
飼育 野外
カテゴリー オス メス 計
リリース 13 11 24
野外巣立ち 20 43 63
野生 1 1

計 38 58 96 
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施設・拠点名 オス メス 計
県立コウノトリの郷公園 28 30 58
附属飼育施設コウノトリ保護増殖センター 16 19 35
養父市伊佐拠点 0 0 0
朝来市三保拠点 1 1 2
計 45 50 95
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し
ょ
う
う
ん
じ

コ
ウ
ノ
ト
リ
育
む
農
法
と

豊
か
な
環
境
づ
く
り

30
代
で
東
京
か
ら
地
元
の
祥
雲
寺
（
兵
庫
県
豊
岡
市
）
へ
帰
郷
、

県
立
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
郷
公
園
建
築
構
想
に
出
会
う
。
農
薬
に
依

存
し
な
い
農
業
へ
の
転
換
を
決
意
、
現
在
も
地
域
の
農
業
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
中
。

　
「
コ
ウ
ノ
ト
リ
野
生
復
帰
の
鍵
は
農
業

で
あ
り
、
田
園
自
然
再
生
が
必
須
条
件
」

私
は
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
祥
雲
寺
区
は

平
成
14
年
に
「
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
郷
営
農
組

合
」
を
設
立
し
、
毎
年
環
境
に
優
し
い
農

業
を
目
標
に
し
た
実
証
試
験
と
実
践
を
兵

庫
県
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
指
導
の

も
と
に
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
平
成
15
年

か
ら
は
栽
培
期
間
中
、
化
学
肥
料
・
化
学

農
薬
不
使
用
に
挑
戦
。
平
成
16
年
か
ら
は

冬
期
湛
水
（
と
う
き
た
ん
す
い
）
を
導
入
。

賛
同
者
と
共
に
全
国
の
先
進
事
例
を
教
え

て
い
た
だ
く
中
で
技
術
の
体
系
化
を
図
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
コ
ウ
ノ
ト

リ
と
共
生
す
る
水
田
づ
く
り
を
「
コ
ウ
ノ

ト
リ
育
む
農
法
」
と
命
名
し
ま
し
た
。
最

初
は
失
敗
の
連
続
で
し
た
。従
来
の
多
肥
・

多
収
・
農
薬
依
存
の
慣
行
栽
培
か
ら
、
美

味
し
く
て
安
全
な
、
そ
し
て
コ
ウ
ノ
ト
リ

が
舞
う
郷
に
ふ
さ
わ
し
い
取
り
組
み
を
心

が
け
て
き
ま
し
た
。

　
「
育
む
農
法
」
の
特
徴
は
動
物
食
で
あ

る
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
餌
場
を
確
保
す
る
た
め

に
、
生
き
物
が
一
年
中
生
息
で
き
る
水
田

環
境
と
稲
作
の
両
立
で
す
。
水
田
を
生
き

物
の
住
処
に
す
る
た
め
に
、
田
植
え
の
一

か
月
前
か
ら
水
を
張
る
「
早
期
湛
水
（
そ

う
き
た
ん
す
い
）」、
さ
ら
に
田
植
え
後
も

「
深
水
管
理
（
ふ
か
み
ず
か
ん
り
）」
を
行

い
水
生
生
物
の
住
処
を
確
保
す
る
。
次
に

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
蛙
に
変
態
し
、
ヤ
ゴ

が
ト
ン
ボ
に
羽
化
す
る
７
月
中
旬
ま
で
中

干
し
を
し
な
い
「
中
干
延
期
（
な
か
ぼ
し

え
ん
き
）」、
そ
し
て
収
穫
後
は
微
生
物
の

餌
に
な
る
有
機
物
（
米
糠
ま
た
は
堆
肥
）

を
散
布
後
湛
水
す
る
「
冬
期
湛
水
」
を
行

い
、
水
田
を
水
鳥
の
住
処
に
し
た
り
、
イ

ト
ミ
ミ
ズ
や
ユ
ス
リ
カ
の
発
生
を
促
し
、

翌
年
の
抑
草
に
役
立
て
る
等
の
効
果
を
も

た
ら
す
と
い
っ
た
、
特
殊
な
水
管
理
を
導

入
し
て
い
ま
す
。
放
鳥
後
は
、
区
内
の
田

ん
ぼ
に
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
餌
を
つ
い
ば
む

姿
が
日
常
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
「
コ
ウ
ノ
ト
リ
育
む
農
法
」
を
実
践
し

