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1 ．は じめ に

　 神 奈 川 県 立座 間 谷 戸 山公 園 は 谷 戸 地 形 を 活 か した 自然

生 態 観察 公 園 （アーバ ン エ コ ロ ジーパ ーク） で あ る。近

年，本公園に お い て 谷戸 を特 徴 づ け る 生 物 で あ る カ エ ル

類の 個体数 が 激減 して い る （図
一D 。そ こ で 筆者 ら は，カ

エ ル 類 の 安定 し た 生 息環境 を 確保 す る た め ，2001 年冬

「カ エ ル の 産卵池」 を 復元 し た。現在 も モ ニ タ リ ン グ調

査 を 継 続 して い る。

　本公園 は 市民参加 型 の 公園で あ り．多 く の 市民 ボ ラ ン

テ ィ ア が活動 して い る。筆者 ら も 2001 年 3 月 か ら座間谷

戸 山公園 学生ボ ラ ン テ ィ ア と して ，公園 管理 や イ ベ ン ト

の 企 画 ・補 助 を 中 心 に 活 動 を お こ な っ て い る。「カ エ ル の

産 卵 池 」 の 復 元 は，財 団法 人 神 奈 川 県 公 園 協 会 や 本 公 園

で 活 動 して い る 他 の 市 民 ボ ラ ン テ ィ ア と 合 意 ・協 力 を し

な が ら計画 ・
施 工 を お こ な っ た も の で あ る。

　本報告で は施 工 技術だ け で な く，市 民 ボ ラ ン テ ィ ア と

合意形成 を は か りなが ら 「カ エ ル の 産卵池 」 復元 を お こ

なっ た こ と，そ の 中で 筆者 ら学生ボ ラ ン テ ィ アが 市民参

加 に果 た した 役 割 に つ い て 考 察 をす る。
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2 ．神奈 川 県立座間谷戸山公園の 概要

　本公 園 を 含む周 辺 地域 は．近年宅地開発 に よ り急速 に

自然 が 失 わ れ て きて い る。谷 戸 山 は 畑 ・雑木林 ・水田 ・

た め 池 ・湧 水 な ど里 山 の 景 観 が 残 され て き た 数少 な い 場

所 の
一
つ で あ る。地 域 の 貴重 な 自然 を守 りた い と い う市

民 の 要望 もあ り，正993 年 に 自然 生 態 観 察 公 園 と して 整備

さ れ た （図
一2）。本公園 で の 活 動 は，基 本方 針 で あ る 「市

民 参加 の 公 園 運 営 」 に 基づ い て 進 め ら れ ．市民 ボ ラ ン テ

ィ ア 団 体 の 主 催 ・共 催 に よ る雑 木 林 管 理 や 米作 りな どの

市民参加 イベ ン トが 定期 的 にお こ な わ れ て い る。

　 1998年 よ り 本公園の 運営決定機関で ある 「運営 会 議 」

が 月 1回 お こ な わ れ る よ う に な っ た 。こ の 会議 に は 公園

管 理 者 だ け で な く，本 公 園 で 活 動 し て い る 市民 ボ ラ ン テ

ィ ア も参 加 し て い る。
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一2　座 間 谷 戸 山公 園全 体 図

