湿性草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、

樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じ

るものの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土

地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事

業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-27 重要な鳥類の予測結果（タゲリ） 

項 目 内 容 

生態 

・冬鳥として本州、四国、九州などの各地に渡来する。 

・休耕田、水田、河川に飛来する。 

・地上の小動物を食べる。 

・ユーラシア大陸温帯、亜寒帯で繁殖し、冬は南へ渡る。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 樹林地において個体が確認された。 

確認時期 R4 冬季 

確認位置 
C ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。 

 C ブロック：1 地点（1 個体）[実施区域内 1 地点] 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、湿性草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、事業実施区域周辺に分布しているもの

の、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工

事用道路等の建設）により縮小が生じると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、事業実施区域周辺に分布しているもの

の、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）により

縮小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 

 

  

- 483 -



7-6-99 

 

表 7-6-28 重要な鳥類の予測結果（ケリ） 

項 目 内 容 

生態 

・全国的に確認され、九州以北から本州にかけて繁殖するが局地的。 

・水田、河原、荒れ地、芝地、牧草地、灌木が散在する草原など平坦で開けた場所

に生息する。 

・昆虫の成虫・幼虫、イネ科やタデ科などの草の種子などをついばむ。 

・繁殖期は 3 月から 6 月。耕作地、休耕地、放棄水田、河川敷、草地を利用して繁

殖する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 農耕地において個体が確認された。 

確認時期 R4 春季、夏季 

確認位置 
F ブロックにおいて 4 地点で 5 個体が確認された。 

 F ブロック：4 地点（5 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、農耕地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 4 地点であり、本種の主な

生息環境である農耕地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処

理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 4 地点であり、本種の主な

生息環境である農耕地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び

発生車両の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はないと予測され

る。 
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表 7-6-29 重要な鳥類の予測結果（コチドリ） 

項 目 内 容 

生態 

・日本では主に夏鳥で、九州以北で繁殖する。。 

・河川敷内の中州、水辺、河口の三角州や干潟、海岸の砂浜、植生が疎らで裸出土

の多い荒れ地などでみられる。 

・砂泥地の表面から。昆虫の成虫・幼虫をくわえとる。 

・繁殖期は 4 月から 7 月。巣は砂地に雌雄で浅い窪みを堀り、内装に小石や貝殻

の破片、あるいは植物片などを敷く。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 人工裸地や人工構造物付近の造成地において個体が確認された。 

確認時期 R4 春季、夏季 

確認位置 

A、B、C ブロックにおいて 13 地点で 9 個体及び鳴き声(6 個体)が

確認された。 

 A ブロック：4 地点（3 個体・鳴き声 1 個体） 

 B ブロック：8 地点（4 個体・鳴き声 5 個体） 

 C ブロック：1 地点（2 個体）[実施区域内 0 地点] 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、造成地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 13 地点であり、本種の主

な生息環境である造成地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・

処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 13 地点であり、本種の主

な生息環境である造成地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及

び発生車両の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はないと予測され

る。 
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表 7-6-30 重要な鳥類の予測結果（コアジサシ） 

項 目 内 容 

生態 

・夏鳥。国内では、本州の東北地方南部以南に渡来し、繁殖する。 

・餌は小型の魚類で、空中から狙いを付けて水中に飛び込み捕獲する。 

・沿岸部の埋立地や干拓地、河川の河原や造成地などで繁殖する。繁殖地に集合

するのは 4 月下旬からで、5 月には抱卵を始め、順調であれば 6 月中旬にはヒ

ナが少し飛べるようになる。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 河川（鍋田川）や人工裸地において個体が確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 

A、F ブロックにおいて 7 地点で 39 個体が確認された。 

 A ブロック：2 地点（13 個体） 

 G ブロック：5 地点（26 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、造成地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 7 地点であり、本種の主な

生息環境である造成地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処

理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 7 地点であり、本種の主な

生息環境である造成地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び

発生車両の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はないと予測され

る。 
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表 7-6-31 重要な鳥類の予測結果（ミサゴ） 

項 目 内 容 

生態 

・主に留鳥。冬期には越冬個体が加わる。 

・干潟や河川の下流から河口、沿岸部にある池沼や水路でよくみられる。 

・餌は主に大型の魚類。 

・海岸の孤立した岩の上や樹上などで営巣する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 
河川（木曽川・鍋田川）及び水路等において個体が確認された。 

また、調査地域での営巣は確認されなかった。 

確認時期 
R3 春季、夏季、冬季 

R4 冬季、春季、夏季、秋季 

確認位置 

（鳥類調査） 

A～F ブロックにおいて 39 地点で 40 個体が確認された。 

 A ブロック：2 地点（2 個体） 

 B ブロック：9 地点（9 個体） 

 C ブロック：7 地点（7 個体）[実施区域内 7 地点] 

 D ブロック：7 地点（7 個体） 

 E ブロック：5 地点（5 個体） 

 G ブロック：9 地点（10 個体） 

（猛禽類調査） 

木曽岬干拓地内外で計 178 回確認された[実施区域内 55 回]。 

R3-[ 4 月：23 回、 5 月： 4 回、 6 月： 7 回、7 月：10 回、 

   8 月：11 回、12 月：12 回] 

R4-[ 1 月：19 回、 2 月：18 回、 3 月：16 回、 4 月：15 回、 

   5 月： 2 回、 6 月：19 回、 7 月：12 回、 8 月：10 回] 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、水域と考えられる。なお、本種は調査地域の草地及び樹林地を生息環境

の一部として利用していると考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 7 地点・55 回及び事業実

施区域外 32 地点・116 回であったことから、本種の生息環境の一部となる草地及

び樹林地は、事業実施区域周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、

資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小

が生じると考えられる。なお、本種の主な環境である水域は、工事の実施（樹木の

伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 7 地点・55 回及び事業実

施区域外 32 地点・116 回であったことから、本種の生息環境の一部となる草地及

び樹林地は、事業実施区域周辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造

成地の存在）により一部縮小が生じるもと考えられる。なお、本種の主な生息環境

である水域は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の

走行）により縮小が生じない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-32 重要な鳥類の予測結果（ハチクマ） 

項 目 内 容 

生態 

・夏鳥。国内では本州以北の低山帯に渡来、繁殖し、中国南部から東南アジアで越

冬する。 

・餌は主に中小型のハチ類の幼虫や両生爬虫類。 

・繁殖期に平地近くから標高 1,000m の山地までの環境に生息し、丘陵地や山地

で繁殖する。アカマツやナラ類などの樹上に営巣する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 

木曽岬干拓地外において個体が確認された。渡りの移動途中の個体

と考えられる。 

また、調査地域での営巣は確認されなかった。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 

（猛禽類調査） 

木曽岬干拓地外で計 2 回確認された。 

R4-[ 5 月： 2 回] 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、本種の生息環境は丘陵地や山地

の樹林地と考えられるが、調査地域に同様の環境は存在しない。なお、本種は調査

地域の樹林地を採餌環境の一部として利用していると考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 回であったことから、本

種の生息環境の一部となる樹林地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹

木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じるも

のの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。なお、調査地

域には、本種の営巣環境である丘陵地や山地の樹林地は存在しない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 回であったことから、本