て
か
ら
、
田
ん
ぼ
の
中
で
益
虫
と
害
虫
が

バ
ラ
ン
ス
よ
く
混
在
し
、
互
い
に
命
を
分

け
合
い
な
が
ら
暮
ら
す
空
間
を
私
た
ち
農

家
が
手
助
け
を
し
て
作
り
出
す
の
が
こ
の

農
法
の
真
髄
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し

た
。
そ
し
て
「
田
ん
ぼ
が
自
然
界
の
法
則

に
従
っ
て
動
い
て
い
る
」
と
感
じ
る
と
と

も
に
、
農
薬
に
依
存
し
な
い
農
業
に
手
応

え
を
感
じ
ま
し
た
。

　

コ
ウ
ノ
ト
リ
が
野
生
で
暮
ら
し
て
い
く

た
め
の
環
境
を
創
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
住

む
人
間
が
す
ば
ら
し
い
自
然
環
境
を
取
り

戻
す
こ
と
に
他
な
ら
な
く
、
そ
の
結
果
と

し
て
そ
こ
か
ら
生
産
さ
れ
た
農
産
物
は
人

間
の
生
命
を
守
る
食
の
安
全
・
安
心
に
繋

が
る
と
の
理
念
の
も
と
に
農
業
を
実
践
し

て
い
ま
す
。
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本
誌
に
は
や
や
そ
ぐ
わ
な
い
話
題
か