3 ．「カ エ ル の 産 卵池 亅復元

（1 ） 背景

　 公園整 備以前に は，カ エ ル 類が 産 卵 に利用 して い た 池

が 多 く 存在 し て い た 。し か し，開 園 後 そ れ ま で 定期的 に

お こ な わ れ て い た 里 山管 理 が お こ な わ れ な くな っ た た め ，

カ エ ル 類が産卵 に 利用 して い た 池の ほ と ん ど が 消失 また

は劣 悪 化 して しま っ た。近年で は 「わきみ ず の 谷」 以 外

で の産 卵は 確 認 さ れ て い な い 。

　 2000 年 10 月 に 公 園 の イ ベ ン トと して 市 民 ボ ラ ン テ ィ

ア に よ る カ エ ル の 産 卵池 （以 下，「旧 カ エ ル の 産 卵池 」）

の 復 元 が お こ な わ れ た。しか し，こ の 池 の 復 元 に は カ エ

ル 類 の 生 態 が 考 慮 さ れ て お らず，また 復 元 後 の 管 理 活 動

も不十分 で あ っ た た め，産 卵 池 と して 十 分 に機能 しな か

っ た。そ こ で 筆者 らは，本公 園に お け る カ エ ル 類 の 安定

した 生息環境 を確保する た め，新た に 「カ エ ル の 産 卵池」

復元 を試 み た。

（2）計画

　本計画 に は，運 営 会 議 に参 加 して い る 専 門 家 に呼 び か

け，計画 当 初か ら協力 し て い た だ い た。

　20Dl年 9 月 に は，筆者 ら学 生 ボ ラ ンテ ィ ア が 正 式 に運

営会議 の メ ン バーと して 認 め られ ，「カ エ ル の 産卵池 」復

元計画 を 提案 した。同年 10 月 に ，本計画 は上 記の 専門家

と 共 に 進 め る と い う か た ち で 筆者 らに
一

任 さ れ ，座 間 谷

戸 山 公 園 に お け る 正 式 な 活 動 と し て 承 認 さ れ た。

＊

日本大学生物資源科学部
料

麻布大学環境保健学部

＊

　CollageofBioresourceSclences ，　NihonUniversity
＊ ＊ CollageofEnvironmentalHealth ，　AzabuUniversity
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（D 保 全 対 象 種

