
（表紙イラスト：つじいようすけ）（表紙イラスト：つじいようすけ）
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1.〝コウノトリ〟ってどんな鳥？
とり

1

約4～5kg
やく キログラム

時速 約60～100km
じ　 そく　  やく キロメートル

500mlペットボトル
約8～10本分くらい

ほん ぶんやく

ミリリットル

ちなみに、ほかの鳥の重さは・・・
とり おも

2 飛ぶスピードと高さ
と たか

重さ
おも

大きさ
おお

3

さんべ山
さん

だいせん

トキ 140cmトキ 140cmセンチセンチ

かかと

トキ コウノトリアオサギ

首をまっすぐに
のばして飛ぶ

くび

と

ツバメ....25gグラム

トキ.......2kg
キログラム

1,200m

メートル1,729m

1,126mじょう しょう    き    りゅう

上昇気流

4k
g

～

5k
g

くちばしは黒い
くろくろ

目のまわりは赤い
めめ あかあか

羽は白と黒
はねはね しろしろ くろくろ

約
100～
110cm

やくやく

センチセンチ

コウノトリは
約100～110cm
コウノトリは
約100～110cm
やくやく センチセンチ

足は朱～赤色
あしあし しゅしゅ あか  いろあか  いろ

日本生まれは
ほとんど足環装着

に   ほん   うに   ほん   う

あし　わ　そう ちゃくあし　わ　そう ちゃく

コウノトリは
約200～220cm
コウノトリは
約200～220cm
やくやく

センチセンチ
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コウノトリ

ポンッ

バタバタバタ
パタパタパタ

3つの方法
ほう　ほう

❶ ❷ ❸

ポン
ッ

ポン
ッ

フワッ

フワッ

ハクチョウなどの大きい鳥
おお とり

と かた

飛び方4

5 えさのとり方・食べ方
たかた

会話
かい　わ

6

　体重は重いけど、同じ大きさの鳥に比べて

羽が大きいから、あまり羽ばたかなくても

すっと飛び立つことができるよ。

　着地も目的地点にすっと

おりることができるよ。

　実は、わたしたち

エサとりはへたな

んです・・・。

（写真提供：島根県立三瓶自然館）

（写真提供：兵庫県立コウノトリの郷公園） （写真提供：島根県立三瓶自然館サヒメル）

（写真提供：兵庫県立コウノトリの郷公園）

じょう しょう    き    りゅう

上昇気流

（飛び方イラスト：つじいようすけ）（飛び方イラスト：つじいようすけ）

スー

たいじゅう　　  おも

じつ

　ぼくたちの舌は短い

ので、捕まえたエサを

一度空中にはなして、

のどの奥にほうりこむ

よ。つまり、まるのみす

るんだ。

した　　   みじか

つか

いち　ど　 くう ちゅう

おく

❶獲物を直接見て、ねらってつかまえる。
❷口を半開きにして水中をつき、くちばしに当たった
　えものをとる
❸くちばしを半開きにして水中につっこんだまま
　左右にふり、くちばしに当たったえものをとる

