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■生息環境 蒜林環境

■韓生期6月 層9月

■珍しさ ★

■生 態

平塘から億山幕にかけて分宿し、ケヌギやコナラ.ヤナギの樹濠に昆く集
まり.明かりにも飛業します。野外で成虫は越冬することはな《.交尾・産甲を霞兎ると死亡し算す

日切虫1‡胴木や並ら枯れに見られ露すが.立ち枯
れの屠合は堅{範鳳した上部で1ま喀く.土中に埋まった軟らかい朽素部分
を好みます。
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ゴールデ ンウィーク生物多様性特別イベ ン ト 「昆 虫WEEK」 を開催 します!!

今年のゴールデンウィーク(4月29日 一5月7日)の 予定はもう立てましたか?生 物多様性センターでは、ゴールデンウィーク

初企画、生物多様性特別イベント 「昆虫WEEK」 が開催されます。いろんな色や形の昆虫標本も展示するので、よ一 く観察して

みよう。その他にも昆虫カー ド探しやクイズラリー、パズルもあるのでぜひ生物多様性センターに来て下さい。詳しい内容は3

ページと裏表紙を見て下さい。
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一 吻多様催の不騰を発見する
生物多様性。ひとつの言葉で表現すると難しく感じますが、

じつは、私たちの身の周りに当然のようにある自然そのもの

を表現した言葉が、「生物多様性」です。

そんな"生 物多様性"の 素晴らしさや大切さ、それが一部

では失われつつある現状等について、わかりやすく、そして

楽しく学ぶ ことが出来るように、生物多様性センターでは、

身近な動植物を題材にした普及啓発活動を行っています。

毎年8月 に 「生物多様性まつり」というイベン トを行って

いますが、昨年度はそれに加 え、9・10月 にはハチやアリ、

キノコや ドングリをテーマにしたイベント、12月 にはGPS/

GISを 活用した自然観察マップづ くり講習会を開催するとと

もに、職員が手作 りで工夫を凝らしたミニ展示や企画展示を

試行的に行ってきました。

今年度は昨年度までの経験を活かし、イベントと展示の年

間計画を立て(表1参 照)、 より多くの方々に楽 しんでいただ

けるようにしようと考えています。

生物多様性センターでは、昨年度より4月29日(ま たは29

日に絡む土 日)か ら10月 までは休館日なしで開館しています。

この期間を中心に、身近な生きものをテーマにした様々な行

事を予定しています。

まず、4月29日 ～5月7ま でのゴールデンウイーク中は 『昆

虫WEEK』 を開催します。 このイベントではこれか らの季

節、野外でたくさん見られるようになる昆虫類をとお して、

生き物の多様性や不思議について発見するとともに、実際に

野外に出るときの昆虫類とのふれあい方について学ぶことが

できます。

7・9・10月 は親子を対象に、身近な動植物をテーマにし

た 「季節の自然観察会」、8月 は毎年恒例の 「生物多様性ま

つ り」を開催する予定です。

また、展示は2～3ヶ 月毎にテーマを設けてミニ企画展を

実施する予定です。

皆さんにも是非参加 していただき、「こんな事をしてはど

うか」 「こんな展示をしてほしい」等、率直なご意見 も同時

にいただきたいと思います。これまでの経験に皆さんのご意

見 ・ご要望を加えなが ら、よ り充実した普及啓発活動を目指

していこうと考えてお ります。

お近くにお越しの際は、是非、お立ち寄 り下さい。
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イ ベ ン ト ミニ企画展示

4月 ～

6月

キ
日
曜
日
及
び
祝
日
も
開
館

生物多様性特別イベ ン トr昆 虫WEEK』(4月29日 ～5月7日)

昆虫類をとおして、生き物の多様性の不思議について発見するとともに、実際

に野外に出るときの昆虫類とのふれあい方について学びます。小学生以上対象。

一

ア ー マ

r昆 虫 』

7月 季節 の観察会r夜 のいき ものたち』(1日 、 日程未定)

闇夜で活動する生きものたちを観察 します。

小学校高学年から中学生までの親子対象。
一

ア ー マ

rコ ウ モ リ』
8月 生物 多様性 まつ り(8月6日 開催予定)

毎年恒例のイベン ト。標本作製講習会や海藻お しば しお り作 り、自然観察会な

どなど盛りだくさんの内容です。

9月 季節 の観察会r秋 の虫』(1日 、 日程未定)

