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消
え
て
い
く
砂
浜
と
と
も
に
姿
を
消
す

自
然
海
浜
に
す
む
イ
ソ
コ
モ
リ
グ
モ

国
内
で
も
１
４
０
０
種
以
上
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ク
モ
。

そ
の
暮
ら
し
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
。

「ク
モ
の
網
」

と
し
て
す
ぐ
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
円
形
の
網
を
張
る
の
は

一
部
で
す
。

深
い
森
、

車
地
、

田
ん
ぼ
、

水
辺
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
環
境
こ
と
に
、

そ
の
環
境
に
適
応
し
た
ク
モ
た
ち
が
、

い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
餌
を
捕
っ
て
暮
ら

し
て
い
ま
す
。

今
回
は
砂
浜
に
穴
を
掘
っ
て
餌
を
待
ち
伏
せ
る

「イ
ソ
コ
モ
リ
グ
モ
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
子
守
グ

モ
」
の
暮
ら
し

コ
モ
リ
グ
モ
類
は
、

餌
を
捕
る
た
め
の
網

を
張
ら
ず
、

徘
徊
し
て
獲
物
を
狩
る
伸
間
で

す
。

メ
ス
は
産
卵
す
る
と
腹
部
の
端
に
、

卵

の
う
を
つ
け
て
歩
き
回
り

（写
真
３
）
、

ふ

化
し
た
数
十
頭
の
子
グ
モ
は
、

母
グ
モ
の
背

中
に
し
が
み
つ
い
て

一
緒
に
移
動
す
る
時
期

が
あ
り
ま
す

（写
真

４
）
。

そ
の
姿
か
ら

「子
守
グ
モ
」
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

コ
モ
リ
グ
モ
類
は
、

水
田
や
畑
地
、

森
林

な
ど
で
複
数
種
類
の
個
体
が
比
較
的
多
く
見

つ
か
る
、

い
わ
ば
身
近
な
ク
モ
で
す
。

農
業

害
虫
を
せ
っ
せ
と
食
べ
る
の
で
、

農
業
生
態

系
に
と

っ
て
重
要
な
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、

カ
エ
ル
や
ト
カ
ゲ
の
餌
と
な
り
、

生

物
多
様
性
を
下
支
え
す
る
重
要
な
食
物
網
の

構
成
要
素
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

コ
モ
リ
グ
モ
類
の
中
に
は
、

生
息
環
境
が

特
殊
な
も
の
も
い
ま
す
。

砂
浜
の
み
に
す
む

イ
ソ
コ
モ
リ
グ
モ
が
、

そ
の

一
例
で
す
。

イ

▲写真1:巣 から出ようとしているイソコモリグモ。

写真 :谷川明男
初芝伸吾

>写 真2:親 指に岐みついて
いる。コモリグモ科は古くは
ドクグモ科と呼ばれていたが、
人に影響する毒性はない。

八
幡
　
明
彦

（日
本
蜘
蛛
学
会
員
）

ソ
コ
モ
リ
グ
モ

（以
下
イ
ソ
コ
モ
リ
）
は
、

北
海
道
か
ら
島
根
県
ま
で
の
日
本
海
沿
岸

と
、

茨
城
県
ま
で
の
大
平
洋
沿
岸
の
ご
く

一

部
、

良
好
な
自
然
が
維
持
さ
れ
た
砂
浜
に
限

り
局
地
的
に
分
布
し
ま
す
。
コ
モ
リ
グ
モ
類

と
し
て
は
比
較
的
大
型
で
、

メ
ス
の
最
大
体

長

（脚
を
除
く
）
２３

剛
、

オ
ス
は
１７
剛
ほ
ど

に
な
る
自

っ
ぽ
い
ク
モ
で
す
。

成
体
で
は
直

径
２
ｃｍ
、

深
さ
１０
～
２０

ｃｍ
ほ
ど
の
垂
直
な
穴

を
砂
に
掘

っ
て
中
に
潜
み

（写
真
９
）
、

入

り
日
付
近
の
み
を
糸
で
内
側
か
ら
ト
ン
ネ
ル

状
に
か
が
っ
て
い
ま
す
。

昆
虫
や
カ
ニ
の
巣

穴
と
見
分
け
る
コ
ツ
は
こ
の
糸
の
存
在
で
、

穴
の
縁
に
指
で
触
れ
て
も
砂
が
崩
れ
落
ち
な

い
の
が
特
徴
で
す
。

夜
行
性
で
、

巣
穴
付
近

を
通
る
昆
虫
や
小
型
甲
殻
類
を
捕
ら
え
て
食

べ
ま
す
。

巣
穴
の
底
に
残
る
食
べ
か
す
を
調

べ
る
と
ゴ
ミ
ム
シ
類
な
ど
が
主
な
餌
で
、

大

き
な
獲
物
で
は
ス
ジ
コ
ガ
ネ
も
捕
り
ま
す
。

昼
間
や
雨
天
で
は
入
り
口
を
砂
粒
と
糸
で
覆

っ
て
閉
ざ
し
ま
す

（写
真
１０
）
。
目
立
つ
巣
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▲写真3:白 い卵のうをつけた状態。