え　 もの　　　ちょく   せつ      み

くち　　　 はん     びら

はん     びら

さ　  ゆう

すい   ちゅう

すい   ちゅう

あ

あ

わ
た
し
も
大
す
き
よ
〜

だ
い

大
す
き
だ
よ
〜

だ
い

　ヒナのころは声を出せるけど、成長

すると鳴けなくなるんだ。

　その代わり「クラッタリング」と言っ

て、くちばしをカタカタカタッとうち、

音を出して会話するんだよ。

こえ　　　  だ

な

か

おと　　　だ　　　　　  かい    わ

い

せい  ちょう

　着地する時も、

飛行機のように足

を使ってスピード

を落とすんだよ。

ときちゃく   ち

つか

お

あしひ　こう　 き　ハクチョウは、飛行

機が離陸するときの

ように、助走をつけて

飛び立つよ。

ひ    こう

き　　　　り　 りく

じょ  そう

と　　　   た

ちゃく   ち　　　もく   てき     ち     てん

　上昇気流に乗って、体をまっすぐにして、

まるでグライダーのように飛ぶよ。あまり

羽をパタパタさせなくても大丈夫。

じょうしょう  き    りゅう　　　の　　　　　　  からだ

はね

と

だい じょう  ぶ

はね　　　 おお

と　　　  た

は

おな　　  おお とり　　   くら
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す

巣づくり7

　わたしたちは、

高いところに巣

をつくるんです。

直径約1.8m直径約1.8m
ちょっけい   やくちょっけい   やく メートルメートル

直径約1.8m直径約1.8m
ちょっけい   やくちょっけい   やく メートルメートル

高さ
約11～13m
高さ
約11～13m

たかたか

やくやく メートルメートル

人工巣塔
じん　 こう　  す　  とう

まつ か にん げん とうき

（松の木の代わりに人間がたてた塔）

（写真提供：島根県立三瓶自然館サヒメル）

松の木
まつ き

巣の中のようす
す なか

巣作りできる場所がへってきているため、電信柱に巣を作るコウノトリもいます。

しかし、感電や電線にひっかかるなど危険が多くあります。

また、コウノトリの巣作りに適した松の木や人工巣塔があっても、エサや巣材など

他の要因が組み合わさってこそコウノトリは子育てができるのです。

す　 づく

す　 づく

ほか よう    いん く あ こ　 そだ

てき まつ き じん     こう      す      とう す　 ざい

ば　 しょ

かん    でん でん    せん き　 けん おお

でん    しん  ばしら す つく

たか す

　今は、わたしたちが巣作りできる

ような場所があまりないのです。

しかたがないから、電信柱の上に

巣をつくるなどしているの。

いま す    づく

ば　 しょ

でん   しん ばしら うえ

す

　昔は、松などの木の上に巣を

作っていたんだ。ぼくたちは足

の指が長いので、木の枝を簡単

につかむことができるし、木に

とまることも得意なんだ。

むかし　　　    まつ き うえ　　　  す

つく

ゆび　　    なが えだ　　　かん   たんき

き

とく　い

あし

　くちばしで木の枝を運ん

できて、積み重ねながら組

んでいくんだよ。その上に、

わらや枯れ草などをしいて、

ふかふかの巣をつくるよ。

き

つ　　　   かさ く

す

うえ

か　　　  くさ

えだ　　　 はこ
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①西小学校周辺のドジョウは、狭いエリアに