も
し
れ
な
い
が
、
地
域
資
源
を
学
ぶ
者

に
と
っ
て
は
避
け
て
通
れ
ま
い
。
鳥
を

食
べ
る
の
も
ま
た
資
源
の
利
用
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

　
延
享
四
（1747

）
年
2
月
、
出
石
に

「
鶴
」
が
舞
い
降
り
た
。
藩
主
仙
石
政
辰

は
、
鷹
狩
り
を
行
っ
て
こ
れ
を
捕
ら
え
、

饗
宴
を
ひ
ら
い
て
家
臣
ら
に
振
る
舞
っ

た
（『
仙
石
家
譜
』）。
ツ
ル
は
長
寿
を
保

つ
瑞
鳥 

で
あ
り
、
そ
の
汁
物
は
式
正
の

料
理
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
。

　
ツ
ル
が
こ
の
よ
う
に
格
式
の
高
い
料

理
素
材
と
な
っ
た
の
は
、
い
つ
か
ら
で

あ
ろ
う
か
。
武
家
社
会
で
は
、
主
君
が

家
臣
の
屋
敷
で
饗
応
を
受
け
る
御
成
と

い
う
行
事
が
た
び
た
び
お
こ
な
わ
れ
た
。

粗
相
の
許
さ
れ
な
い
場
で
あ
っ
た
た
め

か
、
室
町
時
代
に
は
御
成
記
と
よ
ば
れ

る
開
催
記
録
や
、
作
法
を
記
し
た
故
実

書
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
を
み
る
と
、

食
膳
に
の
ぼ
っ
た
鳥
類
は
キ
ジ
や
ク
グ

イ
（
ハ
ク
チ
ョ
ウ
）、カ
モ
や
ガ
ン
、シ
ギ
、

ヒ
シ
ク
イ
な
ど
で
、
ツ
ル
は
ほ
と
ん
ど

登
場
し
な
い
。
唯
一
の
例
外
は
戦
国
大

名
・
毛
利
氏
の
事
例
で
、
天
文
一
八

（1549
）
年
の
饗
応
記
録
に
頻
繁
に
ツ

ル
の
汁
物
が
み
え
る
（『
元
就
公
山
口
御

下
向
の
節
饗
応
次
第
』）。
元
就
の
好
物

だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
入
手
し
や
す

か
っ
た
か
ら
か
（
山
口
県
周
南
市
に
は

今
も
ツ
ル
渡
来
地
が
あ
る
）。

　
状
況
が
一
変
す
る
の
は
、
織
田
信
長
・

豊
臣
秀
吉
の
頃
か
ら
の
よ
う
だ
。
信
長

は
、
か
の
有
名
な
徳
川
家
康
へ
の
饗
応

で
ツ
ル
の
汁
物
を
ふ
る
ま
っ
た
（『
天
正

十
年
安
土
御
献
立
』）。
ま
た
秀
吉
は
、

数
度
の
御
成
で
い
つ
も
ツ
ル
を
賞
味
し

て
い
た
（『
文
禄
四
年
御
成
記
』
な
ど
）。

秀
吉
も
好
物
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
天
下
人
が
賞
味
し
た

事
実
は
、
ツ
ル
が
珍
重
さ
れ
る
き
っ
か

け
と
し
て
大
き
か
っ
た
は
ず
だ
。

　
さ
て
、
冒
頭
に
掲
げ
た
「
鶴
」
と
は

コ
ウ
ノ
ト
リ
だ
と
い
う
（『
出
石
町
史
』）。

「
松
上
鶴
」
な
ど
の
図
案
の
連
想
か
ら
、

ツ
ル
と
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
よ
く
混
同
さ
れ

た
こ
と
が
根
拠
の
よ
う
だ
。
両
者
の
混

同
は
江
戸
時
代
の
記
録
に
も
よ
く
み
え

る
が
、
出
石
へ
の
「
鶴
」
飛
来
よ
り
半

世
紀
ほ
ど
前
に
成
立
し
た
『
本
朝
食
鑑
』

に
は
、
ツ
ル
と
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
肉
の
味

や
効
用
か
ら
、
鳴
き
方
な
ど
の
生
態
に

至
る
ま
で
詳
細
に
違
い
が
記
さ
れ
、
そ

の
区
別
は
明
確
だ
。
一
七
世
紀
の
本
草

学
者
の
観
察
眼
は
、
意
外
に
も
鋭
い
。
コ

ウ
ノ
ト
リ
は
「
味
粗
硬
羶
臭
」（
硬
く
て

生
臭
い
）
の
で
人
気
が
な
い
が
、
中
風

や
脚
気
、
婦
人
病
な
ど
に
効
く
と
あ
る
。

一
方
、
ツ
ル
の
肉
や
血
は
気
力
を
補
い
、

体
を
温
め
滋
養
強
壮
に
良
い
と
あ
る
。

政
辰
た
ち
が
食
し
た
「
鶴
」
は
、
い
っ

た
い
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
さ
と
き

　
豊
岡
に
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
最
後
ま
で

生
息
し
て
い
た
理
由
と
し
て
、
エ
サ

場
と
な
る
水
田
が
広
が
っ
て
い
た
こ

と
や
営
巣
す
る
木
の
生
え
た
山
地
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す

が
、
そ
れ
は
こ
の
地
域
の
大
地
の
成

り
立
ち
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

豊
岡
の
中
心
部
は
四
方
を
山
で
囲
ま

れ
た
盆
地
（
豊
岡
盆
地
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。
図
1
は
円
山
川
と
そ
の
支