種の生息環境の一部となる樹林地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地

の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事業

実施区域周辺に広く分布していると考えられる。なお、調査地域には、本種の営巣

環境である丘陵地や山地の樹林地は存在しない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-33(1) 重要な鳥類の予測結果（チュウヒ） 

項 目 内 容 

生態 

・国内では、三重県以外に北海道、青森県、秋田県、石川県などで繁殖する。 

・冬鳥として渡来する個体がほとんどである。越冬地は河口付近のアシ原。 

・ネズミ類、小鳥類を捕食する。餌場として広大なアシ原を必要とする。 

・開けたアシ原などの地上で営巣する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 

草地等において個体が確認された。 

・採餌行動は木曽岬干拓地全域で確認され、Ｅブロックにおいて高頻

度で確認された。 

・令和 3 年に木曽岬干拓地内で、令和 4 年に木曽岬干拓地外で繁殖

が確認された。 

・D 及び E ブロックにおいて、ねぐら入り及びねぐら立ちが確認され

た。 

確認時期 R3 春季、夏季、冬季、R4 冬季、春季、夏季 

確認位置 

（鳥類調査） 

A、D ブロックにおいて 4 地点で 4 個体が確認された。 

 A ブロック：3 地点（3 個体） 

 D ブロック：1 地点（1 個体） 

（猛禽類調査） 

木曽岬干拓地内外で計 336 回確認された[実施区域内 73 回]。 

R3-[ 4 月：76 回、 5 月：28 回、 6 月：19 回、7 月：3 回、 

   8 月：13 回、12 月： 8 回] 

R4-[ 1 月：36 回、 2 月：43 回、 3 月：29 回、 4 月：40 回、 

     5 月：17 回、 6 月：19 回、 7 月： 1 回、 8 月：4 回] 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、草地と考えられる。 

令和 3 年及び令和 4 年繁殖シーズンにおける行動圏解析結果は、図 7-6-17 に

示すとおりであり、事業実施区域と行動圏（最大行動圏、95％行動圏、高利用域、

営巣中心域）との位置関係は、下表に示すとおりである。 

行動圏の区分
メッシュ数 

［事業実施区域内/全体］ 

面積（ha） 

［事業実施区域内/全体］ 

最大行動圏 21/232 66.4/1529.1 

95％行動圏 21/198 66.4/1305.0 

高利用域 16/ 62 57.1/408.6 

営巣中心域※ - 0.0/  39.5 
※営巣中心域：巣から半径 300m 範囲における植生のつながりを考慮して設定した。 

 

また、就塒域解析結果は、図 7-6-18 に示すとおりであり、就塒域は事業実施区域

内外に広く分布し、中心就塒域は事業実施区域外に分布する。 
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表 7-6-33(2) 重要な鳥類の予測結果（チュウヒ） 

項 目 内 容 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

＜採餌環境＞ 

本種の主な採餌環境である草地は、事業実施区域周辺に分布するものの、工事の

実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等

の建設）により縮小する。なお、繁殖期高利用域（408.6ha）のうち、57.1ha（約

14％）が事業実施区域内に分布している。 

＜営巣環境＞ 

本種の主な営巣環境である草地は、事業実施区域周辺に分布するものの、工事の

実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等

の建設）により縮小する。なお、繁殖期高利用域（408.6ha）のうち、57.1ha（約

14％）が事業実施区域内に分布しているが、営巣中心域については事業実施区域

内に分布していない。 

営巣地のうち、木曽岬干拓地外の営巣地については事業実施区域から遠く離れて

いることから、工事の実施（重機の稼働及び資材の運搬）に伴い発生する騒音等に

よる営巣環境の質的変化は生じないと考えられる。また、木曽岬干拓地内の営巣

地については事業実施区域から相当程度離れていることから、工事の実施（重機

の稼働及び資材の運搬）に伴い発生する騒音等による営巣環境の質的変化はほと

んど生じないと考えられる。 

＜ねぐら環境＞ 

本種の主なねぐら環境である草地は、事業実施区域周辺に分布するものの、工事

の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路

等の建設）により縮小する。なお、就塒域は事業実施区域内外に広く分布するが、

中心就塒域については事業実施区域内に分布していない。 

また、中心就塒域は事業実施区域から相当程度離れていることから、工事の実施

（重機の稼働及び資材の運搬）に伴い発生する騒音等によるねぐら環境の質的変

化はほとんど生じないと考えられる。 

 

以上のことから、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。
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表 7-6-33(3) 重要な鳥類の予測結果（チュウヒ） 

項 目 内 容 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

＜採餌環境＞ 

本種の主な採餌環境である草地は、事業実施区域周辺に分布するものの、土地の

存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）により縮小する。

なお、繁殖期高利用域（408.6ha）のうち、57.1ha（約 14％）が事業実施区域内

に分布している。 

＜営巣環境＞ 

本種の主な営巣環境である草地は、事業実施区域周辺に分布するものの、土地の

存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）により縮小する。

なお、繁殖期高利用域（408.6ha）のうち、57.1ha（約 14％）が事業実施区域内

に分布しているが、営巣中心域は事業実施区域内に分布していない。 

営巣地のうち、木曽岬干拓地外の営巣地については事業実施区域から遠く離れて

いることから、土地の供用（土地の利用及び発生車両の走行）に伴い発生する騒音

等による営巣環境の質的変化は生じないと考えられる。また、木曽岬干拓地内の

営巣地については事業実施区域から相当程度離れていることから、土地の供用

（土地の利用及び発生車両の走行）に伴い発生する騒音等による営巣環境の質的

変化はほとんど生じないと考えられる。 

 （参考）供用時における建設作業騒音の予測結果 

位置 予測結果（騒音レベル） 

自然体験広場敷地境界 LAeq：56dB LA5：51dB 

＜ねぐら環境＞ 

本種の主なねぐら環境である草地は、事業実施区域周辺に分布するものの、、土

地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）により縮小

する。なお、就塒域は事業実施区域内外に広く分布するが、中心就塒域については

事業実施区域外内に分布していない。 

また、中心就塒域は事業実施区域から相当程度離れていることから、土地の供用

（土地の利用及び発生車両の走行）に伴い発生する騒音等によるねぐら環境の質

的変化はほとんど生じないと考えられる。 

以上のことから、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予

測される。 
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図 7-6-17 行動圏解析結果（チュウヒ）  
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図 7-6-18 就塒域解析結果（チュウヒ） 
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表 7-6-34 重要な鳥類の予測結果（ハイイロチュウヒ） 

項 目 内 容 

生態 

・冬鳥。全国の平地から山地草原、農耕地、河川、干拓地に飛来するが局地的。 

・ネズミ、小鳥類などの獲物を見つけるとすばやく地上に降りて捕まえる。 

・ユーラシア大陸の亜寒帯や北アメリカ大陸で繁殖し、冬は南下する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 

草地等において個体が確認された。 

・D ブロックでのねぐら入り及びねぐら立ちが確認された。 

・調査地域での営巣は確認されなかった。 

確認時期 R4 冬季 

確認位置 

（鳥類調査） 

C ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。 

 C ブロック：1 地点（1 個体）[実施区域内 1 地点] 