　さまざまな遺伝子タイプがいたよ。

②何百年も前から、この地域に住んで

　世代交代してきたからだよ。

③１枚の田んぼの中に、豊かな環境が

　受け継がれてきた証拠なんだ。

せまにし しょう  がっ  こう しゅう へん

なん びゃく ねん

まい た なか ゆた かん きょう

まえ ち　 いき す

せ　 だい  こう  たい

う　　　　 つ しょう　こ

い　でん 　し

ゆたた せい  たい  けい

コウノトリの食べものと豊かな生態系8

　ぼくたちは、体が大きいので

とっても食いしん坊なんだ。

　1日に約500ｇ（飼育下）の

生き物（えさ）が必要なんだよ。

　アマガエルなら167ひきくらい！

西小学校周辺のドジョウを
調べてわかったこと

しゅう  へんにし  しょう がっ    こう

しら

カエル、ヘビ、フナ、

オタマジャクシ、

ザリガニ、ドジョウ

カエル、ヘビ、フナ、

オタマジャクシ、

ザリガニ、ドジョウ

秋秋
あきあき

夏夏
なつなつ

冬冬
ふゆふゆ

春春
はるはる

（里山イラスト：つじいようすけ）（里山イラスト：つじいようすけ）

からだ　　   おお

く　　　　　　　　ぼう

にち　　　 やく　　　　　　グラム し　 いく　 か

ひつ  よう

アメリカザリガニ

泥の中で冬眠中のカエル

寒ブナ、ナマズ等の魚

アメリカザリガニ

泥の中で冬眠中のカエル

寒ブナ、ナマズ等の魚

どろどろ

かんかん などなど さかなさかな

なかなか とう  みん ちゅうとう  みん ちゅう

バッタ、イナゴなどの

昆虫類、カエル、ミミズ

ヘビ、ボラなどの魚

バッタ、イナゴなどの

昆虫類、カエル、ミミズ

ヘビ、ボラなどの魚
さかなさかな

こんちゅう るいこんちゅう るい
カエル、淡水魚、

ヘビ、カメ、ミミズ、

ドジョウ、ネズミ

カエル、淡水魚、

ヘビ、カメ、ミミズ、

ドジョウ、ネズミ

たん すい  ぎょたん すい  ぎょ

1年間のえさ
ねん   かん

　コウノトリは、カエル、ドジョウ、フナ、バッタ、トカゲ…など、小動物をくちばし

でつかまえて食べます。とてもたくさん食べるので、えさとなる生き物の種類や量

がより多く生息している豊かな自然環境がなければ暮らしていけません。

　田んぼに代表されるように、地域に水でつながる豊かな自然環境があることは、

食物連鎖の頂点にたつコウノトリだけでなく、人間にとっても大切なことです。

　コウノトリは、カエル、ドジョウ、フナ、バッタ、トカゲ…など、小動物をくちばし

でつかまえて食べます。とてもたくさん食べるので、えさとなる生き物の種類や量

がより多く生息している豊かな自然環境がなければ暮らしていけません。

　田んぼに代表されるように、地域に水でつながる豊かな自然環境があることは、

食物連鎖の頂点にたつコウノトリだけでなく、人間にとっても大切なことです。

しょう　どう　 ぶつしょう　どう　 ぶつ

い　　　　  もの　　　　  しゅ      るいい　　　　  もの　　　　  しゅ      るいたた たた

おお　　　   せい      そくおお　　　   せい      そく ゆたゆた

たた だい　ひょうだい　ひょう ち　    いき　　　　 みずち　    いき　　　　 みず ゆた　　　　　　　  し　　ぜん　かん　きょうゆた　　　　　　　  し　　ぜん　かん　きょう