　 本 公 園，お よ び周 辺 地 域 で 減 少 傾 向 に あ る ア カ ガ エ ル

類 ・ヒ キ ガエ ル 類 を 保 全 対 象 種 と した。こ れ ら の 種 は ，

幼 生 時 に 水 田 な ど の 水 辺 空 間，成体 時 に 樹林 な ど の 陸 地

空 間 を利 用 す る 。そ の た め ．これ ら の カ エ ル 類は 谷 戸 地

形 を 活 か し た 本公 園 の 指 標 生 物 に な る と考 え られ る。

（iD 対 象地

　 対象地 に は公園整備以前に カ エ ル 類 が 産卵 して い たた

め池が 存在 し，現在 も カエ ル 類が 産卵 に利 用 し うる 潜在

的 な 条 件 が 整 っ て い る。具 体 的 に は，  北 側 に 成 体 の 生

息 環 境 とな りう る 樹 林 が 隣接 して い る e   そ の 樹林か ら

湧水 が 流れ込み ，土壌が常 に 湿潤 な 状態 にあ り永 続的な

水量 の 確保が望 め る。  対 象 地 を覆 うア カ メ ガシ ワの 落

葉 か ら幼生の 餌 と な る デ トリタ ス （有機 堆 積 物 ）が．ま た

落葉 に よ り孵化 に 必 要 な 水 温 を 得 る た め の 日 照 が 確 保 で

き る と考 え られ る。

　 以 上 の 点 か ら，こ の 場 所 が カ エ ル 類 の 生 息 空 間 と して

適 して い る と考 え た た め，対象地 と した。

（iiD 池の 構造

　池の 構造 は，現 在 カ エ ル 類 の 産 卵 が 確認 され て い な い

「旧 カ エ ル の 産 卵池 」 と一
般 に産卵 が 多 く確認 され て い

る 水 田の 構造 と を 比較 し，具 体的 に

．
は 以 下 の よ う に 決 定

し た 。

　 また．モ ニ タ リ ン グ 調 査 に よ っ て 改修 が 必 要 で あ る と

判 断 した 場 合 は，随時改修 を お こ な うこ と と した。

〈水 深 〉

　 カ エ ル 類 の 卵塊が 収 ま り，卵塊 の 孵化 ・幼生 の 成長 に

適 した 水温 を確保で き る と考 え られ る 約 5〜20cm と した。

〈面 積〉

　 水 の 供 給 源 で あ る 湧 水 の 出 水 部，デ トリタ ス の 供 給 源

で あ る ア カ メ ガ シ ワ の 枝張 りを 考慮 に入 れ，現場で 任意

に決定 した 。

〈池底 の 土壌〉

　幼生 の 餌 とな り うる デ ト リタ ス を確保 す る た め，復 元

前の 対 象地 の 表 土 を 保 存 し，池 掘 り後．覆 土 と して 池 底

部 分 に撒 き 出 す こ と と した。

〈池 へ の ア プ ロ ーチ 部 分〉

　 ア カ ガ エ ル 類
・

ヒ キ ガ エ ル 類 は 手足 に 吸盤 が な く 大き

な 段差 を移動す る こ とが で き な い た め，池 の 淵部分 は傾

斜 20〜30
°
程度 の 緩やか なス ロ

ー
プ構造 と し，池へ の 出

入 り部分 に 配慮 した。

〈畦 〉

　 池 の 護岸 と して ，ま た 復元後 の 管理作業 に お い て 周 辺

環境へ の 踏圧 の 影響 を 軽減す る た め の 管理 路 と して，池

の 南 側 2箇所 に 畦 を造 成 す る こ と と した。

（iv）施 工 方法

　施工 は 景観や周辺 の 自然生態 系 へ の 影 響 を最 小 限 に抑

え る た め，シ ョ ベ ル カーや 刈 払 い 機 等 の 作 業 機 械 は 使 用

せ ず，全 て 手 作 業 で お こ な っ た。用 い た 資 材 も 人 工 物 は