流
を
描
い
た
も
の
で
す
。
広
い
範
囲

の
水
が
円
山
川
を
通
し
て
豊
岡
盆
地

に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
河
川
は
同
時
に
大
量
の
土
砂
を

運
ん
で
き
ま
す
。
し
か
し
玄
武
洞
付

近
で
谷
が
狭
く
な
っ
て
い
る
の
で
土

砂
は
流
れ
に
く
く
、
玄
武
洞
の
上
流

側
の
豊
岡
盆
地
内
に
堆
積
し
ま
し
た
。

図
2
は
同
じ
範
囲
の
地
質
図
で
す
が
、

豊
岡
盆
地
に
河
川
で
運
ば
れ
た
地
層

が
分
布
し
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

ま
た
盆
地
の
北
縁
に
は
玄
武
洞
を
作

る
玄
武
岩
が
円
山
川
を
横
切
る
よ
う

に
分
布
し
、
そ
こ
か
ら
下
流
側
で
谷

の
幅
が
急
に
狭
く
な
っ
て
い
ま
す
。

円
山
川
が
流
れ
る
と
き
、
玄
武
洞
付

近
は
硬
い
玄
武
岩
で
で
き
て
い
る
た

め
浸
食
さ
れ
に
く
く
、
狭
い
谷
と
な
っ

た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
豊
岡
盆
地

内
は
湿
地
と
な
り
、
円
山
川
は
た
び

た
び
氾
濫
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し

そ
の
氾
濫
原
は
豊
か
な
穀
倉
地
帯
と

な
り
、
水
田
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
に
と
っ

て
格
好
の
エ
サ
場
と
な
り
ま
し
た
。

　
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
郷
公
園
周
辺
の
山

地
は
花
崗
岩
で
で
き
て
い
ま
す
。
ま

た
、
出
石
周
辺
の
山
地
は
流
紋
岩
質

の
火
山
岩
で
で
き
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
岩
石
は
い
ず
れ
も
土
壌
が
発
達

せ
ず
保
水
性
に
乏
し
い
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
所
で
伐
採
が
進

む
と
、
も
と
も
と
の
植
生
に
は
戻
ら

ず
、
乾
燥
に
強
い
ア
カ
マ
ツ
林
に
な

る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
コ
ウ
ノ
ト
リ

は
こ
の
松
の
木
に
好
ん
で
営
巣
し
た

よ
う
で
す
。
自
然
に
枝
が
横
に
伸
び

る
松
の
樹
形
は
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
巣

を
作
る
た
め
に
都
合
が
良
か
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
に
、
豊
岡
盆
地
の
特
有

の
地
形
と
地
質
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
に

と
っ
て
居
心
地
の
い
い
環
境
を
提
供

し
て
き
ま
し
た
。
人
の
手
が
入
っ
た

二
次
林
で
あ
る
ア
カ
マ
ツ
林
に
棲
み
、

水
田
で
餌
を
と
っ
て
暮
ら
し
て
き
コ

ウ
ノ
ト
リ
は
、
ま
さ
に
人
と
共
に
暮

ら
し
て
き
た
と
も
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

コウノトリを育んだ
豊岡の大地

図 1　円山川の水系図 図２　円山川流域の地質図



３
月
に
入
っ
て

院
生
室
が 

急
に
静
か
に
な
っ
た

次
週
は 

卒
業
パ
ー
テ
ィ
ー　

今
年
も 

春
の
雪
が 

降
る
の
だ
ろ
う
か

RRM

２
期
生
た
ち
が

修
士
論
文
を
書
き
終
え

キ
ャ
ン
パ
ス
を
去
る　

ふ
と 

ど
う
し
て
い
る
の
か 

と
思
い
を
め
ぐ
ら
す

就
職
準
備

あ
る
い
は 

学
生
生
活
最
後
の
旅
？

「
学
生
時
代
」と
い
う 

歌
が
あ
っ
た

さ
し
ず
め 「
鴻
の
舞
い
立
つ　

キ
ャ
ン
パ
ス
で
」だ
ろ
う
か

誠
に
目
出
度
い
が 

少
々
寂
し
い　

今
日
こ
の
頃
で
あ
る
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っ
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の
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が
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と
な
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あ
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ら
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ま
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が
、
そ
れ
は
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の
地
域
の
大
地
の
成
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立
ち
と
深
く
関
わ
っ
て
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ま
す
。