（猛禽類調査） 

木曽岬干拓地内外で計 69 回確認された[実施区域内 14 回]。 

R4-[ 1 月：21 回、 2 月：27 回、 3 月：21 回] 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点・14 回及び事業実

施区域外 55回であったことから、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区

域周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考えられ

る。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点・14 回及び事業実

施区域外 55回であったことから、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区

域周辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用

及び発生車両の走行）により縮小が生じると考えられる。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-35 重要な鳥類の予測結果（ツミ） 

項 目 内 容 

生態 

・夏鳥や旅鳥として飛来する。冬期は大半が南へ渡るが、越冬期の確認記録も少な

くない。北海道、本州、四国、九州で繁殖する。 

・丘陵地や山間部の混交林や、平野部の都市公園等に生息して繁殖する。 

・主に小型の鳥類を捕食する。 

・アカマツやヒノキなどで営巣することが多い。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 

木曽岬干拓地外において個体が確認された。渡りの移動途中の個体

と考えられる。 

また、調査地域での営巣は確認されなかった。 

確認時期 R4 秋季 

確認位置 

（鳥類調査） 

G ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。 

 G ブロック：1 地点（1 個体） 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、本種の生息環境は丘陵地や山地

の樹林地と考えられるが、調査地域に同様の環境は存在しない。なお、本種は調査

地域の草地及び樹林地を採餌環境の一部として利用していると考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、工事の実施（重機の稼働、資材

の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小

が生じるものの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。な

お、調査地域には、本種の営巣環境である丘陵地や山地の樹林地は存在しない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、土地の存在及び供用（造成地の

存在、土地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の

環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。なお、調査地域には、本種

の営巣環境である丘陵地や山地の樹林地は存在しない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-36 重要な鳥類の予測結果（ハイタカ） 

項 目 内 容 

生態 

・冬鳥。国内では本州中部以北で繁殖し、渡りの時期の春秋と冬期には全国でみら

れる。 

・低山から山地の森林に広く分布する。 

・小鳥類が主な餌である。 

・アカマツやカラマツなどの針葉樹に巣をかけ、4～5 卵の卵を産む。営巣環境とし

ては、林内空間の閉じた若齢林を好む。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 
木曽岬干拓地外において個体が確認された。 

また、調査地域での営巣は確認されなかった。 

確認時期 
R3 春季、冬季 

R4 冬季 

確認位置 

（鳥類調査） 

A、C ブロックにおいて 2 地点で 2 個体が確認された。 

 A ブロック：1 地点（1 個体） 

 C ブロック：1 地点（1 個体）[実施区域内 0 地点] 

（猛禽類調査） 

木曽岬干拓地内外で計 11 回確認された[実施区域内 7 回]。 

R3-[ 4 月： 1 回、12 月：2 回] 

R4-[ 1 月： 4 回、 2 月：4 回] 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、本種の生息環境は山地の樹林地

と考えられるが、調査地域に同様の環境は存在しない。なお、本種は調査地域の草

地及び樹林地を採餌環境の一部として利用していると考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 7 回及び事業実施区域外

2 地点・4 回であったことから、本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、

事業実施区域周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、

樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考

えられる。なお、調査地域には、本種の営巣環境である山地の樹林地は存在しな

い。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 7 回及び事業実施区域外

2 地点・4 回であったことから、本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、

事業実施区域周辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、

土地の利用及び発生車両の走行）により縮小が生じると考えられる。なお、調査地

域には、本種の営巣環境である山地の樹林地は存在しない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-37(1) 重要な鳥類の予測結果（オオタカ） 

項 目 内 容 

生態 

・留鳥。国内では北海道、本州、四国で繁殖し、秋冬には全国でみられる。 

・餌は主に小鳥類。 

・本来は山地のアカマツでの営巣が普通であったが、松枯れにより現在ではスギや

広葉樹に営巣することも普通になっている。耕地や林のある里山環境が理想と思

われるが、近年は平地の公園や林で繁殖する例も多くなった。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 
樹林地及び草地において個体が確認された。 

また、令和 3～4 年に木曽岬干拓地内で繁殖が確認された。 

確認時期 R4 冬季、春季、秋季 

確認位置 

（鳥類調査） 

B、C、D ブロックにおいて 5 地点で 4 個体及び鳴き声（1 個体）が確

認された。 

B ブロック：1 地点（1 個体） 

C ブロック：3 地点（2 個体・鳴き声 1 個体）[実施区域内 3 地点] 

D ブロック：1 地点（1 個体） 

（猛禽類調査） 

木曽岬干拓地内外で計 150 回確認された[実施区域内 107 回]。 

R3-[ 4 月：18 回、 5 月： 4 回、 6 月：14 回、 7 月：12 回、 

   8 月：10 回、12 月：11 回] 

R4-[ 1 月： 5 回、 2 月：18 回、 3 月：14 回、 4 月：14 回、 

     5 月：16 回、 6 月： 9 回、 7 月： 4 回、 8 月： 1 回] 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、樹林地及び草地と考えられる。 

令和 3 年及び令和 4 年繁殖シーズンにおける行動圏解析結果は、図 7-6-19 に

示すとおりであり、事業実施区域と行動圏（最大行動圏、95％行動圏、高利用域、

営巣中心域）との位置関係は、下表に示すとおりである。 

行動圏の区分
メッシュ数 

［事業実施区域内/全体］ 

面積（ha） 

［事業実施区域内/全体］ 

最大行動圏 21/181 66.4/1192.8 

95％行動圏 21/ 88 66.4/ 579.9 

高利用域 15/ 30 58.3/ 197.7 

営巣中心域※ - 15.5/  17.5 

※営巣中心域：巣から半径 300m 範囲における植生のつながりを考慮して設定した。 
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表 7-6-37(2) 重要な鳥類の予測結果（オオタカ） 

項 目 内 容 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

＜採餌環境＞ 

本種の主な採餌環境である草地は、事業実施区域周辺に広く分布するものの、工

事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道

路等の建設）により縮小する。なお、繁殖期高利用域（197.7ha）のうち、58.3ha

（約 29％）が事業実施区域内に分布している。 

＜営巣環境＞ 

本種の主な営巣環境である樹林環境は事業実施区域周辺に分布するものの、工

事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道

路等の建設）により営巣木・営巣林が消失する。なお、繁殖期高利用域（197.7ha）

のうち、58.3ha（約 29％）が事業実施区域内に分布しており、営巣中心域

（17.5ha）のうち、15.5ha（約 89％）が事業実施区域内に分布している。 

また、営巣地は事業実施区域内に位置することから、工事の実施（重機の稼働及び

資材の運搬）に伴い発生する騒音等による営巣環境の質的変化が生じると考えら

れる。 

 

以上のことから、工事の実施による本種の生息環境への影響は大きいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

＜採餌環境＞ 

本種の主な採餌環境である草地は、事業実施区域周辺に広く分布するものの、土

地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）により縮小

する。なお、繁殖期高利用域（197.7ha）のうち、58.3ha（約 29％）が事業実施区

域内に分布している。 

＜営巣環境＞ 

本種の主な営巣環境である樹林地は、事業実施区域周辺に分布するものの、土地

の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）により営巣木・

営巣林が消失する。なお、繁殖期高利用域（197.7ha）のうち、58.3ha（約 29％）

が事業実施区域内に分布しており、営巣中心域（17.5ha）のうち、15.5ha（約

89％）が事業実施区域内に分布している。 

 

