
5859

る
と
、
そ
こ
に
す
む
生
き
物
た
ち
の
種
や
個
体
数
の
変
化
が
見

え
て
き
ま
す
。
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
排
除
で
き
れ
ば
、

絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
生
き
も
の
の
保
全
に
も
つ
な
げ
る
こ
と

が
で
き
る
わ
け
で
す
。

ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
は
身
近
な
存
在

│
│
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
の
調
査
や
保
全
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
？

幼
い
こ
ろ
か
ら
生
き
も
の
が
何
で
も
好
き
で
、
な
か
で
も
魚

や
エ
ビ
カ
ニ
と
い
っ
た
水
辺
の
生
き
も
の
に
興
味
が
あ
っ
た
た

め
、
東
海
大
学
の
海
洋
学
部
水
産
学
科
に
進
学
し
た
ん
で
す
が
、

そ
の
後
、
な
ぜ
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
の
保
全
を
始
め
た
の
か
と
い
う
と
、

う
ー
ん
…
…
簡
潔
に
お
話
し
す
る
の
は
難
し
い
で
す
ね
。

そ
も
そ
も
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
に
魅
か
れ
た
理
由
に
つ
い
て
話
す
だ

け
で
も
長
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
、
ま
ず
、
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ

類
の
多
く
は
人
里
の
水
辺
に
依
存
し
て
生
活
し
て
い
る
ん
で
す
。

た
と
え
ば
以
前
、
東
海
大
学
沖
縄
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
が
あ

る
西い

り
お
も
て表島

に
ど
ん
な
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
類
が
い
る
の
か
を
調
べ
、

「
田
ん
ぼ
や
た
め
池
と
い
っ
た
人
工
的
な
湿
地
」
と
、「
山
の
中

に
自
然
に
で
き
た
水
た
ま
り
や
沢
水
な
ど
の
自
然
湿
地
」
と
に

分
け
て
リ
ス
ト
化
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
人
工
的
な
湿

は
、
い
ま
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

南
西
諸
島
に
お
い
て
も
水
生
昆
虫
の
減
少
は
顕
著
で
、
島
ご

と
で
み
れ
ば
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
種
は
数
え
き

れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
い
ま
で
は
ど
の
島
か
ら

も
ま
っ
た
く
見
つ
か
ら
ず
、
国
内
で
は
絶
滅
し
た
可
能
性
の
高

い
よ
う
な
種
も
出
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
現
場
で
の
継
続
的
な
調
査
・
観
察
を
続
け
て
い

た
水
生
昆
虫
の
保
全
を
実
践
し
て
い
ま
す
。
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド

は
神
奈
川
県
の
大
学
周
辺
（
平
塚
市
・
秦
野
市
）
と
、
故
郷
の
浜

松
が
あ
る
静
岡
県
、
ま
た
十
年
ほ
ど
前
か
ら
は
南
西
諸
島
に
も

足
し
げ
く
通
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

国
内
で
は
約
一
五
〇
種
の
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
類
が
確
認
さ
れ
て
い

て
、
環
境
省
の
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
（
＊
注
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
う

ち
の
六
〇
種
ほ
ど
が
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
て
、
こ
う
し
た
水
生
昆
虫
の
減
少
は
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
故
郷
の
浜
松
市
に
は
、
全
国
的
に
み
て
も
希
少
な
ゲ

ン
ゴ
ロ
ウ
類
が
何
種
も
生
息
し
て
い
た
池
が
あ
り
、
私
は
二
十

年
以
上
も
前
か
ら
そ
こ
に
通
っ
て
い
ま
す
が
、
い
く
つ
か
の
種

減
り
続
け
る
水
辺
の
昆
虫

│
│
北
野
先
生
の
研
究
内
容
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

学
生
時
代
は
、
飼
育
を
通
し
て
、
魚
類
の
繁
殖
生
態
に
つ
い

て
研
究
し
て
い
ま
し
た
。
東
海
大
学
の
教
員
に
な
っ
た
今
も
そ

れ
に
関
す
る
研
究
を
続
け
て
は
い
ま
す
が
、
現
在
は
ゲ
ン
ゴ
ロ

ウ
を
は
じ
め
と
す
る
水
生
昆
虫
を
主
な
対
象
と
し
て
、
国
内
各

地
の
生
息
状
況
の
変
化
や
そ
の
要
因
を
調
べ
た
り
、
飼
育
下
で

繁
殖
さ
せ
て
生
活
史
を
明
ら
か
に
し
た
り
と
い
っ
た
研
究
が
主

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
学
生
と
と
も
に
絶
滅
に
瀕
し

国
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
類
の
う
ち
、
約
四
割
が
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

農
業
離
れ
や
外
来
生
物
の
影
響
な
ど
、
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。
幼
い
頃
か
ら
水
辺
の
生
き
も
の
を
愛
し
、
ゲ
ン
ゴ
ロ

ウ
の
保
全
に
取
り
組
む
北
野
忠
さ
ん
に
、
そ
の
背
景
や
保
全
の
意
味
、
環
境
と
の
向
き
合
い
方
に
つ
い
て
聞
い
た
。

ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
を
通
し
、
自
然
と
の
向
き
合
い
方
を
考
え
る

北
野
　
忠
さ
ん
（
東
海
大
学
教
養
学
部
人
間
環
境
学
科
教
授
）
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＊レッドリスト……野生生物を絶滅の危険性の度合いごと
にランク付けし、リスト化したもの