豊
岡
の
中
心
部
は
四
方
を
山
で
囲
ま

れ
た
盆
地
（
豊
岡
盆
地
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。
図
1
は
円
山
川
と
そ
の
支

流
を
描
い
た
も
の
で
す
。
広
い
範
囲

の
水
が
円
山
川
を
通
し
て
豊
岡
盆
地

に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
河
川
は
同
時
に
大
量
の
土
砂
を

運
ん
で
き
ま
す
。
し
か
し
玄
武
洞
付

近
で
谷
が
狭
く
な
っ
て
い
る
の
で
土

砂
は
流
れ
に
く
く
、
玄
武
洞
の
上
流

側
の
豊
岡
盆
地
内
に
堆
積
し
ま
し
た
。

図
2
は
同
じ
範
囲
の
地
質
図
で
す
が
、

豊
岡
盆
地
に
河
川
で
運
ば
れ
た
地
層

が
分
布
し
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

ま
た
盆
地
の
北
縁
に
は
玄
武
洞
を
作

る
玄
武
岩
が
円
山
川
を
横
切
る
よ
う

に
分
布
し
、
そ
こ
か
ら
下
流
側
で
谷

の
幅
が
急
に
狭
く
な
っ
て
い
ま
す
。

円
山
川
が
流
れ
る
と
き
、
玄
武
洞
付

近
は
硬
い
玄
武
岩
で
で
き
て
い
る
た

め
浸
食
さ
れ
に
く
く
、
狭
い
谷
と
な
っ

た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
豊
岡
盆
地

内
は
湿
地
と
な
り
、
円
山
川
は
た
び

た
び
氾
濫
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し

そ
の
氾
濫
原
は
豊
か
な
穀
倉
地
帯
と

な
り
、
水
田
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
に
と
っ

て
格
好
の
エ
サ
場
と
な
り
ま
し
た
。

　
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
郷
公
園
周
辺
の
山

地
は
花
崗
岩
で
で
き
て
い
ま
す
。
ま

た
、
出
石
周
辺
の
山
地
は
流
紋
岩
質

の
火
山
岩
で
で
き
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
岩
石
は
い
ず
れ
も
土
壌
が
発
達

せ
ず
保
水
性
に
乏
し
い
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
所
で
伐
採
が
進

む
と
、
も
と
も
と
の
植
生
に
は
戻
ら

ず
、
乾
燥
に
強
い
ア
カ
マ
ツ
林
に
な

る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
コ
ウ
ノ
ト
リ

は
こ
の
松
の
木
に
好
ん
で
営
巣
し
た

よ
う
で
す
。
自
然
に
枝
が
横
に
伸
び

る
松
の
樹
形
は
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
巣

を
作
る
た
め
に
都
合
が
良
か
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
に
、
豊
岡
盆
地
の
特
有

の
地
形
と
地
質
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
に

と
っ
て
居
心
地
の
い
い
環
境
を
提
供

し
て
き
ま
し
た
。
人
の
手
が
入
っ
た

二
次
林
で
あ
る
ア
カ
マ
ツ
林
に
棲
み
、

水
田
で
餌
を
と
っ
て
暮
ら
し
て
き
コ

ウ
ノ
ト
リ
は
、
ま
さ
に
人
と
共
に
暮

ら
し
て
き
た
と
も
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

   コウノトリ湿地ネット
　SATAKE  Setsuo

　　代表　佐竹　節夫
略歴
大学を卒業し豊岡市役所に勤務
コウノトリの郷公園整備計画
コウノトリ野生復帰計画などに携わる
豊岡市立コウノトリ文化館長
コウノトリ共生課長を経て退職　
現在、コウノトリ湿地ネット代表

