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1 は じ め に

　 目本的な農村 景観は水 田に よ っ て特徴付け られ

て お り ， 水 田 にお ける生物の利用状況を明 らか に

す る こ とは農村域にお ける生物根の 保全 上重 要で

ある 。 本研究で は ， 水田環境 に適応 して 生息 ・繁

殖 して い る生 物 群で ある両生類に着 目し，特に水

田構 造がそ の 繁殖に深 く関わ っ て い ると考え られ

る シ ュ レ
ー

ゲ ル ア オ ガ エ ル （RJacophonib−

schlegeUi ）を対象とし ， 繁殖期 にお ける水 田内の

利用状況 をみ た。

　水 田の 構造は ， 畦畔 に囲まれた水 田区爾が基本

的 な単位 とな っ て い る。また ，灌水 ・排水の ため

の 水路 も付随す る構造物で あるが，「田越 し潅漑」

で は水路を欠 く場合 もある。水田を利用す る頭生

類 の ほ とん どの 種は水田区画内 の 水域や流れ の 少

な い 水路で産卵す るの に対 し，シ ュ レーゲル ア オ

ガ エ ル は畦畔等の 土 中に泡状の 卵塊 を産み付 ける

独特な繁殖形態 を有 し て い る。土中に産卵す る の

は。捕食 され や す い 孵 化直後 の 幼生 を守 る た め ．

また卵塊 の 乾燥 を防 ぐた め と考 え られ て い る
4 ）
。

卵塊 は約 1 週間で孵化 し
6 ）

， 幼生は 雨水等に よ り

畦 内か ら水 田 の 水面 に流れ 落ちて 以 降オ タ マ ジ ャ

ク シ として 生 活する。水 田耕作の 暦 で は，本種 の

繁殖時期 に重なる期間 に畦塗 りと水田面 へ の 湛水

が行われ る。 こ れ に よ り幼生の 生活する陽光 の浅

い 水域 に接 し た状態で ， 産卵に必要な軟 らか い 土

壁 が毎年形成 され ， 水 田は本種 の 生息に極め て 都

合 の 良 い 環 境 とな っ て きた 。

　 しか しなが ら近年本種 の 減少 につ い て ， 谷戸水

田では圃場 整備 によ る乾 田化 が 生息密度を低下 さ

せ る
11J ’

こ とや，扇状地平野の水 閏で は個体供給

の ある丘陵地 ・山地 の 付近 を除い て は生息が 見ら

れ な い
12 ） 等が報 告 され て い る。全国的に 両生類

の 減少 が危惧 され る今 日
5 ），農村整備 に お ける健

全な水田生態系 の 維持 ・保全 には，それ ぞれ の 種

に っ い て 減少要因を
一

つ ひ とつ 明らか に して い く

作業が不 可欠 で ある。そ こ で ，シ ュ レーゲ ル ア オ

ガエ ル 保全の た め の 基礎的知 見を得 る こ とを 目的

に，繁殖期にお ける水 田空 間 と本種雄 の そ の 利用

の 関わ りに つ い て研 究 を行 っ た。

∬　 材 料お よび 方法

　調査は ， 神奈川県横浜市南部の 舞岡公園 の 小規

模な谷戸水田 （瓜久保 ： 低湿 地部約 1．5ha ）にお

い て行 っ た ． 対象地 は 田園景観 を保全 し た形で 整

備 され た公園 内に あ り ， 水 田 の 管理は 市民グル
ー

プ が行 っ て い る
9 ｝。当該地 は ， 周囲 の 市街化に伴

い 都市内で 孤 立 した 緑地 とな っ て い るが，隣接す

る市街化調 整区域 の 農地 とともに 比 較的 ま とま っ

た 規模の 緑地を形成 して い る 。 多摩丘 陵中南部の

シ ュ レ
ーゲル アオ ガエ ル の 生息量を広範 囲に調べ

た大澤 ・勝野 C2000） 11 ） に よる と ， 本 調査地 を

含む舞岡公 園は本種が特に 多く生息 し て い る緑地

と され る 。 調査地 の 谷 戸 内には，下流側に 4 筆 の

水 田 （湿田 ）が，上 流側 に は数筆の休耕田湿地が

存在 して い る 。 休耕 田湿 地 にお い て も本種の 鳴き
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図 1　 調査地 の 概要 （斜 線部 ：対象 水 田 ） 図 2 　± 中に い る鰯体の 発 見手 法