▲写真5:お ミムシダマシ
の一種を捕獲 したところ。

▲写真4:子 グモを背負
った状態。ほかのコモリ
グモで知られているとこ
ろでは、子守り期間はほ
んの数日。

▲写真6:イ ソコモリグモが生息できる砂浜環境 (青森県三沢市)

2                   ‐

石サ|1県内の砂浜No

図1:石 サ|1県内のイソコモリグモの生息する砂浜の面積の変化
1950年の生息浜は航空写真から推定。約50年で、県内のイツヨモリ生息
面積は9%に まで減少したと考えられる。(徳本2004より作成※)

※徳本洋2004,石川県におけるイソコモリグモと/cθsa rs力′ねrla,2の激減,
のと海洋らヽれあいセンター研究報告(10):24
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襲
　
イ
ソ
コ
モ
リ
グ
モ
が
、
そ
の
一例
で
す
。
イ

で
は
な
い
の
で
、

見
過
ご
さ
れ
て

一
般
の
人

の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
ク
モ
で

す
。イ

ソ
コ
モ
リ
の
巣
穴
を
見

つ
け
る
の
に

一

番
効
率
的
な
季
節
は
５
～
６
月
で
、

春
先
に

産
卵
し
た
母
グ
モ
か
ら
子
グ
モ
が
離
れ
、

直

径
１
～
数

剛
の
自
分
の
巣
穴
を

つ
く
り
始
め

る
時
期
で
す
。

子
グ
モ
の
巣
穴
は
小
さ
い
も

の
の
、

ま
と
ま

つ
て
た
く
さ
ん
あ
り
、

入
り

口
を
閉
じ
な
い
の
で
昼
間
で
も
日
に
つ
き
や

す
い
か
ら
で
す
。

海
浜
植
物
帯
が
発
達
す
る

幅
の
あ
る
海
岸
が
必
要

イ
ソ
コ
モ
リ
が
す
む
の
は
、

自
然
の
砂
浜

に
限
ら
れ
ま
す
。

波
打
ち
際

（汀
）
に
並
行

し
て
、

海
浜
植
物
が
帯
状
に
分
布
し
て
い
る

「海
浜
植
物
帯
」
が
よ
く
発
達
し
て
い
る
と

こ
ろ
は
、

お
お
む
ね
候
補
地
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

地
を
這
う
海
浜
植
物
群
落
の
周
辺
の
砂

地
に
よ
く
巣
を
つ
く
り
、

背
文
の
あ
る
草
本

が
茂
る
場
所
に
は
い
ま
せ
ん
。

海
浜
植
物
群

落
が
成
立
し
な
い
砂
浜
は
、

踏
み
つ
け
や
そ

の
ほ
か
の
人
為
圧
が
強
す
ぎ
る
な
ど
の
理
由

で
、

イ
ソ
コ
モ
リ
の
必
要
と
す
る
自
然
状
態

を
維
持
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、

満
潮
時
に
水
没
す
る
場
所
に
は
巣
を
維
持
で

き
な
い
た
め
、

結
果
的
に
、

幅
の
狭
い
浜
で

は
イ
ソ
コ
モ
リ
は
す
め
ま
せ
ん
。

鳥
取

・
島

根
で
の
調
査
で
は
、

約
６０
ｍ
以
上
の
砂
浜
幅

で
出
現
確
率
が
５０
％
を
超
え
て
い
ま
す
。

古
い
時
代
の
イ
ソ
コ
モ
リ
の
生
息
記
録
は

断
片
的
に
し
か
な
い
の
で
、

海
浜
植
物
帯
の

あ
る
砂
浜
と
い
う
条
件
に
着
目
し
て
、

約
５０

年
前
の
航
空
写
真
か
ら
石
川
県
で
の
イ
ソ
コ

モ
リ
の
生
息
す
る
砂
浜
範
囲
を
推
定
し
、

現

在
も
イ
ソ
コ