使 用 せ ず，刈 っ た 草
・
掘 り出 した 土 ・

倒木等 を利用する

こ と と した。

（v ） 復元後 の 維持
・
管理 に つ い て

　池 の 復元 後，「カ エ ル の 産卵 池 」と し て 機 能 す る よ う に ，

池及 び 周 辺 環 境 を 維 持 し て い く 必 要 が あ る。そ の た め，

以 下 の よ うな 項 目 の 管 理 を考 え た （図一3）。
・観 察 路 （畦）の 維持

・
ア カ メ ガ シ ワの 剪定

・
池の 水量の 調 節

　池 の 形 （面 積 ・水 深 ）の 維持

・池 周 辺 の 草本植生 の 選択的草刈 り

アカ メ ガシ ワの 落 葉によ リ幼 生時の 餌 と

な る デ トリタ ス を 確保す る。また ，カ エ

ル 類 の 生商に必 要 な 周 囲 の 日 照 が 確保 で

讖
る

障

込

池周辺の 湿 生植物帯 は ，様 々 な

昆虫 ・小動 物の棲み 場 とな る。
また，ヨ シ

・
クズによ りカ エ ル

最

と

や落 葉が堆積 し過 用 の面 か ら見 て 重要 で あ る ．水

ぎた 時 は 随 時除去 中 に 沈ん で い る部 分は ，カ エ ル

す る．　　　　　 の 幼生 の 隠れ場 となるa

入 リが 可能 な傾斜

2D −y30°に 維持

す る。

図一3　 「カエ ル の 産卵池」の 維持 ・管理 計画 図

　 また，こ れ らの 管理 計画 を検討 する た め，池 及 び周 辺

環 境の モ ニ タ リ ン グ調 査 を 続 け る こ と とす る。

（3＞ 施 工

　 施 工 は 3 回 に 分 けて 実 施 した。

（D 対象地草刈 り整理 （2001年 10 月 2 日〉

　復元前の 対象地 は 湿地 に な っ て お り，一
面 に ク ズ ・ヨ

シ ・ア ズマ ネ ザサ ・ミ ゾソ バ 等 が 繁茂 して い た。作 業 の

効 率 を 上 げ．また 孵 化 ・
幼 生 時 に 必 要 な 水 温 を得 る た め

の 日 照 確 保 の た め ，事 前 に 草 刈 り をお こ な っ た。

（ii＞ 表土 の 確保 ・池掘 り （2001年 12 月 15 日）

　 表 土 （30D× 200× 3）cm3 の 採取 を お こ な い ，そ れ を ビ ニ

ー
ル シ

ー
トの 上 に 保存 し．続 い て 池掘 りを お こ な っ た。

池の 面積 は （505× 296）cm2 とな っ た。

（iiD復元 した 池 の 改修 ・畦 の 造成 ・表 土 の撒 き 出 し作 業

　 　 （2001年 12 月 23 日）

　 池 の 面積 に つ い て ，池 が 埋 め 戻 され る 分 を 考慮 に 入 れ

淵部分 を さ ら に 約 30〜40cm拡大 さ せ た。ま た 水 深 に っ い

て は 部分 的 に 30cm を 超 え る と こ ろが あ り，カ エ ル 類が 産

卵する 環境 と して は若干深 い と考 え 6れ る た め，最大水

深が約 20cm に な る まで 埋め 戻 しをお こ な っ た。

　池の 南側 に 2箇 所 畦 を造 成 し た。畦 は 草刈 りの 際 に 刈

り取 っ た ア ズ マ ネ ザ サ で 補 強 し た。最 後 に，前 回 の 施 工

時 に 保 存 して お い た 表 土 を 再 び 池 底 部 分 に 撒 き 出 した。

　以 上 の 経過 を経 て 「カ エ ル の 産卵池 」 が 完成 し た。
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写 真一1　 カ エ ル の 産卵池復元 直後