身近な昆虫をとおして、その不思議な世界にふれます。
小学校低学年の親子対象。 一

アーマ
『秋の生き物』10月 季節 の観察会r秋 の実 り』(1日 、 日程未定)

どんぐりやキノコをとお して、その不思議な世界にふれます。

小学校低学年の親子対象。

*イ ベ ン トの 内容 は都 合 に よ り変 更 にな る場 合 も ご ざ い ます ので 、 御 了承 くだ さ い。

*休 日開館(土 日祝 日)は 、4月29日(土 ・祝)～10月29日(日)ま で。

*イ ベ ン トの詳 細 につ いて は直 接 お 問 い合 わ せ いた だ くか 、 生 物 多 様 性 セ ン ター ホ ー ム ペ ー ジ を ご参 照 下 さ い。
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「融WEEK」 イベント内容 く4囲 躍 匹 回 圏■■ ■ ■

○昆虫の多様性標本展;山 地のブナ林、里山のクヌギ林、平

地のシイ ・カシ林等、それぞれの環境を代表する昆虫や同

じ仲間であっても色や形、大きさが全く異なる多様な昆虫

たちの生態、絶滅のおそれがある昆虫や外国産の昆虫につ

いて、標本を使って詳しく紹介します。また、これか らの

季節、実際に野外に出かけたときの観察の仕方など、虫た

ちとの正しいふれあい方も学べます。CCDカ メラを使った

チ ョウのはねの美しい構造色や食物の違いによる口吻の形

の違いなどを拡大した映像は必見ですよ!

Oク ワガタカー ド探し=生 物多様性センターで しか手に入 ら

ないオリジナルの昆虫カー ド(生 物多様性カー ド)を 作成

しました。初回は 日本のクワガタムシ。野外の森にみたて

? 、.一 、

＼
}

』
唱
ノ

た空間で、昆虫観察の疑似体験をしなが ら、カー ドを探 し

ます。全種類集められるかな?

○昆虫クイズラリー=昆 虫クイズに答えて、正解者限定のプ

レゼントをもらっちゃおう!

○昆虫親子パズル=こ の昆虫、大きくなったらなんになる

の?昆 虫親子パズルを親子で考えなが ら解いてみてはいか

がでしょうか?

○昆虫博士講座(予 約制):4月29日 と30日 限定のイベント

です。前半は昆虫博士がパネルや標本を使って、昆虫の不

思議について詳 しく教えてくれます。いろいろ質問してみ

よう!後 半は実際に森に入って、小さな土壌生物を顕微鏡

で観察 してみよう!何 匹見つけられるかな?

生物 多様性カ ー ドコ

縦8.8cm横6.2cm、 名刺をひとまわ り大きくしたサイズの

カー ド。カー ドの表面には生物多様性センターに収蔵してい

る標本の高解像度写真を配置し、裏面には学名、生態、クワ

ガタに関する豆知識などの生物情報を載せています、生き物

が持つ独特の美しさを鑑賞しつつ、生き物のちょっとした不

思議を学ぶことが出来るカー ドとなっています。今年のゴー

ルデンウィーク期間に生物多様性カー ド第一弾 「日本のクワ

ガタムシ15種 」が公開となるので、皆さん是非、生物多様

性カー ドを手にとって見てください。

今後、続々と生物多様性カー ドのシリーズが公開される予

定ですので皆さん楽しみにしていてください。カー ドを集め

て表面の写真を眺めるのもよし、カー ドの裏の生物情報を全

部読んで生き物博士の道 を歩むのもよし。生物多様性センタ

ーに行って、生物多様性カー ドを手に入れよう。

カ
ー
ド
裏
面
に
あ
る
バ
ー
コ
ー
ド
を
生
物
多
様
性
セ
ン
タ
ー
の

バ
ー
コ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
読
ま
せ
る
と
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
引

き
出
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。
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環境省では、日本におけるガンカモ科鳥類(ハ クチ ョウ ・ガ ン ・

カモ)の 冬期の生息状況を把握 し、野生生物保護行政に役立てる

ために、全都道府県の協力を得て毎年1回 、全国一斉調査を実施し

てもらい、全国集計しています。今年度も1月 中旬に全国の湖沼等

で調査が行われました。この調査結果の暫定値について記者発表

を行いましたので、概要を報告します。

1(記 醗 鎖 料 ・htt・・〃ww曲i・di・ ・α」・/・・w・/・・wi・fαhtml)1

(羽)