質も大きく低下しています。とくに最近は農家の高齢化等により休

耕田、放棄田が増えています。餌がさらに少なくならないか心配です。

　餌場になるビオトープを多く造ることも大きな効果があります。

自分たちが造った所にコウノトリが来ると必ず感動が生まれます。

そして喜びの輪が広がります。コウノトリ湿地ネットは、山、川、

田んぼ、人の関係を繋ぎながら湿地を増やし、コウノトリが生息で

きる環境を再生していこうというものです。コウノトリ野生復帰の

取り組みは、行政で担う方がしやすいこと、逆に地域の方がしやす

い事もあります。ハチゴロウの戸島湿地は、渓流、水路、田んぼ、

河川（汽水域）、海が短い距離で繋がる場所なので、多様な生きもの

が生息しています。湿地は多くの命の源です。その湿地を中心にコ

ウノトリが暮らしていることが国際的に評価され、ラムサール条約

に登録されたことはうれしい限りです。

　コウノトリ湿地ネットは、これからもコウノトリの持つ大きな魅

力を訴えながら、地域に根差した活動

を続けていきたいと思います。

　

　私がコウノトリと関わりを持ったのは 1990 年、豊岡市教育委員

会文化係長として保護増殖事業担当になってからです。その年は豊

岡で飼育下コウノトリの繁殖に初めて成功した翌年で、幼鳥は保護

増殖センターの臨時のケージにいました。ケージの不足、設備の不足、

人材も不足で、課題山積でした。土地を購入し、ケージの造成と飼

育員の確保、設備の充実が初めの仕事でした。その後、コウノトリ

の繁殖は軌道に乗り、個体数が増加します。

　2002 年、大陸から飛来した個体が 8月 5日に豊岡に来て、その後

豊岡に定着してくれます。ハチゴロウです。ハチゴロウは私たちが

実感を持てなかった「共生の意味」を目の前で具体的に教えてくれ

ました。中でも重要なことの一つが、豊岡市、県立コウノトリの郷

公園、但馬県民局が共同調査したコウノトリが踏んだ稲の苗の生育

状況です。追跡調査の結果、収穫に影響するほどの被害は生じない

ことが分かりました。

　コウノトリは食欲旺盛なので餌はとても大切です。でも田んぼは、

野生絶滅した 1970 年頃の頃と比較すると、現在の方が面積も環境の

湿地は
　命の「源」

［コラム］
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編集後記
　平成 29 年は酉年であることはご承知のとおりですが、
百合地巣塔から４６年ぶりに幼鳥が巣立った年から 10
年となる節目の年であるとともに、野外個体が 100 羽を
越えようとしている年です。さらに、その野外個体が各
地へ飛来し、新たな繁殖地の創設にも期待が高まります。
郷公園のキャッチフレーズ「全国へ、そして世界へ」を
まさに具現化しているようです。コウノトリがその行く
先々で人々に愛され、強く、長く生き、子孫を増やして
くれるよう願っています。　　自然解説員　三木　芳喜

ACCESS！
◎神戸から［約２時間30分］

　姫路から［約２時間］

　最寄りＩＣ（北近畿豊岡自動車道）

　日高神鍋高原ＩＣから３０分（3.25開通）

◎ＪＲ山陰本線「豊岡駅」から約４．５km

　全但バス（コウノトリの郷公園・法花寺・下の宮行き）

◎コウノトリ但馬空港から約１２km

e -ma i l  : kounotori@stork.u-hyogo.ac.jp   
ホームページ : http://www.stork.u-hyogo.ac.jp
facebook ページ：https://www.facebook.com/satokouen/
開園時間 : ９：００～１７：００　　
休 園 日 : 毎週月曜日（休日に当たるときはその翌日）・１２月２8日～１月 4日