図
一4

　 　 　 　 　 　 　 〇　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3m

「カ エ ル の 産卵 池」復元 直後 の 平面図

（4）現在まで の モ ニ タ リ ン グ 調 査

　復元 し た池が 「カ エ ル の 産卵池 」と して 機 能 す る よ う に

維 持 ・管 理 をお こ な うこ と と し た が，具体 的 な 管 理 計 画

を立て られ る まで に は至 っ て い ない 。そ こで 具体 的 な 管

理 計 画 を 検 討 す る た め，2002年 2 月 よ り池 及 び 周 辺 環 境

の モ ニ タ リ ン グ調 査 を お こ な っ て い る。こ の モ ニ タ リ ン

グ調 査 は 運 営会議 に お い て 市民ボ ラ ン テ ィ ア に呼 びか け t

協 働 で お こな っ た。

（i） 調査 範 囲
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わき み ずの 谷

図
一5　モ ニ タ リ ン グ調 査対 象地

（ti） 調 査 内 容

　　A ＝植生 調査 （草 本 ） ：春 季 ・夏 季

　　B　＝＝動物調 査 （昆虫
・両 生 類 ）： 夏 季

rg8

　　C ＝池の 環 境調 査（水温
・
気温 ・

照度 ）：春 季 ・夏 季 そ れ

　　　　ぞれ 8時〜1了時 の 問 1時間毎 に測 定

　　D ＝卵塊数 の 調 査

　　 E ＝ 樹林 の 植生調 査

（iii） 調 査 結 果 と考 察

　卵塊数 の 調 査 は ア カ ガ エ ル 類 ・ヒ キ ガエ ル 類 の 産卵期

か ら幼生 の 生育 期 で あ る 2 月 上 旬〜5 月下旬 に か け て お

こ なっ た。ア カ ガ エ ル 類の 卵塊は 2月下旬〜3 月上 旬 「わ

き み ずの 谷」 に お い て 6 卵塊，ヒキ ガ エ ル 類 の 卵塊は 3

月 下 旬 「湿 生 生 態園 」 に お い て 確認 され た。ヒ キ ガエ ル

類 の 卵 塊 はす で に 分 断 さ れ て お り，正 確な 卵塊 数 は 不 明

で ある 。 ま た，こ の 卵 塊 は 来 園 者 か ら の 持 込 と い う情 報

もあっ た。

　2 月 下旬，近 隣の 公 園 で カ エ ル の 卵塊が盗まれ た と い

う情報 を得 た た め，「わ き み ず の 谷 」 で 確認 さ れ た ア カ ガ

エ ル 類の 1卵塊 を公 園職 員 立 会 い の も と 「カ エ ル の 産卵

池 」 に 移 動 し た 。そ の 後，こ の 卵 塊 は 幼 生 ・成体の 形 態

的 特 徴 か らヤ マ ア カ ガエ ル （Rena　 ornativentris ）と 同定

され，移動後 74 日 目 に は 亜 成体が ，84 日 目 に は 成 体 が

確認 され た。一
方，残 りの 卵塊 は 幼生 の 確 認 が で きな い

ま ま消失 し た。今期 の 卵塊追跡 調査 で は 「カ エ ル の 産卵

池 」 にお け る 対象種 の ア カ ガ エ ル 類
・ヒ キ ガ エ ル 類 の 産

卵は 確 認 され な か っ た。しか し，移動 させ た ヤ マ ア カ ガ

エ ル の 卵塊 が 無 事 成 体 に まで 成 長 し た こ と か ら，造 成 し

た 産卵池 は，カ エ ル が 孵 化 し 成 体 に 至 る ま で の 生 息 空 間

と して 利用で き る と い え る。こ の 時 期 に お こ な っ た 池 の

環 境調 査 で は，水温は 最高 19、O℃ ，最 低 13．了℃ ．相対照

度 10％で あ っ た。

　 春 季 の 樹林 の 植生調 査 に お い て ニ ホ ン ア マ ガ エ ル の 成

体 1匹 が 確 認 され た。こ の こ とか ら，産卵池の 北側樹林

地 が ア カ ガ エ ル 類 の 成 体 の 生 息 空 間 と して も機能 す る の

で は な い か と 推察 さ れ る 。

　夏季 に お こ な っ た 池の 植物 ・動物調査 に お い て は，ヤ

マ アカ ガ エ ル の 成 体 が 確 認 さ れ た。こ の 時期ヤ マ ア カ ガ

エ ル の 成 体 が 産 卵 池 周 辺 部 で 確認 さ れ た と い う こ とは，

産卵池周 辺 の 環 境 が ア カ ガエ ル 類の 成体 の 成育 に 適 した

環 境で あ る の で は な い か と考 察 で き る。

　 そ の 他 に ，ア カ ハ ラ イ モ リ （Cynops　pytrhogaster ）．シ

ャ ジ ク モ （Chara　 bfatinii）．ウ シ ガ エ ル （Rana 　 aquarana

catesbeiana ）の 幼生，ア メ リ カ ザ リ ガ ニ （Procambarus

ciarkii ）が 確 認 された。ア カ ハ ラ イモ リに つ い て は 成

体
・
幼 生 が 確 認 さ れ，こ の池 は ア カ ハ ラ イ モ リの 繁殖

・

生息場 所 と し て も 機能 して い る と い え る。シ ャ ジ クモ は，

池 の 復 元 に よ り土 中の 卵胞子 の 生 育条件 が 満た され 発 生

した もの と推測 さ れ る e い ずれ もモ ニ タ リン グ調 査 の 中

で新 た に確認 さ れ た本公 園 に お ける 希少種で あ り，保 全

して い くべ き種 で あ る。しか し，ア カハ ラ イ モ リは カ エ

ル 類 の 幼 生 と捕 食 関 係 に あ る た め ，両種 の 共存 に つ い て

今後検 討 し て い く必 要 が あ る。また，ウ シ ガ エ ル ・
ア メ

リ カザ リ ガ ニ は移 入 種 で あ り，池 の 生 態 系 を 撹乱 し て し
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ま う恐 れ が あ る の で 積 極 的 に駆除 して い く こ と とする 。
こ れ らの こ とか ら，カ エ ル 以外 の 生物 も考慮 に 入 れ た ビ