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

全国における観察数

全国で観察された総数は、ハクチ ョウ類約8万2千 羽、ガ ン類約

11万4千 羽、カモ類約186万8千 羽でした。過去10年 間の調査結果

(図)を みると、全国におけるガンカモ科鳥類の観察数は、年変動

はあるものの、 ほぼ同程度で推移しています。ハクチ ョウ類につ

いては、北海道、東北地方から新潟県にかけての地域で観察数が

多く、この地域で全国の約81%に 当たる約6万6千 羽が観察されま

した。マガンをはじめとするガ ン類については、宮城県で全国の

約86%に 当たる約9万7千 羽が観察されています。マガモなどのカ

モ類については、広 く全国で観察されました。

500,000

＼ 《 グ=二こ::

一ハ クチ ョウ類

一 ガン類

一 カモ類

一総数

地域的な観察数の変化について

ガ ンカモ科鳥類のうち、コハクチョウ、ヒシクイなど一部の種

においては、昨年度 と比較して南寄 りの地域に分散して観察され

ました。

例えば、コハクチ ョウについて

は、例年、北日本を中心に観察さ

れていますが、今年度は新潟県、

山形県で大きく減少 しています。

一方、千葉県、長野県、滋賀県、

島根県などでは昨年度と比べて観

察数が大きく増加しました。(表)

コハクチ ョウなどの種が昨年度

と比較して南寄りの地域に分散し

て観察された原因は特定できてい

ませんが、今冬の日本海側を中心

とした積雪、結氷の状態が影響し

ている可能性が考えられます。

なお、今回の集計結果はデータ

の精査を行っていない暫定値です

ので、今後データの精査を行った

上で最終的な取 りまとめを行いま

す。 表 コハクチョウ観察数の変化

一 一一=0
轟 》 ド諏 斌 轟 蟹(年)

図 ガ ンカモ科烏類冬期生息数の推移

(*2006年 は暫定値 、その他は確定値)

調査年 ハクチ ョウ類 ガン類 カモ類 総 数

H9 56,731 42,973 1,991,116 z,asoszo

H10 57,516 56,310 1,902,564 2,016,390

H11 59,845 56,980 1,705,321 1,822,14fi

H12 sz,i7i 97,021 1,878,773 2,027,965

H13 50,375 47,840 1,703,982 1,802,197

H14 67,072 69,701 1,821,288 1,958,061

H15 71,764 110,855 1,796,039 1,978,658

H16 78,296 80,909 1,888,505 2,047,710

H17 80,984 115,590 1,772,963 1,969,537

*H18 81,554 113,852 1,867,853 2,063,259

図 ガンカモ科鳥類冬期生息数の推移の数値
(*2006年 は暫定値、その他は確定値)

コハクチ ョウ コハ クチ ョウ コハ クチ ョウ

昨年度 今年度 変化率 昨年度 今年度 変化率 昨年度 今年度 変化率

北海道 794 602 76% 石川 1,012 796 79% 岡山 0 0

青森 152 17 11% 福井 9 104 1156% 広島 0 zo OX20

岩手 350 221 63% 山梨 0 3 0→3 山 ロ 0 0

宮城 2,398 3,433 143% 長野 1,467 3,015 206% 徳島 0 2 0→2

秋 田 533 418 78% 岐阜 a 278 0278 香川 0 a

山形 8,954 5,814 65% 静岡 1 38 3800% 愛媛 0 0

福島 5,105 5,785 113% 愛知 11 50 455% 高知 0 1 0→1

茨城 asi 717 156% 三重 1 1 100% 福岡 0 a

栃木 103 236 229% 滋賀 303 1,231 406% 佐賀 24 7 29%

群馬 73 359 492% 京都 a 49 049 長崎 0 a

埼玉 iss 331 243% 大阪 0 0 熊本 0 0

千葉 751 1,164 155% 兵庫 83 117 141% 大分 0 0

東京 a 6 0→6 奈良 3 0 3→0 宮崎 0 0

神奈川 0 42 042 和歌山 0 13 013 鹿児島 0 a

新潟 19,072 11,747 62% 鳥取 1,229 724 59% 沖縄 0 0

富山 203 439 21si 島根 1,576 2,839 180% 全国計 44,804 4Q,619 91%
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平成17年度都道府県担当者堰 囲 團 團 園 ■ ■ ■ ■ ■