以上のことから、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は大きいと

予測される。 

 

- 498 -



 

7
-
6
-
1
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 7-6-19 行動圏解析結果（オオタカ） 
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表 7-6-38 重要な鳥類の予測結果（サシバ） 

項 目 内 容 

生態 

・夏鳥。本州には 3 月下旬から飛来して繁殖し、主に 9 月下旬から 10 月上旬に

越冬地へ渡去する。 

・水田、畑、湿地、伐採跡地などの開けた土地で狩りを行うことが多く、谷に耕地が

入り込んだ里山環境を主な生息地としている。 

・カエルなどの両生類や爬虫類、昆虫類を主な餌としている。 

・国内では青森県以南で繁殖する。三重県内の丘陵地帯で広く繁殖している。アカ

マツを好んで営巣する種であったが、近年はスギなどで繁殖する例が増えてい

る。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 

木曽岬干拓地内外において個体が確認された。渡りの移動途中の個

体と考えられる。 

また、調査地域での営巣は確認されなかった。 

確認時期 R3 春季 

確認位置 

（猛禽類調査） 

木曽岬干拓地内外で計 2 回確認された。 

R3-[ 4 月： 2 回] 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、本種の生息環境は丘陵地や山地

の樹林地と考えられるが、調査地域に同様の環境は存在しない。なお、本種は調査

地域の草地及び樹林地を採餌環境の一部として利用していると考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 回であったことから、本

種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、工事の実施（重機の稼働、資材の

運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が

生じるものの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。な

お、調査地域には、本種の営巣環境である丘陵地や山地の樹林地は存在しない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 回であったことから、本

種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、土地の存在及び供用（造成地の存

在、土地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環

境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。なお、調査地域には、本種の

営巣環境である丘陵地や山地の樹林地は存在しない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-39 重要な鳥類の予測結果（コチョウゲンボウ） 

項 目 内 容 

生態 

・冬鳥。開けた農耕地で越冬することが多い。地上でねぐらを取ることが知られて

いる。 

・小鳥類を捕食するが、ネズミや昆虫なども狙う。 

・高緯度地域で繁殖し、冬は南へ渡り越冬する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 
木曽岬干拓地外において個体が確認された。 

また、調査地域での営巣は確認されなかった。 

確認時期 R4 冬季、春季 

確認位置 

（猛禽類調査） 

木曽岬干拓地外で計 6 回確認された。 

R4-[ 2 月： 2 回、 3 月： 4 回] 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、農耕地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 回であり、本種の主な生

息環境である農耕地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処

理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 回であり、本種の主な生

息環境である農耕地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発

生車両の走行）により縮小が生じない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はないと予測され

る。 
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表 7-6-40 重要な鳥類の予測結果（ハヤブサ） 

項 目 内 容 

生態 

・留鳥。国内では北海道から九州、南西諸島、伊豆諸島等に分布する。 

・主に海岸や河川流域などの開けた環境にある断崖や岩場に生息するが、冬期に

は越冬個体などが中・小型の鳥類が集まる河口や河川流域、湖沼付近を狩場と

して高頻度で利用する。 

・餌は主に飛行している鳥類を足で蹴って仕留める。カラスを捕食することもある。

・島嶼の断崖に営巣することが多い。近年は市街地のビルの窓辺や鉄塔の鉄骨の

隙間に営巣したりする。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 
木曽岬干拓地内外において個体が確認された。 

また、調査地域での営巣は確認されなかった。 

確認時期 
R3 春季、夏季 

R4 春季 

確認位置 

（鳥類調査） 

G ブロックにおいて 2 地点で 3 個体が確認された。 

 G ブロック：2 地点（3 個体） 

（猛禽類調査） 

木曽岬干拓地内外で計 3 回確認された。 

R3-[ 5 月： 1 回、 8 月： 1 回] 

R4-[ 2 月： 1 回] 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、本種の生息環境は断崖や岩場と

考えられるが、調査地域に同様の環境は存在しない。なお、本種は調査地域の草

地及び樹林地を採餌環境の一部として利用していると考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点・3 回であったこと

から、本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、工事の実施（重機の稼働、

資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部

縮小が生じるものの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられ

る。なお、調査地域には、本種の営巣環境である断崖や岩場は存在しない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点・3 回であったこと

から、本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、土地の存在及び供用（造

成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、

同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。なお、調査地域に

は、本種の営巣環境である断崖や岩場は存在しない。 

また、木曽岬干拓地内において本種の繁殖は確認されなかった。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-41 重要な鳥類の予測結果（オオムシクイ） 

項 目 内 容 

生態 

・国外では、ロシアの千島列島北部とサハリン、カムチャツカ半島で繁殖する。渡り

途中の個体の記録地点は、北海道から本州、四国、九州、琉球諸島、大東諸島

等、全国で記録がある。 

・国内の主な生息環境は亜高山帯の針広混交林や森林限界より上のハイマツ帯で

ある。 

・国内では北海道知床半島の山岳、標高 1,000～1,500m 付近と千島列島南部

のみで繁殖する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 
草地において鳴き声が確認された。渡りの移動途中の個体と考えられ

る。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 
C ブロックにおいて 1 地点で鳴き声（1 個体）が確認された。 

C ブロック：1 地点（鳴き声 1 個体）[実施区域内 1 地点] 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、本種の生息環境は、山地の樹林地

と考えられるが、調査地域に同様の環境は存在しない。なお、本種は調査地域の草

地及び樹林地を採餌環境の一部として利用していると考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点であったことから、

本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、事業実施区域周辺に分布してい

るものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成

及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考えられる。なお、調査地域には、

本種の繁殖期における主な生息環境である山地の樹林地は存在しない。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点であったことから、

本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、事業実施区域周辺に分布してい

るものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走

行）により縮小が生じると考えられる。なお、調査地域には、本種の繁殖期における

主な生息環境である山地の樹林地は存在しない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-42 重要な鳥類の予測結果（アカハラ） 

項 目 内 容 

生態 

・亜種アカハラ T.c.chrysolaus が、夏鳥として本州中部から北海道までの範囲

で繁殖し、亜種オオアカハラ T.c.orii が、本州や西南諸島に飛来して越冬する。

・愛知県では、亜種アカハラが夏鳥として標高の高い山地へ飛来して繁殖し、亜種

オオアカハラが冬鳥として県内全域に飛来して越冬する。 

・地上で昆虫やミミズなどを捕食するほか、樹上で木の実を食べることもある。 

・亜種アカハラは、標高 1,000m 程度以上の高原にある疎林で繁殖する。繁殖期

は 5 月下旬から 7 月。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 冬季 

確認位置 
C ブロックにおいて 2 地点で 4 個体が確認された。 

C ブロック：2 地点（4 個体）[実施区域内 2 地点] 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、樹林地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 2 地点であったことから、

本種の主な生息環境である樹林地は、事業実施区域周辺に分布しているものの、

工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用

道路等の建設）により縮小が生じると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 2 地点であったことから、