声が若干認 め られ た が，草に覆われ調 査が 著 し く

困難なため下流側 の 水 田 を主 な調査対象地区とし

た （図 1）。

　 シ ュ レ
ー

ゲル ア オ ガエ ル は ，本州 ・
四国 ・九州

の 低地 か ら千数百 m 程の 高地 ま で 広 く見 ら れ る ア

オ ガ エ ル 科 の 小型 の カ エ ル であ る
8｝

。 非繁殖期 に

は草や 潅木 の 上 で 生活 して い るが，繁殖は水 田や

湿 地 ， 池岸 などで 行 われ る 。 本地域で は 3 月下旬
〜6 月中旬が本種 の 繁殖期で あ り

1 ω

， 雄 は夜 間，

水 田 に集ま り盛 ん に鳴き声 （Matmg 　call）を発す

る。人 が近づ くと
一

旦鳴き止む が位置を移動する

こ とは少な く，調査者が しば らく静か に止 ま っ て

い る とまた鳴き始め る。こ の 鳴き声 を頼りに個体

の 位置を確認 し，水珥構造の どの位置で鳴い て い

たか を記録す る方法 に よっ た。 しか しなが ら本種

の 場合 ，土 の 中や植物下で鳴い て い る個体も存在

す るた め，目視に よ る確認だ けで は 不十分で ある

こ とが 事前に 予想 され た 。 そ こ で ，長 い 柄 の 先 に

小型 マ イク を付けた局所集音装置を作成 して ，草

の 中や 士中の 個体 につ い て も登見で きる手法
工 3 ）

も補助的 に用い た （図 2）。また調 査は ， 貝が暮れ

て 十分暗 くな っ て か ら開始 し，20 ：00〜 0 ：00 内

に収まるよ うに努 めた、

　確認 した個体は，以後 の観察が容易になるよ う，

番 号 を書 い た蛍光テ
ー

プ （約 1× ／．5cm）を背に装

着 した。こ れ は確認初 回時に捕獲 し，約 10％ ア ル

コ
ー

ル で 麻酔 後 ， 蛍光テ
ー

プ を皮膚に 縫い 付け る

方法に よ っ た。 これ は，2 回 目以降に蛍光テ
ープ

に よ り高い 発 見 率が得 られ る とと もに，捕獲 しな

くて もテ ープ番 号を読み取 る こ とで倒体識別 が可

能 とな るため で ある。

皿 　結果

　調査は ，
2GOO 年 4／18〜6／9 内で 延 べ 23 日行い ，

総調査 時 間 は 58 時聞 （平均 2．52 時間／日）に達 し

た 。 各調査 日の 21：00 前後の 気温 は，最低 10．5℃ ，

最高 22．　0℃，平均 15．9℃で あ り ， また天候は，疇

れ 6 日，曇 り 12 日，雨 5 日で あっ た。また ， 夜明

け時 の 行動を見 る た め ．5〆16，18 には早朝 の 観察

も行 っ た 。 調査期間内に シ ュ レ
ーゲル ア オガ エ ル

雄 を 60 個体確認 し，内 2 回以上 の 確認 が得 られ た

の は 33 個体で あ り，延 べ の確認回数は 151回に及

ん だ。

　シ ュ レーゲル アオ ガ エ ル 雄の確認位置に つ い て

プ ロ ッ トした も の が図 3 で あ る。 概観 して ，畦畔

付近に集 中 して い た。水 覊空間 と して は畦畔 と水

田区画 内部 に大別 され るが，水 田区画内 で あ るが

畦 付近 で確認 され る個体も多く認め られ た 。 こ の

た め，今回は水 田 の利用空間を畦畔側 面
・畦際水

田内 （畦 か ら約 50cm 以内 の 水田 区画内 ）・水田区

画 内 （畦か ら約 5◎cm を超え る水田区画 内）の 3

つ の 区分 を用 い て 以 下 に解析 し た．確認回数 と し

て は畦畔側面 と畦際水 田内が非常に多く ， 両利 用
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図 4　 水 田利用空間区分別 の シ ュ レ
ーゲル

　　　　 ア オ ガ エ ル の 確認画数
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図 5　 水 田利用 空間聞で の 移動回数