平成18年1月24日(火)に 平成17年 度自然環境保全基礎

調査都道府県担当者会議が開催されました。今年は新宿御苑

(東京都新宿区)の インフォメーションセンターが会場とな

りました。本会議は全国の都道府県の自然環境保全基礎調査

担当者に参加していただき、生物多様性センターにおいて平

成17年 度に実施された業務、および次年度以降に実施予定の

業務について意見交換を行うことを目的として、毎年開催さ

れてお ります。

今年度の議題は以下の通 りです。

1.自然環境保全基礎調査

2.種 の多様性調査「都道府県委託調査」

3.重 要生態系監視地域モニタリング推進事業

(モニタリングサイ ト1000)

4.生 物多様性情報の提供(生 物多様性情報システム、クリア

リングハウスメカニズム、インターネット自然研究所)

5.自 然系調査研究連絡会議(NORNAC)

6.標 本および図書資料の収集

また、今回か ら都道府県委託調査の成果について発表の場を

設け、大阪府と神奈川県の担当者に事例紹介を行っていただ

きました。全国から合計46名 の出席を得、植生調査やモニタ

リングサイ ト1000な どの業務に関する話題やインターネット

自然研のコンテンツについて議論が交わされました。

自然環境保全基礎調査都道府県担当者会議の様子

r植生調査ホームペーう臨 国 匪 回■ ■ ■ ■ ■ ■

植生調査のホームページを更新し、昨年度に整備した植生

図を公開しました。

生物多様性センターでは自然環境保全基礎調査の一貫とし

て、平成11年 度か ら縮尺1/2.5万 植生図を整備しており、そ

の結果を 「第6回 ・第7回 自然環境保全基礎調査 植生調査情

報提供ホームページ」で公開しています。

平成16年 度からは、GIS仕 様の植生図となってお り、北海

道、北陸、中部、近畿、中国四国、九州・沖縄で111面 が整備

されました。今回公開された整備地域には、生物多様性セン

ターのある富士山地域も含まれてお ります(右 図参照)。

また、ホームページでは、植生図のほか、植生図の作成手

法、凡例解説等をご覧いただくことができます。植生図のJP

EG画 像 を簡単にダウンロー ドすることもできますので、調

査で植生図を使われたい方、お住まいの地域の植生を調べた

い方など、是非一度ご覧下さい。

○植生調査情報提供ホームページURL

富士山の植生図

http://www.vegetation.jp/

人 の動 き(2006年1月

〈転出〉

水田 良幸(国 ±交通省国土地理院へ)

澤栗 浩明(釧 路自然環境事務所へ)

櫻又 涼子(野 生生物課へ)

桜井 澄重(退 職)

【4月1日 付 】

【4月1日 付 】

【4月1日 付 】

【3月31日 付】

〈転入〉

寺島 健太郎(国土交通省国±地理院から)【4月1日付】

岸田 宗範(新 規採用)【4月1日 付】

長谷川 修一(新規採用)【4月1日 付】

小林 幸恵(新 規採用)【4月1日 付】
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冨 層 ■ 昭 躍 躍 囲 ■匪1し ている標本の紹介(第1・回)

標本からわかる生物多様性
～クワガタムシの大顎に見る種内多型の秘密～

和 名;ノ コ ギ リ ク ワ ガ タ

学 名:∫ ケ050POOO17ロ8加df11証 召S加`ノ 加 説 召S

(Matschulsky,1857)

分 類:コ ウ チ ュ ウ 目 ク ワ ガ タ ム シ 科

雑木林の格闘昆虫
...........................................

夏本番の7月 から8月にかけて山野には様々な昆虫が出現し

ます。その中で も、クワガタムシ類はカブ トムシと並んで子

供たちの人気者で、夏の昆虫採集の定番 となっています。ク

ワガタムシは日本に37種 が知 られていて、その大きさや形、

生息環境も様々です。山地の落葉広葉樹林帯にはミヤマクワ

ガタやアカアシクワガタなど。平野部から低山帯のクヌギ ・

コナラの雑木林にかけては、ノコギ リクワガタやコクワガタ

など.赤 腐れ した朽木には体長が5mmほ どしかないマダラ

クワガタ、ブナの立ち枯れには全身メタリックブルーのルリ

クワガタなど。また、運が良ければ、クヌギ林でクワガタム

シの王様オオクワガタに出会えるかもしれません。

大顎の大きな大歯型と、小さな小歯型
...........................................