本種の主な生息環境である樹林地は、事業実施区域周辺に分布しているものの、

土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発生車両の走行）により縮

小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-43 重要な鳥類の予測結果（コサメビタキ） 

項 目 内 容 

生態 

・夏鳥として飛来し、九州以北の低山で繁殖する。 

・渡りの季節には渡りコースの山塊や半島だけでなく、河川敷や都市部の公園など

でも見られる。 

・餌は主に昆虫やクモなどで、飛翔する昆虫を捕食することも多い。 

・夏期に丘陵地や山地の落葉広葉樹林に飛来して繁殖する。巣は樹木の横枝に蘚

苔類や樹皮、クモの糸などを使って皿形に作り、表面にウメノキゴケを貼り付けて

木のコブのようにみせる。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 
樹林地において個体が確認された。渡りの移動途中の個体と考えられ

る。 

確認時期 R4 秋季 

確認位置 

C ブロックにおいて 4 地点で 6 個体が確認された。 

C ブロック：2 地点（4 個体）[実施区域内 2 地点] 

D ブロック：2 地点（2 個体） 

生息環境の分布状況 

本種の生態及び現地調査による確認状況から、本種の生息環境は、丘陵地や山地

の樹林地と考えられるが、調査地域に同様の環境は存在しない。なお、本種は調査

地域の草地及び樹林地を採餌環境の一部として利用していると考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 2 地点及び事業実施区域

外 2 地点であったことから、本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、事

業実施区域周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹

木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考え

られる。なお、調査地域には、本種の営巣環境である丘陵地や山地の樹林地は存

在しない。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 2 地点及び事業実施区域

外 2 地点であったことから、本種の生息環境の一部となる草地及び樹林地は、事

業実施区域周辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土

地の利用及び発生車両の走行）より縮小が生じると考えられる。なお、調査地域に

は、本種の営巣環境である丘陵地や山地の樹林地は存在しない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-44 重要な鳥類の予測結果（キビタキ） 

項 目 内 容 

生態 

・夏鳥。南千島から日本全国で繁殖し、冬はインドシナ半島、フィリピン、ボルネオな

どへ渡る。 

・落葉広葉樹林に生息し、樹冠内で空中の昆虫、蜘蛛などを捕食する。そのため、

生息には密生した林ででなく、樹冠内に広い空間をもつ林が必要。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 樹林地において鳴き声が確認された。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 

B、C ブロックにおいて 2 地点で鳴き声（2 個体）が確認された。 

B ブロック：1 地点（鳴き声 1 個体） 

C ブロック：1 地点（鳴き声 1 個体）[実施区域内 1 地点] 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、樹林地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点及び事業実施区域

外 1 地点であったことから、本種の主な生息環境である樹林地は、事業実施区域

周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・

処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点及び事業実施区域

外 1 地点であったことから、本種の主な生息環境である樹林地は、事業実施区域

周辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及

び発生車両の走行）により縮小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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 両生類 

重要な両生類の予測結果を表 7-6-45 に示す。 

 

表 7-6-45 重要な両生類の予測結果（トノサマガエル） 

項 目 内 容 

生態 

・本州から四国、九州地方にかけての広い範囲に分布する。 

・水田をおもな生息地とするが、池沼や河川などにも見られる。 

・クモ、昆虫、ムカデなどの他に、カエルをも捕食する。 

・主に水田が大きな繁殖場所であるが、河川敷の水たまりや小さな池などでも産卵

する。繁殖期は 4～6 月だが、一繁殖集団による繁殖ピークは非常に短く、一週

間ほどでほぼ終了する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 水路において個体が確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 
A ブロックにおいて 2 地点で 2 個体が確認された。 

 A ブロック：2 地点（2 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、水域と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である水域は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処

理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である水域は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発

生車両の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はないと予測され

る。 
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 陸上昆虫類 

重要な陸上昆虫類の予測結果を表 7-6-46～表 7-6-52 に示す。 

 

表 7-6-46 重要な陸上昆虫類の予測結果（ノシメトンボ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道から九州地方にかけて分布する。 

・成熟成虫は、水田や湿地、池沼周辺で見られる。未熟成虫は、発生地を離れる個

体もおり、市街地付近では神社林などで摂食しながら過ごすこともある。 

・成虫は 6 月頃より羽化し、秋になると生殖行動が見られる。卵のまま越冬し、翌春

孵化して初夏に羽化する年一化である。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 秋季 

確認位置 

A、B、C ブロックにおいて 3 地点で 3 個体が確認された（直接観察及

び採取にて確認）。 

 A ブロック：1 地点（1 個体） 

 B ブロック：1 地点（1 個体） 

C ブロック：1 地点（1 個体）[実施区域内 1 地点] 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、湿性草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点及び事業実施区域

外 2 地点であったことから、本種の主な生息環境である湿性草地は、事業実施区

域周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考えられ

る。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点及び事業実施区域

外 2 地点であったことから、本種の主な生息環境である湿性草地は、事業実施区

域周辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用

及び発生車両の走行）により縮小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-47 重要な陸上昆虫類の予測結果（コオイムシ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道、本州、四国、九州に分布する。 

・浅い池沼や水田、休耕田、河川など、比較的開けた水域に生息する。 

・オタマジャクシ、小魚、ヤゴ、巻貝などを捕食する。 

・5～6 月頃に雌は雄の背面に卵を並べて産み付ける。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地付近において個体が確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 

B ブロックにおいて 2 地点で 2 個体が確認された（直接観察及び採取

にて確認）。 

 B ブロック：2 地点（2 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、水域と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である水域は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処

理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じない。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はないと予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であり、本種の主な

生息環境である水域は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び発

生車両の走行）により縮小が生じない。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はないと予測され

る。 

 

  

- 509 -



7-6-125 

 

表 7-6-48 重要な陸上昆虫類の予測結果（ハイイロボクトウ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道、本州、四国、九州の湿地に局所的に産する。 

・食草はヨシ（イネ科）が知られる。 

・年 1 化、6～7 月に出現する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地付近において個体が確認された。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 

A、C、D、E ブロックにおいて 5 地点で 22 個体が確認された（ライト

トラップにて確認）。 

 A ブロック：1 地点（9 個体） 

 C ブロック：1 地点（5 個体）[実施区域内 1 地点] 

 D ブロック：2 地点（2 個体） 

 E ブロック：1 地点（6 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、湿性草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 4 地点及び事業実施区域

外 1 地点であったことから、本種の主な生息環境である湿性草地は、事業実施区

域周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐

採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考えられ

る。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 4 地点及び事業実施区域

外 1 地点であったことから、本種の主な生息環境である湿性草地は、事業実施区

域周辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用

及び発生車両の走行）により縮小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-49 重要な陸上昆虫類の予測結果（ミズアブ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道、本州、四国、九州に分布する。 

・かつては水田にも生息し、かなり広くみられた種。 

・幼虫は肉食性で水性。 

・年 1 化、初夏の頃出現する。10～50 度の水温に適応していて、温泉でも発生す

ることができる。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 秋季 

確認位置 

D ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。（直接観察及び採

取にて確認） 

 D ブロック：1 地点（1 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、湿性草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、

樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じ

るものの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土

地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事

業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-50 重要な陸上昆虫類の予測結果（コガムシ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道、本州、西国、九州、対馬に分布する。 