しょく　もつ　 れん　   さ　　　　ちょう　てんしょく　もつ　 れん　   さ　　　　ちょう　てん にん　 げんにん　 げん たい　  せつたい　  せつ

し　　ぜん　かん　きょうし　　ぜん　かん　きょう くく

りょうりょう

　雲南市にやってきた「げんきくん」

がよくえさをとっている地域の生き

物を雲南市立西小学校の児童が調

査してみたよ。その生き物

の中で、ドジョウについて

わかったことがあるから

お知らせするよ。

うん   なん　し

うん   なん　し　りつもの にし しょうがっ  こう

なか

し

じ　どう ちょう

ち　 いき　　　  い

さ い　　　もの

　このような豊かな自然

環境には、いろいろな種

類の生き物がたくさんい

るんだよ。生き物が少ない

ということは、同時にその

種類も少ないということな

んだ。

すくしゅ   るい

ゆた　　　　　　  し     ぜん

かん   きょう

るい　　　    い　　　  もの

い　　　 もの　　　 すく

どう　じ

しゅ

い　　　  もの　　　　　　　　　　　　　　 しょく  もつ   れん　 さい　　　  もの　　　　　　　　　　　　　　 しょく  もつ   れん　 さ

生き物のつながり（食物連鎖）

赤い矢印は
コウノトリが
食べる

あか　　 やじるし

た

5



①乱獲
らん　  かく

コウノトリの絶滅と復活
ぜつ　めつ ふっ　かつ

　明治のころ、コウノトリは田んぼを

大きな足でふみ荒らす迷惑な鳥と考え

られて、一般の人にも許可された狩り

の対象になりました。近づいても逃げ

ないコウノトリは狙われやすく、数が急

激に減ったのです。

す ば　 しょ げん  しょう

②巣づくりの場所の減少
　戦争でたくさんのまきが必要となり、

樹木の伐採が進んで山が荒れるなど、

コウノトリが巣を作ることのできる環境

が失われていきました。

お　  せんい　  　　  もの　　　　 げん  しょう

③生き物の減少と汚染
　戦後、作物の収穫量を効率的に増やすため、

農薬を使用するようになりました。その頃の農

薬は毒性が強く、多くの生き物が死んでいきま

した。わずかに生き残っていた生き物をさがさ

なければならず、コウノトリは弱っていきまし

た。また毒に侵されていた生き物を食べること

で、毒がコウノトリの体内にもたまり、ヒナが育

たなくなってしまいました。

　他にも、生き物が生息できる河川等の減少な

ど、自然環境の変化によって生き物自体が減っ

たことも要因です。

　戦後、作物の収穫量を効率的に増やすため、

農薬を使用するようになりました。その頃の農

薬は毒性が強く、多くの生き物が死んでいきま

した。わずかに生き残っていた生き物をさがさ

なければならず、コウノトリは弱っていきまし

た。また毒に侵されていた生き物を食べること

で、毒がコウノトリの体内にもたまり、ヒナが育

たなくなってしまいました。

　他にも、生き物が生息できる河川等の減少な

ど、自然環境の変化によって生き物自体が減っ

たことも要因です。

江戸時代

明治時代

明治25年（1892）

明治37年（1904）

明治41年（1908）

昭和  9年（1934）

昭和14年（1939）

昭和25年（1950）

昭和31年（1956）

昭和40年（1965）

昭和46年（1971）

全国各地にコウノトリが生息していた

乱獲の時代：多くの鳥獣が減少した

「狩猟規制」がはじまるが、トキやコウノトリは害鳥扱いされていた

「瑞鳥」ブームとなった

「狩猟法」改正でようやく規制対象になった

コウノトリ約60羽が豊岡に生息するのみとなった

営巣木の松が大量に伐採された

「文化財保護法」の対象になった

豊岡のコウノトリは23羽に減少した

コウノトリは8羽に減少した

＊ツルと呼ばれる

＊日露戦争に勝利

＊第2次世界大戦

＊特別天然記念物に指定

＊人工飼育開始

1

昔のコウノトリのようす
むかし

野生の最後の1羽が保護され、､その後死亡した

え～～！

（写真提供：豊岡市）

絶滅への道
ぜつ   めつ みち

え    ど    じ    だい ぜん こく かく ち せい そく よ

めい   じ    じ   だい

めい   じ

らん  かく じ   だい おお ちょうじゅう げんしょう

ねん

めい   じ ねん

めい   じ ねん

しゅりょう き  せい がいちょうあつか

ずいちょう にち  ろ   せん そう　　しょう り

しゅりょうほう　かい せい　　　　　　　　     き  せいたいしょう

しょう  わ　　　   ねん

しょう  わ　　　   ねん

しょう  わ　　　   ねん

しょう  わ　　　  ねん

しょう  わ　　　     ねん

しょう  わ　　　     ねん

えい そう  ぼく

ぶん   か   ざい    ほ     ご    ほう たいしょう

や　 せい　　    さい     ご ほ　  ご し　ぼうわ

※日本国内の野生のコウノトリ絶滅
ぜつ    めつや　  せいに　 ほん    こく    ない

とく   べつ てん  ねん    き    ねん  ぶつ　　　し    てい

じん  こう     し    いく   かい    し

　わたしたちの
仲間はどうして
いなくなったの？

なか　  ま

　昔は、多くの仲間で

にぎわっていたのね。

むかし　　  おお　　　　なか   ま

あ　　　　  めい わく　　 とりおお　　　　 あし

めい    じ た

かんが

いっ ぱん　　  ひと きょ    か

ちかたいしょう

ねら

げき　　   へ

ひつ  ようせん そう

さく  もつせん   ご

どく せい つよ おお い　　  もの

い　　  のこ い　　  もの

い　　  もの　　    た

よわ

おかどく

たい ないどく そだ

せい そくほか い　　  もの

い　　  ものし   ぜん かん きょう　   へん   か

よう いん

じ   たい　　　へ

か  せん など　　  げんしょう

し

のう やくのう やく し   ようし   よう ころ　　 のうころ　　 のう

しゅうかくりょう こう りつ てき　　    ふ

じゅ もく　　  ばっ  さい すす やま あ

かんきょうす　　   つく

うしな

かず　　きゅう

に

か

だい　　 じ　 せ    かい たい  せんまつ たいりょう　　ばっ  さい

やく　　　   わ とよ  おか

とよ  おか わ

わ

げんしょう

げんしょう

せい  そく

こ
れ
で

コ
ウ
ノ
ト
リ
の

歴
史
が
終
わ
っ
て

し
ま
う
の
か

…

？！

れ
き   

し

　
　
　  