京都
丹後
鉄道

兵庫県豊岡市祥雲寺字二ヶ谷 128　tel：0796-23-5666　fax：0796-23-6538

　兵庫県では、ふるさと兵庫を応援したい・貢献
したいという方の善意に基づく「ふるさとひょう
ご寄附金」を募っています。この寄附金制度には、
14 のプロジェクトがあり、その中から選択いただ
いたプロジェクトに寄附が活用されます。その中
の一つ「コウノトリ野生復帰プロジェクト」では、
コウノトリ野生復帰グランドデザインに基づき遺
伝的多様性の向上・新たな繁殖個体群の創設など、
コウノトリの未来へ向けたプロジェクトに寄附金
を使わせていただきます。
　コウノトリの野生復帰のためにどうかご支援を
お願いします。

お問い合わせ先
兵庫県教育委員会事務局　社会教育課
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通 5-10-1
TEL 078-362-3781　FAX 078-362-3927
E-mail　syakaikyouikuka@pref.hyogo.lg.jp

「コウノトリ野生復帰プロジェクト」
を応援ください！

3.10 飼育コウノトリ展示再開
郷公園に笑顔と歓声が戻る

兵庫県立コウノトリの郷公園の
高病原性鳥インフルエンザ対策の取り組み状況
～国内発生から、飼育コウノトリ収容、そして展示再開までのあゆみ～
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2016
【発生】鹿児島県出水市 ねぐらの水から確定検査陽性

　「国内での発生」→対応レベル１へ引き上げ

【発生】鳥取県鳥取市コガモ、オナガガモの糞便から確定検査陽性

　「国内複数箇所での検出、

　  半径 100km内の市町村での検出」→対応レベル２へ引き上げ

飼育エリアでの車両消毒、通勤靴底消毒、業者への連絡

豊岡市立コウノトリ文化館職員等への研修会を実施

【発生】兵庫県小野市カモ類の糞便から確定検査陽性

郷公園内の池・湿地の水抜き開始（対応レベル３の前倒し対策①）

来園者を対象とした靴底消毒開始（対応レベル３の前倒し対策②）

個体ケージへの間仕切りネットの設置

緊急職員会議の開催

IPPM-OWS 全体会議（東京）へ参加、防疫対策の情報及び意見交換

対策会議の設置及び第 1回対策会議の開催

【発生】京都府京都市コブハクチョウから簡易検査陽性

【発生】京都府京都市コブハクチョウから遺伝子検査陽性

環境省に「京都市のコブハクチョウの事案については、遺伝子検査の

結果を確定検査と同等とみなしてよい」旨確認

環境省見解を受け、対策会議幹事会を開催→対応レベル３へ引き上げ

オープンケージのコウノトリ 10 羽を収容すること等を決定
(オープンケージとは公開ケージ、馴化ケージ、放鳥拠点等の天井が開いているケージを指します）

飼育コウノトリの収容等を実施

飼育ケージ天井へのシート設置（～ 1月 13 日）【文化庁補助事業】

【発生】西宮市キンクロハジロから確定検査陽性→対応レベル３継続

【発生】伊丹市コブハクチョウから確定検査陽性→対応レベル３継続

コウノトリ文化館においてコウノトリのレプリカを展示

【発生】伊丹市コブハクチョウから確定検査陽性→対応レベル３継続

コウノトリ文化館と連携したガイドウォークの充実

コウノトリ文化館で「2016 年祥雲寺巣塔繁殖記録」を上映

東公開エリア観察サイトのリニューアル

【発生】伊丹市コブハクチョウから確定検査陽性→対応レベル３継続

【発生】西宮市ユリカモメから確定検査陽性→対応レベル３継続

【発生】伊丹市コブハクチョウから確定検査陽性→対応レベル３継続

観察サイトリニューアル記念「東公開エリア特別ガイド」の実施

飼育ケージへの防鳥ネット設置工事【文化庁補助事業】

対策会議の開催→対応レベルを２に引き下げ

公開ケージの飼育コウノトリの展示再開
－2016 年 12 月 28 日の収容から 73 日ぶり－

朝来市山東町三保地区放鳥拠点での飼育再開

養父市八鹿町伊佐地区放鳥拠点での飼育再開（予定）
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