　　　　　（複数回確認個体に よ る ）

表 1　 確認位 置におけ る水 田利 用空 間区分 別

　　　　 の 立地区分割合

開放地 植物下 地中

畦畔側面

畦際水田 内

水 田 区画内

26（38．896）　24（35．896）　17（25．4％ ）

41（63．1％ ）　 16（24．696）　　8（12．3％ ）

12（63．296）　　D（0．0％ ）　　 7 （36．8％ ）

＊ 　数宇 は確認回数 。 x2test （P く 0，01）で有意 。

5／12、14，

5／17，
26

，
，

12

2
ア
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　 　 　 　 　 　，14，15
　 　 　 　 　 L 丿

　 5／18，23，24
　 　　 　　 　　　 　　 ＊ 日付は 各個体の 確認 日e

図 6　 確認 回数 の 多い 側体の 移動状況

空間を合わせ る と全 体の 8 割弱 を 占め て い た （図

4）。 ま た ， 個体 当た りの 確認割合 TX　I＞
に換算 して

も，同様な傾 向を示 し た。

　複数回確認 され た個体 （33 個体）につ い て ， 3

つ に 区分 し た利用空問間で の前回 か ら次の確認位
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置 へ の 移動状況 をみ る と，畦畔側面，畦際水 田 内

お よびそ の 両利用空間間で 移動 して い る個体が多

くな っ て い た （図 5）。さらに確認 回数が多い個体

に つ い て そ の 確認位置の 変化をみた と こ ろ （図 6），
一

定期間 同
一

個所に留ま る傾向が認め られた。ま

た ，時に は 急に 離れ た位置に移動 し， そ こ でま た

一
定期 間留まる個体 も見 られた。

　確認位置 の 立 地 （地中 ・植物下
・開放地に区分）

に つ い て は ， 確認 回数 として は開放地 が最も多 く

全 体 の 約半数 を 占め て い た （表 1）。 さら に水 田 の

利用空間 との 関係で は，畦際水 田内で は開放地 で

多 く地 中で少 ない ，また水 田区画内で は開放地 で

多く植物下で少 ない ，と い っ た傾向が見 られた（x
2test

：P〈O．　01）。 しか し ， 今回の よ うに補助的に 探

査機器 を用い て は い る もの の 目視が 中心 の 調査 で

は ，開放地ほ ど発見 しやすい とい っ た発 見率 の 差

異も影響して い る と考え られ る。地中個体 の 確認

回数は畦畔側 面 が最も多 く ， 畦 際水田内 ・水 田区

画内で は それぞれ約半数 ほ どの 確認 で あ っ た。地

中で確認 された個体は，ほ とん どが地表か ら 5〜

10  以 内の 非常に浅い 場所で の 確認で あ り （図

7），
こ れ らは例外的な 1個体

注 2 〕
を除き全て水位

面 よ りも高 い 位置の 地 中に空 隙を形成 して い た。

　なお ， 早 朝時の 調査にお い て は ， 夜明けにな る

と  位置を変 えない （地 中に い た個体），   水 田 内

の 水面下の軟 らか い 土中に潜 り込む ，   周囲 の 樹

林地に移動する，とい っ た行動が観察 された 。

IV　考 察

　本研究では ， 水田 の 利用 空間別 の確認回数 と い

う指標値で利用 の 定量評価を行 っ た 。 調査 日時は

任意で あ るが ，繁殖 ピーク 期間を中心 とした最 も

多く本種 の 雄が水 田に 現れ る時期に調査 を行 うと

ともに ， 目視お よび 探査機器を用い て 調査時間内

に確認で きた全て の 個体を記録する方法 を用 い た。

これは ，   調査 日毎の 条件の 不均質性を無視で き

る ほ ど の調査量 の 確保 ，   調査範囲に対 して の 悉

皆的に均質な調査努力，を満た し て い ると考 えら

れ ，確認 回数 と い う指標値を用 い て 雄が鳴 く位置

や そ の 立地環境 に っ い て の 利用傾 向を把握す る こ

とは可能で ある と判断 し，本種 雄 の 利用空 間 の 嗜
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図 7　 地 中確認 時の 地表か らの 深度