・低地の池、沼、湿地、放棄水田などに生息する。 

・水田や河川敷の水たまりなど不安定な止水域で繁殖をするが、ため池など安定し

た水域では繁殖しない。成虫は灯火に飛来する。 

・成虫は水草を食べ、幼虫は肉食性。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 湿性草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 夏季、秋季 

確認位置 

A、B ブロックにおいて 6 地点で 6 個体が確認された（直接観察及び

採取・ライトトラップにて確認）。 

 A ブロック：3 地点（3 個体） 

 B ブロック：3 地点（3 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、湿性草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、

樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じ

るものの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 6 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土

地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事

業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-51 重要な陸上昆虫類の予測結果（コガタガムシ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州、琉球に生息する。 

・緩やかな流れの用水路や池沼の水位が浅く水生植物が繁茂する止水域に生息

し、灯火にも飛来する。 

・成虫は泡を固めた卵嚢を生み、孵化した幼虫は巻貝などの水生動物を食べ、成

長した幼虫は上陸して蛹化、羽化した成虫は再び水中に戻る。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 水路付近の草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 

D ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された（直接観察及び採取

にて確認）。 

 D ブロック：1 地点（1 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、湿性草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、

樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じ

るものの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土

地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事

業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-52 重要な陸上昆虫類の予測結果（アオスジクモバチ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州に分布する日本国有種。 

・海浜や沿岸部の草地及び河川敷に生息する。 

・イソコモリグモなど徘徊性クモ類を狩る。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 

E ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された（直接観察及び採取

にて確認）。 

 E ブロック：1 地点（1 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、湿性草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、

樹木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じ

るものの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である湿性草地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土

地の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事

業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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 クモ類 

重要なクモ類の予測結果を表 7-6-53～表 7-6-58 に示す。 

 

 

表 7-6-53 重要なクモ類の予測結果（オニグモ） 

項 目 内 容 

生態 

・北海道、本州、四国、九州、南西諸島に分布する。 

・市街地から郊外にかけて生息する。 

・昆虫類を餌とする。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地及び樹林地等において個体が確認された。 

確認時期 R4 春季、夏季、秋季 

確認位置 

A、C、D、E ブロックにおいて 8 地点で 17 個体が確認された。 

 A ブロック：2 地点（ 2 個体） 

 C ブロック：4 地点（13 個体）[実施区域内 1 地点] 

 D ブロック：1 地点（ 1 個体） 

 E ブロック：1 地点（ 1 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、草地及び樹林地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点及び事業実施区域

外 7 地点であったことから、本種の主な生息環境である草地及び樹林地は、事業

実施区域周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木

の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考えら

れる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点及び事業実施区域

外 7 地点であったことから、本種の主な生息環境である草地及び樹林地は、事業

実施区域周辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地

の利用及び発生車両の走行）により縮小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-54 重要なクモ類の予測結果（コガネグモ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州、南西諸島に分布する。 

・草木類の間に垂直円網を張り、X 字状の糸（かくれ帯）を付け、その中央に止ま

る。一般に、日当たりのよいところに多い。 

・昆虫等を餌とする。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地等において個体が確認された。 

確認時期 R4 春季、夏季 

確認位置 

A、B、C、D、E ブロックにおいて 122 地点で 207 個体が確認され

た。 

 A ブロック： 1 地点（  1 個体） 

 B ブロック：14 地点（ 24 個体） 

 C ブロック：74 地点（125 個体）[実施区域内 73 地点] 

 D ブロック：23 地点（ 46 個体） 

 E ブロック：10 地点（ 11 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 73 地点及び事業実施区

域外39地点であったことから、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域

周辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・

処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 73 地点及び事業実施区

域外39地点であったことから、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域

周辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及

び発生車両の走行）により縮小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 
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表 7-6-55 重要なクモ類の予測結果（シロオビトリノフンダマシ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州、南西諸島に分布する。 

・主に山間部の草地に生息する。日中はイネ科植物の葉裏に脚を縮めて止まってい

る。夜行性で草間に同心円状の水平円網を張り活動する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 夏季、秋季 

確認位置 

A、C ブロックにおいて 2 地点で 2 個体が確認された。 

 A ブロック：1 地点（1 個体） 

 C ブロック：1 地点（1 個体）[実施区域内 1 地点] 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点及び事業実施区域

外 1 地点であったことから、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域周

辺に分布しているものの、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処

理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により縮小が生じると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響はあると予測される。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域内 1 地点及び事業実施区域

外 1 地点であったことから、本種の主な生息環境である草地は、事業実施区域周

辺に分布しているものの、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用及び

発生車両の走行）により縮小が生じると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響はあると予測され

る。 

 

  

- 517 -



7-6-133 

 

表 7-6-56 重要なクモ類の予測結果（アカイロトリノフンダマシ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州に分布する。 

・林縁部の笹原やススキの草原を好み、日中はそれらの葉裏に静止している。 

・夕方から活動を始め、同心円状の水平円網を張り、主として蛾の仲間を捕らえ

る。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 
B ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。 

 B ブロック：1 地点（1 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木

の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じるもの

の、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である草地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の

利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事業実

施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-57 重要なクモ類の予測結果（エビチャコモリグモ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州、四国、九州に分布する。 

・主に河川敷や草地等を徘徊するが、草の根元や土の窪みなどに潜んでいることも

ある。 

・成体は一年中確認される。多くのコモリグモ類の雌は、卵のうを糸器につけて徘

徊するが、本種は卵のうを糸器につけはするものの、あまり徘徊はせずに地中に

浅い穴を掘って潜んでいることが多い。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 春季 

確認位置 

D、E ブロックにおいて 2 地点で 2 個体が確認された。 

 D ブロック：1 地点（1 個体） 

 E ブロック：1 地点（1 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であったことから、

本種の主な生息環境である草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木

の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じるもの

の、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 2 地点であったことから、

本種の主な生息環境である草地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の

利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事業実

施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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表 7-6-58 重要なクモ類の予測結果（オビジガバチグモ） 

項 目 内 容 

生態 
・本州、四国、九州に分布する。 

・河川敷や草原に棲み、地表を素早く徘徊する。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 草地において個体が確認された。 

確認時期 R4 夏季 

確認位置 
D ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。 

 D ブロック：1 地点（1 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、草地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である草地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木

の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じるもの

の、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である草地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の

利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事業実

施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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 陸生貝類 

重要な陸産貝類の予測結果を表 7-6-59 に示す。 

 

表 7-6-59 重要な陸産貝類の予測結果（オオウエキビ） 

項 目 内 容 

生態 

・本州から九州に分布する。 

・山麓地の湿った環境下に生息し、適度な湿度を保った腐葉土やリター層が豊富な

雑木林は、本種が生息するための好環境である。 

現地調査における 

確認状況 

確認状況 樹林地において個体が確認された。 

確認時期 R4 秋季 

確認位置 
A ブロックにおいて 1 地点で 1 個体が確認された。 

 A ブロック：1 地点（1 個体） 

生息環境の分布状況 
本種の生態及び現地調査による確認状況から、調査地域における本種の主な生息

環境は、樹林地と考えられる。 

工事の実施による 

影響の予測 

工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道路

は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としてい

る。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である樹林地は、工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹

木の伐採・処理、土地の造成及び工事用道路等の建設）により一部縮小が生じるも

のの、同様の環境が事業実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、工事の実施による本種の生息環境への影響は極めて小さいと予測され

る。 

土地の存在及び供用 

による影響の予測 

建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

現地調査における本種の確認地点は、事業実施区域外 1 地点であったことから、

本種の主な生息環境である樹林地は、土地の存在及び供用（造成地の存在、土地

の利用及び発生車両の走行）により一部縮小が生じるものの、同様の環境が事業

実施区域周辺に分布していると考えられる。 

このため、土地の存在及び供用による本種の生息環境への影響は極めて小さいと

予測される。 
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3） 環境保全措置の検討 

（1） 環境保全措置の検討の状況 

工事の実施（重機の稼働、資材の運搬、樹木の伐採・処理、土地の造成、工事用道路等の建設）及

び土地の存在及び供用（造成地の存在、土地の利用、発生車両の走行）に係る陸生動物に関する影

響について、事業者の実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減することを目的とし

て、環境保全措置の検討を行った。 

 

 チュウヒ 

チュウヒについては、工事の実施及び土地の存在・供用による生息環境（営巣環境・採餌環境・ねぐ

ら環境）への影響があると予測されたため、事業者の実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回

避又は低減することを目的として表 7-6-60 に示すとおり、環境保全措置の検討を行った。 

 

表 7-6-60 環境保全措置の検討の状況（チュウヒ） 

環境保全措置 
実施の 

適否 
適否の理由 

低騒音型建設機械の採用 適 

低騒音型の建設機械を採用することにより、事業実

施区域及び周辺を生息範囲とする陸生動物への影

響を低減することが見込まれる。 

工事従事者への講習・指導 適 

工事区域外の営巣環境・採餌環境・ねぐら環境への

立ち入りを制限することにより、人為的な攪乱によ

る陸生動物への影響の低減が見込まれる。 

コンディショニング（馴化） 適 

営巣環境・採餌環境・ねぐら環境に配慮した段階的

施工により、建設作業による影響の低減が見込まれ

る。 

営巣環境・採餌環境・ねぐら環境

の整備（保全区の整備） 
適 

営巣環境・採餌環境・ねぐら環境としての機能を高

める措置を講じることにより、影響の低減が見込ま

れる。 
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 オオタカ 

オオタカについては、工事の実施による生息環境への影響が大きいと予測されたため、事業者の実

行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減することを目的として表 7-6-61 に示すとお

り、環境保全措置の検討を行った。 

 

表 7-6-61 環境保全措置の検討の状況（オオタカ） 

環境保全措置 
実施の 

適否 
適否の理由 

低騒音型建設機械の採用 適 

低騒音型の建設機械を採用することにより、事業実

施区域及び周辺を生息範囲とする陸生動物への影

響を低減することが見込まれる。 

工事従事者への講習・指導 適 

工事区域外の営巣環境・採餌環境への立ち入りを

制限することにより、人為的な攪乱による陸生動物

への影響の低減が見込まれる。 

コンディショニング（馴化） 適 
営巣環境・採餌環境に配慮した段階的施工により、

建設作業による影響の低減が見込まれる。 

営巣木の移動促進 適 
オオタカを対象とした代替巣の設置等を行うことに

より、影響の緩和が見込まれる。 

 

 

 チュウヒ・オオタカ以外 

カヤネズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロチュウヒ、ハイタカ、オオムシクイ、アカハラ、コサメビタキ、キビ

タキ、ノシメトンボ、ハイイロボクトウ、オニグモ、コガネグモ、シロオビトリノフンダマシについては、工

事の実施及び土地の存在・供用による生息環境への影響があると予測されたため、事業者の実行可

能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減することを目的として表 7-6-62 に示すとおり、環

境保全措置の検討を行った。 

 

表 7-6-62 環境保全措置の検討の状況（チュウヒ・オオタカ以外） 

環境保全措置 
実施の

適否
適否の理由 

低騒音型建設機械の採用 適 

低騒音型の建設機械を採用することにより、事業実

施区域及び周辺を生息範囲とする陸生動物への影

響を低減することが見込まれる。 

工事従事者への講習・指導 適 

工事区域外の生息環境への立ち入りを制限するこ

とにより、人為的な攪乱による陸生動物への影響の

低減が見込まれる。 

緑地の確保 適 

建設発生土ストックヤード計画地法面に緑地を確

保することにより、生息環境の分断が緩和され、陸

生動物への影響の低減が見込まれる。 

草地環境の整備（保全区の整備） 適 
草地環境を整備することにより、陸生動物への影響

の低減が見込まれる。 
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（2） 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

 チュウヒ 

チュウヒに関する環境保全措置としては、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者への講習・指

導」、「コンディショニング（馴化）」及び「営巣環境・採餌・ねぐら環境の整備（保全区の整備）」を実施

する。保全区については、木曽岬干拓地北部における環境影響評価をうけ、特にチュウヒの生息に適

した環境の形成を目的として実施されてきたヤナギなどの樹木伐採や外周水路沿いの草刈り等の環

境改善を専門家の技術的助言を得ながら継続し、適切に維持管理を行うものとする。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 7-

6-63(1)～(4)に示す。なお、環境保全措置の実施にあたっては、木曽岬干拓地の乾燥化・樹林化等

の状況及び第 1 期事業以降の保全区の改善に関わる対応状況等、並びに事後調査の結果を踏まえ、

専門家の技術的助言を得ながら、事業実施の施工計画段階における環境保全措置の具体的な位置・

仕様等の検討並びに適切な維持管理を行う。 

 

 

表 7-6-63(1) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ） 

実施内容 
種類 低騒音型建設機械の採用 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 
事業実施区域及び周辺を生息範囲とする種への影響を低減することが

できる。 

他の環境への影響 騒音の影響が緩和される。 

 

表 7-6-63(2) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ） 

実施内容 
種類 工事従事者への講習・指導 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 人為的な攪乱による影響を低減できる。 

他の環境への影響 なし 

 

表 7-6-63(3) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ） 

実施内容 
種類 コンディショニング（馴化） 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 建設作業による影響の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 なし 

 

表 7-6-63(4) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ） 

実施内容 
種類 営巣環境・採餌環境・ねぐら環境の整備（保全区の整備） 

位置 保全区 

保全措置の効果 
営巣環境・採餌環境・ねぐら環境としての機能を高める措置を講じるこ

とにより、影響の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 なし 
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 オオタカ 

オオタカに関する環境保全措置としては、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者への講習・指

導」、「コンディショニング（馴化）」及び「営巣木の移動促進」を実施する。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 7-

6-64(1)～(4)に示す。なお、環境保全措置の実施にあたっては、事後調査の結果を踏まえ、専門家

の技術的助言を得ながら、事業実施の施工計画段階における環境保全措置の具体的な位置・仕様等

の検討を行う。 

 

表 7-6-64(1) 環境保全措置の検討結果（オオタカ） 

実施内容 
種類 低騒音型建設機械の採用 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 
事業実施区域及び周辺を生息範囲とする種への影響を低減することが