モ
リ
の
生
息
す
る
砂
浜
の
長
さ

と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、

約
５０
年
前
を
１
０

０
％
と
す
る
と
、

ｂ
％
に
縮
小
し
て
い
ま
し

た
。

安
定
し
た
生
息
地
と
み
な
さ
れ
る
海
浜

植
物
帯
の
豊
か
な
砂
浜
に
限
る
と
、

県
内
の

生
息
面
積
は
９
％
未
満
に
激
減
し
た
と
推
定

さ
れ
ま
し
た

（図
１
）
。

全
国
的
に
見
る
と
、

イ
ソ
コ
モ
リ
分
布
地

の
解
明
は
網
羅
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、

近
年
の
調
査
地
で
の

生
息
の
有
無
を
、

砂
浜
の
長
さ
や
、

砂
浜
の

護
岸
状
況
の
レ
ベ
ル
（国
の
自
然
環
境
保
全

基
礎
調
査

一
以
下

「基
礎
調
査
じ
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
、

ど
ん
な
環
境
の
レ
ベ
ル
な
ら
ば

出
現
確
率
が
ど
れ
ほ
ど
に
な
る
か
、

と
い
う

分
析
を
し
て
出
現
パ
タ
ー
ン
の
モ
デ
ル
を
つ

く

っ
て
み
ま
し
た
。

す
る
と
、

護
岸
や
防
波

堤
な
ど
の
な
い
自
然
の
汀
と
分
類
さ
れ
た
砂

浜
に
お
い
て
も
長
さ
数
ｋｍ
単
位
の
ま
と
ま
け

が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ

れ
を
用
い
て
、
１
９
９
７
年
の
基
礎
調
査
の

砂
浜
デ
ー
タ
か
ら
イ
ソ
コ
モ
リ
生
息
可
能
な

砂
浜
の
長
さ
を
未
調
査
地
域
も
含
め
て
推
算

し
ま
し
た

（図
２
）
。

本
州
の
生
息
県
に
限
る

と
、

護
岸
な
ど
の
な
い
砂
浜
全
体
を
１
０

０
％
と
し
て
、

６３
％
の
砂
浜

公
口計
長
約
４
０

０
ｋｍ
）
に
し
か
生
息
で
き
な
い
と
い
う
結
果

と
な
り
ま
し
た
。

北
海
道
に
は
、

広
い
生
息

き
な
獲
物
で
は
ス
ジ

コ
ガ
ネ
も
捕
り
ま
す
。

昼
間
や
雨
天
で
は
入
り
口
を
砂
粒
と
糸
で
覆

っ
て
閉
ざ
し
ま
す

（写
真
１０
）
。
目
立

つ
巣
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■本来の砂浜

自然汀

響生息適地

日高レベル浜

図2:生 息適地モデルによつて推定した、
イソコモリグモが生息可能な砂浜の長さ

「本来の砂浜」は開発以前に砂浜であったと考えら
れる自然地形の全体。そのうち「自然汀」は、海岸
緑 (汀線)が 自然状態。生息記録から作成した生
息適地モデルによって、生息が予担」される浜を
「生怠適地」とした。そのうちで生息数の多そうな
環境規模をもつと推定される 「高レベル浜」は、
ごく限られた県に留まる。

▲写真10:成 長した個体は昼間は穴をふさいで
いることが多い。天敵の狩人蜂であるオオモン
ク回ベッコウを避けるのが理由のひとつだろう。

くV写 真7、 8:ラ丁を護岸 し
たために砂の移動が止まり、
隣接する崖がさらに激しく削
られて、「浜崖」と呼ばれる

砂浜のえぐられた地形にな
る。このような砂浜ではイツ
コモリグモは絶減寸前。
(新潟県胎内市)

▲写真9:巣 穴からのぞいている
イソコモリグモ。

( k m )