好性 として解釈 した 。

　調査の結果 ， 本種雄が畦畔お よび畦付 近の 水 田

内を高い 頻度で 利用 し て い る こ とが明 らか に され

た （図 3 ・4）。 本種の 雌 は繁殖時には短期間 しか

水 田に留ま らな い
2）

の に 対 し，今回長期に わ た り

複数回再確認 され た雄も多か っ た。 こ の た め本種

の 雄につ い て は ，少な くと も
一

部 の 個体は繁殖期

間 中に長 く水 田付近 に留 まる こ とが示 された。 し

か しなが ら， 再捕獲 され なか っ た個体や 再確認期

間が非常 に短い 個体 も多くな っ てい る （図 8）。 す

なわち長期 間水田に留ま らない 雄も多く存在す る

と考えられ，繁殖期間中に個体 の 入れ替わ りが生

じて い る もの と推察 される 。

　体長 （頭胴長）の 階級別に複数回確認 の 状況を

み る と，小 さな個体ほ ど再捕獲 ま で の 期間が短 く

なる傾向が見 られて い る （図 8）。 調査 日の 間隔が

不 均一
で あ る た め厳密な もの で は な い が，小型個

体 （32  以下 ）は ， 再確認 の 期間は 10 日以内が

ほ とん ど とな っ て い た。
一

方，
一

度 も再捕獲 され

ない 大型個体 （35  以 上） も多 く， 大きな個体

が 常に長期間水 田 に 留ま るわ けで は な い 。

　
一方 ， 確認回数の 多い 雄個体は

一
定期間同

一
個

所に留まる こ とか ら （図 6），特定 の 位置 へ の 定着

性を持 っ と考え られる 。 畦畔お よび畦付近の 水 田

内の 間では 日によ り位置 を変 える こ とも多い が，

水 田区画 内まで も含 めて位置 を変 える こ とは非常

に少 なか っ た （図 5＞。こ れ らの こ とよ り繁殖期 に

本種の 雄は ， 畦畔を 中心 に付近 の 水 田内 も含めた

位置に好ん で 定着する範囲を形成 し て い る もの と

推察され る 。 た だ し ， 鳴きな が ら動き囘 る雄 も見
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＊再捕獲されなかっ た個体

　