できる。 

他の環境への影響 騒音の影響が緩和される。 

 

表 7-6-64(2) 環境保全措置の検討結果（オオタカ） 

実施内容 
種類 工事従事者への講習・指導 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 人為的な攪乱による影響を低減できる。 

他の環境への影響 なし 

 

表 7-6-64(3) 環境保全措置の検討結果（オオタカ） 

実施内容 
種類 コンディショニング（馴化） 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 建設作業による影響の低減が見込まれる。 

他の環境への影響 なし 

 

表 7-6-64(4) 環境保全措置の検討結果（オオタカ） 

実施内容 

種類 営巣木の移動促進 

位置 
木曽岬干拓地内の樹林地（保全区及びその周辺以外） 

［図 7-6-20 参照］

保全措置の効果 
代替巣の設置等を行うで事業の実施により消失する営巣木・営巣林を

別の場所に創出することにより、影響の緩和が見込まれる。 

他の環境への影響 
なし（当該措置の実施によるチュウヒへの影響を低減するため、実施位

置を「保全区及びその周辺以外」としている。） 

影響の回避又は低減 

が困難である理由 

土地の安定性等を考慮の上、建設発生土ストックヤード計画地の位置・

規模等を計画しているため、工事の実施による影響（営巣木の消失）の

回避又は低減が困難である。 

損なわれる環境及び創出

される環境の位置容等 

【損なわれる環境】営巣林（事業実施区域内の防風林（クロマツ）） 

【創出される環境】営巣林（木曽岬干拓地内のクロマツ群落等が分布す

る樹林地（保全区及びその周辺以外）） 
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図 7-6-20 環境保全措置（営巣木の移動促進）の想定位置  

希少種保護等の観点から 

非公開としています。 
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 チュウヒ・オオタカ以外 

カヤネズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロチュウヒ、ハイタカ、オオムシクイ、アカハラ、コサメビタキ、キビ

タキ、ノシメトンボ、ハイイロボクトウ、オニグモ、コガネグモ、シロオビトリノフンダマシに関する環境保

全措置としては、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者への講習・指導」、「緑地の確保」、「草地

環境の整備（保全区の整備）」を実施する。 

環境保全措置の実施主体は事業者であり、環境保全措置の実施内容等の検討結果を表 7-6-65 

(1)～(4)に示す。なお、環境保全措置の実施にあたっては、木曽岬干拓地の乾燥化・樹林化等の状

況及び第 1 期事業以降の保全区の改善に関わる対応状況等、並びに事後調査の結果を踏まえ、専門

家の技術的助言を得ながら、事業実施の施工計画段階における環境保全措置の具体的な位置・仕様

等の検討並びに適切な維持管理を行う。 

 

表 7-6-65(1) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ・オオタカ以外） 

実施内容 
種類 低騒音型建設機械の採用 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 
事業実施区域及び周辺を生息範囲とする種への影響を低減することが

できる。 

他の環境への影響 騒音の影響が緩和される。 

 

表 7-6-65(2) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ・オオタカ以外） 

実施内容 
種類 工事従事者への講習・指導 

位置 事業実施区域 

保全措置の効果 人為的な攪乱による影響を低減できる。 

他の環境への影響 なし 

 

 

表 7-6-65(3) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ・オオタカ以外） 

実施内容 
種類 緑地の確保 

位置 建設発生土ストックヤード計画地法面 

保全措置の効果 緑地の確保により、生息環境の分断を緩和することができる。 

他の環境への影響 景観への影響が緩和される。 

 

 

表 7-6-65(4) 環境保全措置の検討結果（チュウヒ・オオタカ以外） 

実施内容 
種類 草地環境の整備（保全区の整備） 

位置 保全区 

保全措置の効果 
草地環境を整備することにより、陸生動物への影響の低減が見込まれ

る。 

他の環境への影響 なし 
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4） 事後調査 

（1） 事後調査の必要性 

予測は、重要な種の生息に及ぼす影響の程度を生態学的な知見や類似事例を参考に行っている

ことから、不確実性は小さいと考えられるが、チュウヒ及びオオタカに関する環境保全措置（低騒音型

建設機械の採用、工事従事者への講習・指導、コンディショニング（馴化）、営巣木の移動促進及び営

巣環境・採餌環境・ねぐら環境の整備（保全区の整備））については、その効果に係る知見が不十分で

あると考えられることから、表 7-6-66 に示すとおり、事後調査を実施するものとする。 

なお、事後調査の実施時期及び実施方法等については、事業実施段階において、専門家の技術的

助言を踏まえて検討し、適切に事後調査を実施する。 

 

表 7-6-66 事後調査の内容 

調査項目 調査内容 

チュウヒ及びオオタカの 

モニタリング調査 

〇調査時期 

 工事期間中、供用期間中（毎年） 

〇調査範囲 

 事業実施区域及びその周辺 

〇調査方法 

 定点観察調査による生息・繁殖状況の確認 

 写真撮影による視覚的な植生状況の確認 

 

 

（2） 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針 

当該事業に起因した、事前に予測し得ない環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合は、

関係機関と協議し、専門家の技術的助言を得ながら、必要に応じて適切な措置を講じる。 
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5） 評価 

（1） 評価の手法 

 回避又は低減に係る評価 

対象事業の実施による陸生動物に関する影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正にな

されているかどうかについて見解を明らかにすることにより行った。 

 

 

（2） 評価の結果 

 回避又は低減に係る評価 

工事中においては、工事施工ヤードは建設発生土ストックヤード計画地内を極力利用し、工事用道

路は既存道路を利用することにより、工事による改変を最小限に抑える計画としている。 

供用時においては、建設発生土の搬出入用道路は、既存道路を利用する計画としている。 

予測の結果、チュウヒ及びオオタカ、カヤネズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロチュウヒ、ハイタカ、オオム

シクイ、アカハラ、コサメビタキ、キビタキ、ノシメトンボ、ハイイロボクトウ、オニグモ、コガネグモ、シロ

オビトリノフンダマシを除く陸生動物については、生息環境への影響はない又は極めて小さいと予測

された。 

チュウヒについては、環境保全措置として、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者への講習・

指導」、「コンディショニング（馴化）」及び「営巣環境・採餌環境・ねぐら環境の整備（保全区の整備）」

を実施することとしている。また、オオタカについては、環境保全措置として、「低騒音型建設機械の採

用」、「工事従事者への講習・指導」、「コンディショニング（馴化）」及び「営巣木の移動促進」を実施す

ることとしている。さらに、カヤネズミ、タゲリ、ミサゴ、ハイイロチュウヒ、ハイタカ、オオムシクイ、アカ

ハラ、コサメビタキ、キビタキ、ノシメトンボ、ハイイロボクトウ、オニグモ、コガネグモ、シロオビトリノフ

ンダマシについては、「低騒音型建設機械の採用」、「工事従事者への講習・指導」、「緑地の確保」及

び「草地環境の整備（保全区の整備）」を実施することとしている。 

なお、チュウヒ及びオオタカに関する環境保全措置の効果に係る知見が不十分であることから、事

後調査を実施する。 

これらのことから、工事の実施及び土地の存在及び供用に係る陸生動物に関する影響は、事業者

により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されていると評価する。 
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