1000

茨
城
県

福
島
県

宮
城
県

岩
手
県

北
海
道

青
森
県

秋
田
県

山
形
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

京
都
府

鳥
取
県

い
島
根
県

適
地
（約
６
０
０
ｋｍ
）
も
あ
る
と
推
測
さ
れ
ま

す
が
、

本
州
に
限
る
と
生
息
で
き
そ
う
な
浜

は
分
断
さ
れ
て
点
在
す
る
だ
け
な
の
で
す
。

一
般
的
な
コ
モ
リ
グ
モ
の
子
グ
モ
た
ち
は

分
散
す
る
と
き
、

親
の
背
を
降
り
て
、

近
く

の
革
に
よ
じ
登
り
、

糸
を
風
に
流
し
、

風
に

乗

っ
て
飛
び
ま
す
。

「飛
行
分
散
」
と
い
う
、

羽
を
も
た
な
い
ク
モ
の
生
息
地
拡
大
の
手
段

で
す
。
し
か
し
、

イ
ソ
コ
モ
リ
の
子
グ
モ
は

分
散
す
る
と
き
、

飛
行
分
散
を
せ
ず
歩
い
て

散

っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の

た
め
、

分
散
能
力
は
低
く
、

砂
浜
が
短
期
間

で
人
為
的
に
分
断

≡
孤
立
化
し
た
場
合
、

隣

接
す
る
安
定
し
た
大
き
な
個
体
群
か
ら
の
移

入
に
頼
っ
て
い
た
小
さ
な
個
体
群
は
、

存
立

が
危
う
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
と

ま

っ
た
砂
浜
の
存
在
が
必
要
な
の
は
、

そ
の

た
め
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
分
布
が
線

上
で
あ
る
た
め
、

地
域
的
な
遺
伝
子
の
独
自

性
も
高
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

地
域

個
体
群
の
保
護
も
重
要
で
す
。

人
の
手
で
減
り
続
け
る
自
然
の
海
岸

数
年
前
の
航
空
写
真
を
見
て
、

良
さ
そ
う

な
砂
浜
地
形
を
選
び
、

現
地
に
行
っ
て
み
る

と
、

砂
浜
が
護
岸
に
変
わ
っ
て
い
て
、

調
べ

る
ま
で
も
な
く
イ
ソ
コ
モ
リ
は
す
ん
で
い
な

い
と
い
う
状
況
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と

は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

１
９
９
７
年
の

「基
礎
調
査
」
の
５
年
前

か
ら
の
海
岸
線
の
変
化
を
見
る
と
、

こ
の
短

い
間
に

「自
然
の
汀
」
は
全
国
集
計
で
８８
％

に
減
少
し
ま
し
た
。

何
十
年
も
の
間
に
日
本
の
砂
浜
が
減
少
し

て
き
た
の
は
、

陸
側
か
ら
の
開
発
に
よ
る
幅

の
狭
ま
り
と
、

川
に
ダ
ム
が
つ
く
ら
れ
て
砂

浜

へ
の
砂
の
供
給
が
止
ま

っ
た
こ
と
に
大
き

な
原
因
が
あ
り
ま
す
。

本
来
、

川
か
ら
供
給

さ
れ
る
砂
の
ほ
か
、

波
が
岸
を
削

っ
て
で
き

た
砂
を
、

海
岸
線
に
沿

っ
て
運
ぶ
作
用
が
続

く
こ
と
で
、

砂
浜
は
長
い
間
、

流
動
的
な
平

衡
を
保

っ
て
き
た
の
で
す
。

護
岸
や
港
湾
や

防
波
堤

（沖
合
い
の
構
築
物
を
含
む
）
が
つ

く
ら
れ
る
と
、

そ
こ
で
砂
の
流
れ
を
止
め
て

し
ま
い
、

結
果
的
に
隣
の
砂
浜
が
そ
の
ぶ
ん

波
に
強
く
削
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す

（写
真
７

・
８
）
。

す
る
と
、

さ
ら
に
護

岸
を
延
長
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

自
然
状

態
の
砂
浜
が
ま
す
ま
す
消
え
て
い
く
と
い
う

悪
循
環
が
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

砂
の
供
給
が
減

っ
て
い
る
沿
岸
環
境

で
は
、

護
岸
を
す
る
だ
け
で
は
砂
浜
の
幅
を

維
持
す
る
こ
と
は
望
め
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

な
場
所
で
は
、

港
湾
を
凌
渫
し
た
砂
を
沖
合

い
に
戻
す
サ
ン
ド
バ
イ
パ
ス
な
ど
の
保
全
措

置
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

自
然
海
浜
は
、

植
物

・
昆
虫
類

・
鳥
類

・

海
洋
生
物
に
と
っ
て
も
貴
重
な
生
息
地
と
し

て
守
る
価
値
が
あ
り
ま
す
。

各
県
が
策
定
す

る
海
岸
保
全
基
本
計
画
に
、

生
態
系
の
保
護

を
優
先
し
た
保
全
区
城
を
盛
り
込
む
な
ど
、

最
低
限
の
予
防
策
が
な
け
れ
ば
、

イ
ソ
コ
モ

リ
の
生
息
地
は
今
後
も
減
り
続
け
る
危
険
に

さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
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