
日本の本土などの小笠原以外の地域か
ら、小笠原に広がるおそれのある、植物
や動物、土・土の付いた苗などを持ち込
まないようにしよう。

土には植物の種や小
さな虫などがひそん
でいることが多いの
です。

靴底はブラシで
泥をきれいに落
としてから出か
けるようにしよ
う。

山の中や他の島に行くときは、靴底や服、
荷物に、種や小さな生きものがくっつい
たり、まぎれ込んだりしていないかチェッ
クしよう。

森は生きものたちの
生活の場所

山の中に行くときには、歩道や決められ
たルートの利用のルールを守り、ルート
から踏み出さないようにしよう。

山にいるネコの多くは、
捨てネコや飼いネコが
産んだ仔ネコが野生化
してしまったのです。

在来の生きものたちのすみかを
そっとしておく

飼っているネコは登録をし、不妊去勢手
術やマイクロチップを入れる、屋内で飼う
など、人もネコも野生の生きものも穏や
かに暮らせるようにしよう。
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東京 竹芝
小笠原諸島は、東京から約

1,000km南にある30余りの島々
の総称です。これらの島のうち、
一般の人が住んでいるのは

父島と母島のみです。
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平成28年7月から、どちらも
高速化・大型化・省エネ化が図
られた新船となります。
お
が
さ
わ
ら
丸

平成28年5月
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小笠原村環境課    http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/

  100-2101 東京都小笠原村父島字西町     04998-2-3111

環境省、林野庁、東京都

羽馬有紗

〒

東
京
から約1,000km

丸
１日かけて到着

およそ週に
1便の船のみ!

小笠原では、生きものたちが独自の進化をとげた結果、ここにしかいない固有
の生きものや、それらが織りなす独特の生態系を見ることができます。
小笠原のこのような生態系が、小さな海洋島における生物の進化を示す典型
的な見本として世界的な価値を持つことが認められ、世界自然遺産に登録さ
れました。それから5年…
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海の底で、
火山活動をくりかえし…

地球史の見本が現在も進行中

平成25年11月、父島・母島から約130km西にあ
る西之島の南東での噴火後、新たな陸地が誕生
し、同年12月に西之島と一体化しました。

平成25年11月、父島・母島から約130km西にあ
る西之島の南東での噴火後、新たな陸地が誕生
し、同年12月に西之島と一体化しました。

平成28年3月現在
2.64km2

噴火前
0.29 km2

環境に適した形
へと、独自に
進化していきま
した。

島の環境にあったものだけ
が生き残って島内に広がり、

誕生 誕生 誕生

小笠原諸島は海洋プレートの沈み込み
から始まる地質的な成長を、珍しい岩石
や地形を通して見ることができます。

小笠原は今まで一度も大陸と陸続
きになったことがない
海洋島のため、生きも
のたちは空を飛んで
きたり、波や風、鳥
に運ばれたりし
て島にたどり
着きまし
た。

写真提供：海上保安庁

独自に進化した生きものの
変わらないモノと変わったコト

1 2cm

すみ場所に適した形・色に進化。

（淡い色の殻）

（暗い色の殻）

オガサワラビロウ
（固有種）

もともとの植生の姿へ マイマイのイマとこれから

虫たちをムシしない
空飛ぶ生きものたちのこと

外来種の影響による生息の危機
兄島へのアノールの侵入確認（平成25年）
外来種対策　　により昆虫類への影響をなるべく低減
希少な固有の昆虫類の保全（トンボ類の繁殖を手助けす
るためのトンボ池の設置、オガサワラシジミ・オガサワラ
ハンミョウの保護）

外来種の影響により本来の植生が変化
外来種対策　　　　　により在来植生が回復中
希少な固有植物の保全（柵で囲って保護、栽培して増殖）

外来種の影響による生息の危機
外来種対策　　　　　により陸産貝類への影響をなる
べく低減
固有の陸産貝類の保全（柵で囲って保護、飼育して繁殖）

外来種の影響による生息数の減少
外来種対策　　　　　によりハトやコウモリを目撃する
機会が増加
ハトの建物のガラスへの衝突やコウモリによる農業被害
などの人の暮らしとの間でトラブル発生
聟島や母島などで海鳥の繁殖地が回復 
アホウドリが媒島・聟島で繁殖
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雲ができにくく
比較的乾燥

雨と湿気を好む
植物が多い。

乾燥に強い植物
が集まる。

空を飛んでたどり着き、独自に進化。

変わったコト 変わったコト

変わったコト
変わったコト

変わらないモノ 変わらないモノ

変わらないモノ

アホウドリ

メグロ

アカガシラ
カラスバト

オガサワラ
オオ

コウモリ

変わらないモノ

ハナダカトンボ●

オガサワラ
シジミ◆

オガサワラ
ハンミョウ●

列島や島ごとに独自に進化。
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外来種・在来種どちらの命も大切です。それ
でも、この対策は、小笠原でしか生きていけ
ない生きものを守るため、生態系全体のバ
ランスに注意しながら進められています。

外来種対策

船に乗る
前や降り
る時に海
水マットで
靴底を洗

うように呼びかけています。

在来植生
を侵略す
る外来植
物の伐採
や薬剤に

よる駆除が進められています。

カゴわなや薬
剤による駆除
が無人島など
で進められて
います。

ネコの侵入
を防止する
柵やカゴわ

なによる排除が父島、母
島で行われています。捕まったネコ
は人と暮らせるよう訓練した後、新
しい飼い主に引き渡されます。

アノールが
無人島へ渡
ることがな
いよう、港

周辺でトラップによる捕獲が行われ
ています。侵入が確認された兄島で
は重点的な対策が行われています。

ノヤギが唯
一生息して
いる父島に
おいて、東
平への侵入

を防止する柵や銃器による排除が
進められています。

在来の陸産
貝類を食べる
とされている
ツヤオオズア
リの拡散を防

止するため、殺虫剤による駆除が
母島で進められています。
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