お

2.
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昭和40年

昭和60年

平成 元 年

平成  4 年

平成 14年

平成 17年

平成 19年

平成 20年

平成 27年

平成 29年

令和   2年

令和   4年

（1965）

（1985）

（1989）

（1992）

（2002）

（2005）

（2007）

（2008）

（2015）

（2017）

（2020）

　
（2022）

豊岡市内で1ペアを捕獲 -

-

-

-

-

7

18

27

73

118

217

311

野外個体数は各年度末現在。平成４年度は８月末現在

2

水田魚道や退避水路の整備 湿地整備

放鳥 巣塔設置

人工飼育と繁殖

やった
ー！

やった
ー！

（写真提供：キコニアまなびネット） （写真提供：島根県立三瓶自然館サヒメル） （写真提供：兵庫県立コウノトリの郷公園）（写真提供：兵庫県立コウノトリの郷公園）

（写真提供：キコニアまなびネット）（写真提供：兵庫県立コウノトリの郷公園）

復活への取組
ふっ  かつ とり  くみ

コウノトリ復活のために人々が努力してきたこと
ふっ   かつ ひと  びと ど   りょく

しょう  わ　　　　ねん

しょう  わ　　　　ねん

へい  せい　がん  ねん

へい  せい　　　  ねん

へい  せい　　　  ねん

へい  せい　　　  ねん

へい  せい　　　ねん

へい  せい　　　  ねん

へい  せい　　　  ねん

へい  せい　　　   ねん

れい    わ　　　　ねん

れい    わ　　　　ねん

とよ  おか    し    ない

ロシアから

コウノトリ郷公園で人工繁殖に成功

野生復帰計画スタート

野生コウノトリが飛来

　　　　　のはじまり

野外での繁殖が順調

飼育個体100羽超える

ほ     かく

野外個体数
や    がい   こ   たい すう

日 本 国 内
に　 ほん　こく　ない

雲 南 市
うん　  なん　　し

復活！
！ふっ  かつ

すい　でん　 ぎょ　  どう　　　　  たい　   ひ　  すい　   ろ　　　　    せい　   び しっ　  ち　   せい　　び じん　  こう　   し　    いく　　　    はん    しょく

ほう　ちょう す　　とう　 せっ　　ち

じん   こう  はんしょく　　 せい  こうさと  こう  えん

ふっ     き   けい   かくや　せい

千葉、福井でも放鳥
ち　  ば　　ふく　い　　　　     ほう ちょう

うん なん   し  だい とうちょう

野外個体数が100羽超える
や     がい　こ　たい  すう　　　　　　　 わ 　 こ

野外個体数が200羽超える
や     がい　こ　たい  すう　　　　　　　  わ 　 こ

野外個体数が300羽超える
や     がい　こ　たい  すう　　　　　　　   わ 　 こ

うん  なん     し    だい  とう ちょう　　    こ   そだ けい  ぞく ちゅう

野外繁殖でヒナ誕生・巣立ち ＊国内では46年ぶり
や     がいはん しょく たん じょう　  す　  だ こく  ない　　　　　　　ねん

や     がい 　　　　はん しょく じゅんちょう わ

や　せい ひ     らい

し     いく　こ   たい　　　　　わ　  こ

幼鳥6羽を導入
よう  ちょう　　　わ　　　　どう   にゅう

試験放鳥
し　  けん     ほう   ちょう

最初の子育てがはじまる
さい    しょ　　　  こ     そだ

ぜん ねん　　　　　た      ま    どう ぶつ   こう   えん　　　        せい こう

雲南市大東町で

雲南市大東町で子育て継続中

前年には多摩動物公園でも成功

＊5ペア  ヒナ8羽

わ　   ほ　 ご　     ほうちょう

＊4羽保護  放鳥

まい  とし　　  わ　　　  す       だ

＊毎年4羽が巣立つ
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雲南市のコウノトリ
 「げんきくん」たちの家族紹介

か　 ぞく  しょう  かい

うん  なん   し

2017.4.25生まれ

春殖電柱西小巣塔

（平成29年）
2020.4.18生まれ

（令和2年）

×

×

（このパネルの写真提供：島根県立三瓶自然館サヒメル）

げんきくんファミリー
家系図

か   けい    ず

2
大東交流センター
巣塔ペア家系図

2024春 新しい

家族がふえたよ!