1

O ＊ 　〜5　〜10 〜15 〜20 〜25

図 8　 体長別 に よ る再捕獲ま で の 日数

〜 40
日間

られ る
L’｝

た め ， 全て の 雄個体が定 着する範囲 を形

成す るか につ い て は現時点で は 不明で ある。

　確認 位置の 立地状態の 選択性 に つ い ては，今回

の 調査で はあま り明 らかに はで きなか っ たが ，遮

蔽物 の な い 開放地で も多 くの 個俸が確認 され て い

た （表 1）。 特に湿 度 ・気温 の 高 い 調査 日には ， そ

れ ま で 地中に確認 されて い た個体が地表に出て 鳴

い て い るの も観察 され て い る 。 すなわ ち本種 の 立

地 の 選択性 は，湿度や気温等に よ る可変 駐を有 し

て い る と考えられ る。また ，地中で の 確認 は 畦畔

側面が 多い もの の ，水田内 （畔際水田内 ＋ 水 田 区

画内）で の 確認 も多 く見 られ た。 こ れ ら水田内 で

の 確認は ，荒趨 こ しに よる凸状の 土塊 を利用 して

い た個体で ある 。 冬期 の 荒起 こ し作業 に よる水位

面上 にで る凸状土塊の形成は ，畦畔 だけでなく水

田内に まで 本種が利用 で きる空間を広 げる効果が

ある と考え られ る 。

　 さ らに，水 田区画内お よ び近接 した休耕田湿地

を除 く 4 筆の 水田区画の 上部辺
注 3 ｝で の確認合計

は 83 回 （畦畔側 面 ＋ 畦際水 田面）とな り， 同様 に

下部辺 16 回，側辺 29 回で あ っ た （図 3）。水 田区

画 の 上部辺 は ，
一

段 上の 水 田 か ら水が滲み 出 る こ

とで 降雨が続か なくて も溜ま り水が形成されやす

い 環境 で ある こ とが関与 して い る と推察され る。

こ の よ うに，畦畔 と水田区画 とい っ た水田 構 造 に

加 え て ， さまざまな要因が本種雄 の 繁殖位置の 選

択 に関与 し て い る 。

　 水 田構造に お ける本 種雄の 畦畔 へ の 嗜好は ， 産

卵場所が畦畔側面の 土 中が多い こ とを考え合 わせ

る と極 め て 合 目的な空間利用 とな っ て い る。そ し

て谷戸 田 の よ うに地形勾配 に沿 っ て 小規摸な区 画

を多数有す る伝 統的 な形 態の 水 ［ヨ は ，水田 面積に

対す る長い 畦畔総延長 とい う点か らも本種 に とっ

て 安定 した繁殖環境 で ある と言え る 。

一方 ， 畦 畔

総延長 の 減少 をもた らす圃揚整備 に よる大区画 水

田 へ の 転換は ，本種 の 繁殖 にお い て 侮 らか の 負の

作用を引き起 こ して い る可能性が ある 。 しか し，

こ の点 は現段階で は十分に は明らかには され てお

らず今後実証 的な調査 が必 要 で あ る。

　
…

方 ， 繁殖期間中の 日中の 隠れ る揚所 にっ い て

も利用 状況 の 把握が求め られる 。 今回 ， 水 田 の 土

中もしくは周囲の 樹林 の 利用が観察されたが ，定

量的な利用頻度の 把 握にまで は到 っ て い な い
。 さ

らに ，両生類 がそ の 生活環 をま っ とうす るには 繁

殖 ・産卵の み な らず，その 後 の 幼生期間に お け る

水域 の 確保 も重要 な条件 となる。圃場整備後の 乾

田 に お い て 田植えの 直前まで 湛木 され な い こ とが ，

本種生 息に負の 要因とな っ て い る とい う指摘
11 ）

も既 にな され て い る 。 ま た シ ュ レ
ーゲル ア オ ガ エ

ル の 越冬場所を調 べ た Ihara（1999）7＞
に よる と，

軟 らか く湿 っ た 土壌を好み，谷戸の 沢や池 の 周 り

の 限 られ た範囲の浅い 土壌 中で越冬す るとして い

る。本種の 保全 には ，
こ の よ うに 繁殖 期以外 に つ

い て も考慮す る必要が あ り，水 田お よびそ の 周辺

も含 めた生息環境 の 確保 が 求 め ら れ る 。

V 　 お わ りに

　日本で は 20ee 年以上 前か ら続 け られ て きた水

田 に お い て ，そ の 畦畔に囲まれた水 田区画 とい う

基本 的な構造は 現在 も変わ りない 。その畦畔と水

田区画の 接点 を特 異的に繁殖環境 と して い る生物

が存在す る こ と は ，水 田 に お ける農業 と生物 生息

の 濃密な歴史的関係 を物語 る もの で ある。 しか し

一
方で ， コ ン ク リ

ー
ト畦や畦 マ ル チ の 普及 が進め

ば，す ぐに本種が生思で きな い 水 田が広範囲に出

現す る こ とも容易 に予 測 される。

　田んぼ の カ エ ル に代表 される両生類は ，

一般に

高次 の 捕食者 の 重要 な エ ネ ル ギー資源 （餌） とな

っ て お り，両生 類 の 減少は 捕食生物に深 刻な影響
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を及 ぼ して い る
1｝
。加 えて ，水 田農業 を基層文化

と して きた我 々 葺本人 とカ エ ル 類の 長 く深い 結び

っ きは，既 に文化的なもの にまで 昇華 されて い る

14 ｝
。 豊か な農村環境整備に向けて ， それ ぞれ の

種に つ い て 基本的な空 間利用を明 らかに しなが ら，

水田耕作サイ ク ル にお け る各作業時期および作業

内容 ご とに生産活動 と相容れ あ える よ うな両生類

保全 の た め の 管理 手法 醜 ）
を確立 して い くこ とが

課題 で ある。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 F冶
一
嘸 ］ ］

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Lt） 1・Vk 」

注 1＞個 体 当 た りの 確認 割 合 ： 1 回 の み と複数回確認 の 姻

　　体間 の 園 数 差 を除 く意 味 で，そ れぞ れの 個体に つ い て

　　 （各区 分の 確 認 回 数 ） ／ （確 認 回 数 ） で 計 算 し た値 e

　　 n ＝・60 にな る。

注 2）ア メ リカザ リガ ニ 等別 の 生物 が 掘 っ た 穴 内に い た個

　　体。地 下紺 0  程 の 燠 で 蠍
・
て い たtx

’
，穴内に は

　　ほ とん ど水 は しみ 込 ん でお らず ，そ の 意 味で は 穴 内 の

　　水 位面 よ り上 で 鳴い て い た こ とに なる。

注 3＞谷 戸 に お け る水 の 流 れ の 向き に 対 し，四 角形 で あ る

　　水 型
一
筆 の 各辺 をそ れ ぞ れ 「上 部辺 」「下部辺 」 「側辺 」

　 　 と した。

注 4）例えば、早 春 期 に産 卵 す る 両生 類の た め に 乾 田で も

　　2 月 頃か ら部分 的に 水 を 張 る、水 田脇 に 深 めの 溜 ま り

　　を設 けて 中 干 しの 際に 幼生の 避難場 所 に す る、とい っ

　　た 工 夫な ど。
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