オ ト
ー

プの 管 理 計画を立 て て い く こ と が 求め られ る。

　 今 回 の 調 査 結 果 と 考 察 は，池 を造成 して 1 年 目の もの

で あ り，2年 目 以 降 の 謫査結果 の 蓄 積 が．今 後 の 「カ エ

ル の 産卵池」 を機 能 さ せ て い くた め に は重 要 で あ る 。し

た が っ て ，引 き 続 き 市民ボ ラ ン テ ィ ア との 協働の も と，
A ・B ・C ・D ・E の モ ニ タ リ ン グ調 査 を 継続 して お こ な っ

て い きた い。

4 ．カ エ ルの 産 卵池造成と市民参加

（1）市 民参 加 の 状 況 と 復元 計 画 の 動 機

　 本公園 の 運 営 管理 方針 で は ，市民 ボ ラ ン テ ィ ア 活動運

営管 理 項 目 と し て 「里 山 保 全 や 文 化 の 伝承等 に，市民 （ボ

ラ ン テ ィ ア ）活 動 を 積 極 的 に導 入 し，そ の 活動 を 支援 で

き る よ うな 運 営 維 持 管 理 を行 う」 と記述 され て い る 。そ

の た め，公 園 管 理 者 ，運 営 に 参 加 して い る 市 民 ボ ラ ン テ

ィ ア も 自分 た ち の 力を 公園 作 りに 役 立て，よ り良 い 公 園

に した い と い う気持 ち を 持 っ て い た。しか し，市民 ボ ラ

ン テ ィ ア の 里 山 保 全 に対 す る 思 い は 人 そ れ ぞ れ で あ り，

ま た，公 園管 理 者 は公園を 管理運営す る 視点で ．市民 ボ

ラ ン テ ィ ア は 公園 を利用す る 視点で 公園 整備 に参 加 して

い た。そ の ため 運営 を め ぐる 意見 の 食 い 違 い が 生 じや す

く．池 復 元 以 前 は 公 園 管 理 者 ・市 民 ボ ラ ン テ ィ ア 双 方 と

も市 民 参 加 の 公 園 運 営 に 対 し具 体 的 な 関わ り方 を 見出せ

ず に い た。

　
一

方，筆者 ら が ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を始 め た 動 機 は，大

学の 勉強以外 に 何 か をや りた い ．里 山 と い う 自然 に接 し

何か を学びた い ，と い っ た 漠然 と した 想 い か らで あ り，

本公園 で の 活 動 に対 す る 具 体 的 な 目標 を持 っ て の こ と で

は な か っ た。そ の た め，筆者 ら もま た 積極的 な 行動 を と

れ ず，本復元 計 画 を企 画 する ま で 本公 園 で お こ な わ れ て

い る 日常業務や イ ベ ン トの 補助 を お こ な うな ど の 受身 的

な公 園 運 営 の 参 加 を して い た。

　 しか し，こ う した 参加 を 続ける うち に 筆者 ら は 徐 々 に

本公園 の た め に 自ら 積極性 を 持 ち，目的 の あ る活 動 を し

た い と 思 う よ う に な っ て い っ た。大 学 で 農 学，生 態 学，

緑 地 学 な ど を 学 ん で い る 筆 者 ら は．本 公 園 で の カ エ ル 類

の 減少 を 危惧 し，ま た ビ オ トープ造 成 へ の 興 味 か ら本計

画 を立案 した の で あ る。

（2＞ 他 の 市 民 ボ ラ ン テ ィ ア と の 協働

　 計 画 が 進 む にっ れ 多 く の 市民ボ ラ ン テ ィ ア か ら の 協力

が 得 ら れ る よ う に な っ た。本 復 元 計 画 が 市 民 ボ ラ ン テ ィ

ア と の 協働 に よ っ て お こ な う こ とが で き た 要因 と して 3

っ の こ とが 挙げ られ る 。1 っ めに ，作業 を進 め る う ち に

筆者らの 知識 ・技術だけ で は足 りな い 部分 が 見 え 始 め ，