はる　  あたら

か　  ぞく

　「げんきくん」は雲南市

がお気に入り！これから

20年くらいは「ポンスニ」

と一緒に子育てをする

と思うよ。

　でも、ヒナ1羽を育てるのに、1日約

1kgの生き物（エサ）が必要なんだ。「げ

んきくん」と「ポンスニ」が安心して子育

てできるように応援してね。

き い

うん    なん       し

ねん

しょ こ　 そだ

わ　　　　  そだ

キログラム い　　　　 もの ひつ　よう

あん　しん

おう    えん

こ　そだ

にち　 やく

おも

いっ

2022年まで6年連続毎年4羽ずつ
ヒナを育てていたね。この記録は
日本一なんだ。
一度に4羽も育てることは、とても
大変なことなんだよ。
今年はどうかな？

まい  としねん  れん  ぞくねん わ

そだ

こ    とし

いち　ど わ

そだ き    ろく

に    ほん  いち

たい  へん

へいせい　　  ねん

う

2018.4.13生まれ
（平成30年）

へい せい　　  ねん

う

れい   わ　   ねん

う

2021.4.14生まれ
（令和3年）

れい   わ　   ねん

う

2023.4.12生まれ
（令和5年）

れい   わ　   ねん

う

2022.4.14生まれ
（令和4年）

れい   わ　   ねん

う

・・・死亡が確認された個体× し ぼう　 かくにん　　　　　こ たい

2019.4.8生まれ
（平成31年）

な
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ち
ゃ
ん  
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ら
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叶
彩
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み
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0
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み
こ
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J
0
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げ
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は
る
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う
ら
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ふ
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四
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し
き
）     

♂  

J
0
4
3
8

飛
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ひ
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瑞
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J
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は
な
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ん
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楽（
せ
い
ら
） 
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J
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6
1

2024.4.7生まれ
（令和6年）

れい   わ　   ねん

う

か
な
え              
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J
0
7
1
7

幸
雲（
こ
う
う
ん
） 
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J
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7
1
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希
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0
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1
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れ
い
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0
2
3
1

ほ
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0
2
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3
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0
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J
0
2
3
4

ホ
ー
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♂  

J
0
5
3
5

げ
ん
ち
ゃ
ん      

♂  

J
0
1
7
6

へい せい　　  ねん

にし しょう す   とう はる     え     でん ちゅう

う

3.

2024.4.29生まれ
（令和6年）

れい   わ　   ねん

う

お
お
ぎ               
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J
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ひ
ま
わ
り          

♀ 

J
0
7
8
2

J
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♂ か   けい    ず

だい  とう   こう  りゅう

す   とう
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3

　雲南地方は生き物が住むことのできる田んぼ
や畑が多く、水でつながった豊かな自然環境が広
がっています。また、田んぼのまわりに、“よけじ”
とよばれる水路が作られているところが多くあり
ます。山から流れてきた冷たい水が一度“よけじ”
に入り、適温になって田んぼへ流れ込みます。こ
のような田んぼづくりの知恵ともいえる“よけじ”が
より多くの種類と量の生き物をはぐくんでいます。
他にも、生き物が生息できる環境に適した川や水
路などが残されています。
　食いしん坊のコウノトリにはうってつけの魅力
です。

　雲南地方は豊かな里山が広がっており、地域
に住む人々は山の樹木の剪定や整備、除草剤を
使わない刈り払い機での除草等に力を尽くして
います 。巣作りする場所の近くに 、生き物（ エ
サ）や巣の材料（枯れ草、枝、わら等）が豊富に
あることは、コウノトリが生息し、子育てするた
めにうってつけの魅力です。しかし、巣作りでき
るような場所が少ないことはまだ課題です。

雲南市でのとりくみ
うん     なん      し

　雲南地方は、ほどよい高さの丘とその間を流れる川や広がる平野で
形成される丘陵地帯が点在しています。コウノトリは険しい丘陵地帯
を好みません。今、コウノトリがたくさん見られる場所は、コウノトリた
ちにとってほどよい地形なのです。
　コウノトリが降り立ち、生き物（エサ）をとり、子育てをするのに、こ
の地形はうってつけの魅力です。