他 の 市民 ボラ ンテ ィ ア の協 力 が 必 要 にな っ た こ とが あげ

られ る 。公 園整 備以 前か ら 谷戸 山 に 深 い 関 わ りの あ っ た

市 民 ボ ラ ン テ ィ ア ・公 園管 理 者 の 知 識や 経 験 は 本 計 画 に

と っ て 大き な 力 と な っ た 。2 つ め に ，筆者 らが 他 の 市 民

ボ ラ ンテ ィ ア との 交 流 を 求 め て い た こ と，単独 で 作業 を

進 め て い く こ と に 対 し他 の 市民ボ ラ ン テ ィ ア か ら協働の

必 要 性 を指 摘 さ れ た こ と が あげ ら れ る 。3 づ め に ，本 計

画 の 対 象 地 が 本 公 園 内 に お け る サ ン ク チ ュ ア リ と い う ゾ

ー
ン に 位置 して い た こ と が あ げ られ る 。こ の ゾー

ン は，

動植物 の 生息空 間 と して 人 為 的 な 活 動が 制限 され て い る

た め，今 ま で サ ン ク チ ュ ア リで の 市民活動はお こ なわれ

て こ な か っ た 。 し か し．本計画 は初め て サ ン クチ ュ ア リ

の 自然を筆者 ら主体 の もと復元 す る も の で あ っ た。そ の

た め，他 の 市 民 ボ ラ ン テ ィ ア の 興 味 を よ り引 い た と考 え

られ る。

　 こ れ らの 要 因 か ら 「カエ ル の 産卵池」 復 元 後 の モ ニ タ

リン グ調 査 に お い て ．他 の 市民 ボ ラ ンテ ィ ア か ら の 積 極

的な参加が得 られ る よ う に な っ た 。実際 に，運 営 会 議 に

お い て 他 の 市民 ボ ラ ン テ ィ ア か ら 公 園 施 設 り配 置計画 に

対す る 協働提案が さ れ るな ど，市 民 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の

粢勢 に も変 化 が 見 られ る よ う にな っ た。ま た 協働 を お こ

な っ て い く に つ れ ，以前か ら の 意見 や 認 識 の 違 い は 徐 々

に で は ある が 解消されて きて い る。

　 結果 と して，本 計 画 は カ エ ル 類 の 保全 を 目的 と し た計

画 ・施 工 に と ど ま らず，筆者 らと 他 の 市民ボ ラ ン テ ィ ア

と の 交 流 を よ り
一

層深め る も の と な っ た。ま た．今 まで

運 営 会議以 外 で 関 わ る こ と の 少 な か っ た 市 民 ボ ラ ン テ ィ

ア 相互 の 交 流 を 深 め る な ど，市 民 ボ ラ ン テ ィ ア
・
公園管

理 者 に と っ て 市 民 参 加 型 の 公園運営 に 大 きな 影響 を与え

る こ と とな っ た。

　 以 上 の こ とか ら，筆者 らは 本計画に お い て コ
ー

デ ィ ネ

ーターと して の 役割 を果 た し，本公 園 の 目指す 「市民 参

加 」 の 公園 運 営 に 対 し 新 た な 方 向 性 を 示 した と い え る。

　 「カ エ ル の 産 卵池 」 復元 に 携わ っ て くだ さ い ま した石

川 生 態 環境計画代表石川啓吾氏，日本爬虫両棲類学会会

員丸 1」」一子氏，近年 の 谷戸山公園 に お け る ア カガ エ ル 類

の 卵塊数 の デ
ー

タ を 提供 し て くだ さ い ま した 石 川 美 恵子

氏 ・唐沢 良子 氏，座 間 谷 戸 山 公 園 の 職 員の 皆 様 ，活 動 す

る 市 民 ボ ラ ン テ ィ ア の 皆様，及 び 御助言 を く だ さ い ま し

た 大 澤 啓 志 氏 に 厚 く御 礼 を 申し 上 げ ます。
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