校庭にも巣塔が

たったよ

ぼくたちは、ずっとこの

町で皆さんとともに

くらしていきたい！

▼

生き物を増やすための
　よけじづくり。

▲地域の人たちによる耕作放棄地を
活用したビオトープ整備。

▲コウノトリがよくエサをとる
水田での生き物調査。

◎巣やねぐらには近よらないで。
　ドキドキしちゃうから。
◎フラッシュはまぶしいので
　やめてくださいね。

わたしたちからのお願いです。

（里山イラスト：つじいようすけ）（里山イラスト：つじいようすけ）

（写真提供：キコニアまなびネット）

（写真提供：雲南市立西小学校）

（写真提供：雲南市立西小学校）

（写真提供：コウノトリの会 春殖）

「げんきくん」から見た雲南市の魅力
み うん  なん    し み   りょく

③ほどよい丘がある
おか

①食べ物に困らない
た もの こま

②巣作りの場所と巣材が豊富
す　　づく ば　   しょ す　   ざい ほう　　ふ

♥人も生き物もみな幸せに♥
ひと い もの しあわ

ねが

す ちか

こんな取り組みも

してくれるんだ～

と　  　　く

こう  てい す　 とう

まち みな

い　　　    もの　　　　  す

さと　やま　　　   ひろうん　なん　  ち　  ほう　　　  ゆた

す　　　    ひと   びと　　　  やま

つか じょ　そう　など　　　 ちから　　　  つ

ちか い　　　　ものす　   づく ば　  しょ

す　　　　 ざい   りょう　　   か　　　　  くさ　　   えだ

せい　そく　　　　　   こ　  そだ

み　りょく す　  づく

など　　　　　   ほう      ふ

か　  だいすくば　 しょ

たか　　　　　　おか

けい　 せい　　　　　　　　 きゅう りょう    ち       たい　　　  てん     ざい けわ きゅう りょう　ち　  たい

この いま み　　　　　　　　　　ば　  しょ

ち　 けい

お　　　　 た い　　　   もの こ　 そだ

ち　 けい み　りょく

あいだ　　　なが　　　　　　 かわ　　　  ひろ　　　　　　へい　  や

か　　　    はら　　　　き

じゅ　もく　　　   せん    てい　　　  せい        び　　   じょ     そう   ざい

ち　  いき

はたけ　　　おお　　　　　みず

すい　  ろ　　　　 つく おお

やま　　　　　　 なが

はい　　　　　  てき     おん た なが

ち　   えた

しゅ　るい　　　りょうおお い　　　  もの

い　　　  ものほか

ろ　　　　　　　　　 のこ

く　　　　　　　　　  ぼう み　 りょく

せい　そく かん   きょう てき　　　　　　かわ　　　  すい

こ

つめ　　　　　　みず　　　    いち       ど

ゆた　　　　　　  し      ぜん     かん  きょう　　　 ひろ

た

た

すいでん　　　　 い　　ものちょう さ

ふい　　 もの
ち   いき　　ひと

かつよう せい   び

こう さく ほう  き    ち

うん　なん　  ち　  ほう

うん　なん　  ち　  ほう

市内のたくさんの人たちが、コウノトリと共生する
まちづくりに取り組んでいます。

し　ない きょうせい

と　　　 く
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シュバシコウ
繁殖地
はん しょく   ち

越冬地
えっ   とう    ち

コウノトリ
繁殖地
はん しょく   ち

越冬地
えっ   とう    ち

ナベコウ
繁殖地
はん しょく   ち

越冬地
えっ   とう    ち

コウノトリの分布図
ぶん　 ぷ　  ず

製作：雲南市  政策企画部  地域振興課
執筆・編集：キコニアまなびネット
協力：兵庫県立コウノトリの郷公園・豊岡市
　　  島根県立三瓶自然館サヒメル
　　  雲南市立西小学校
デザイン・イラスト制作：武永印刷株式会社、つじいようすけ
制作日：令和4年9月

＊アメリカ大陸では生息確認はありません。
たいりく　　　せいそくかくにん

　世界中に仲間がいる

んだね。でも、どれも数

が少ないんだって。

せ　かい じゅう　　   なか    ま

かず

すく

日本

4.
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