クワガタムシ類は大型種を中心として、雄が大きな大顎

(おおあご)を 持つことが知 られています。 これは雌の獲得

やなわばり争いの闘争に使う武器とな り、大きな大顎を持つ

方が子孫を残すのに有利だといわれています。

しかし、実際に野外で見られるノコギリクワガタやオオク

ワガタでは、同じ種の中でも立派な大顎を持つ大型個体(大

歯型)か ら、体のサイズも大顎も非常に貧弱な個体(小 歯型)

まで、様々なタイプの雄個体が見られます。このように同一

種内で形態が異なる現象を種内多型といいます。

クワガタムシの体のサイズは、幼虫時代の栄養状態に左右

されるとされ、蛸になるまでに幼虫がどれだけ大きくなれる

かで成虫時のサイズが決まります。このため、成虫の大きさ

に大小の差が現れるのは、ごく当然の成り行きと言えるでし

ょう。

また、小型個体は基本的に小歯型に、大型個体は大歯型に

なる傾向が強いことが知られています。さらに、体のサイズ

が中間的な個体では中歯型と呼ばれる中間な大顎にはなりづ

らく、大歯型か小歯型のどちらかに偏る傾向があることも知

られています。 これは適者生存の進化論からすると、非常に

不可解な話です。本来、クワガタムシの雄が、進化の過程で

雌や餌場を獲得するために大顎を発達させたのであれば、全

ての個体が少しでも大顎を発達させる方向に成長するはずで

す。

小歯型は決して不利ではない
...........................................

これ らの現象から、クワガタムシのオスの大顎に関しては、

どうも大歯型の個体が子孫繁栄に有利であるということは一

概には言えないようです。そして、最近の研究から小歯型の

個体は、 自分の体型の長所を生かした子孫繁栄の戦略を持っ

ていることが解ってきました。

まず、小歯型個体は大顎が小さいことによって、移動が速

いという特徴を持ちます。歩くのも飛ぶのも、大歯型に比べ

て格段に速いようです。 このため、鳥や哺乳類などの天敵か

ら逃れたり、身を隠したりするのにも有利 といわれています。

また、大歯型同士の激 しい闘争は個体の生存にとって非常

にリスクが高 く、時には闘争が原因で死亡することす らあり

ます。 これに比べて、小歯型は無駄な争いを避け、生存率を

上げて交尾の機会をうかがっているようです。夕刻に樹液な

どにいち早く集まって、先に餌を食べて後か ら来た大歯型個

体にさっさと餌場を譲 り、それ らが餌を食べている間にメス

と交尾を行っています。

このように一見弱そ うな小歯型も、実はその体型を生かし

た合理的な生き方をしていることが解ってきました。そして、

クワガタムシは幼虫時代に体のサイズが決まった後、蠕にな

るときに大型個体は大歯型に、小型個体は小歯型に偏るよう

になっているという遺伝的な力が働 くという説が有力視され

ています。 これは、カブ トムシに関しても同じことが言えま

す、大きい個体は闘争に有利な方向に、そ して小さい個体は

高い移動能力をもつ方向に、クワガタムシ達はそれぞれ自分

の体のサイズに合った大顎の選択をしているといえるでしょう。

森でクワガタムシに出会ったら、2タ イプいないかよく観

察 してみてください。

参考資料:荒谷邦夫(2002)小さなオスに立場はあるのか?
一クワガタムシやカブトムシの種内多型の謎一

動物たちの気になる行動(2):70-80,裳華房,東京

藺
小歯型 中歯型 大歯型
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生物多様性センター(正 式名称:環 境省自然環境局生物多

様性センター)は 富士山北麓(山 梨県富士吉田市上吉田剣丸

尾)の 標高約1000mの アカマツ林の中に立地 してお り、富

士山五合目まで通じる富士スバルライン沿いにあ ります(裏

表紙のMAP参 照)。 昭和48年 よ り開始された自然環境保全

基礎調査(み どりの国勢調査)を はじめとする調査関連業務、

調査によって得られた情報を広く国民の皆様にお伝えする情

報関連業務、また調査等により得 られた貴重な標本資料を収

集 ・利活用するための標本資料関連業務、生物多様性の意義

についてイベント等を通してどなたにもわか りやすく、また

楽しくお伝えするための普及啓発関連業務の4つ を主な業務

の柱 として、平成10年4月 に開館 してか ら今年で9年 目を迎

えました。

〆'L
:♪

し
署

フジアザミ アサギマダラ

今回から連載予定の 「生物多様性センターガイ ド」では、

実際にセンターに立ち寄ることで誰でも無料で見学できる展

示施設、原則として非公開の標本収蔵施設、またセンターに

来な くてもいつでも気軽に閲覧できる多種多様なWEBコ ン

テンツについてご紹介します。第1回 目は生物多様性センタ

ー周辺の自然環境を始めとする見どころについてご紹介しま

す。

,ン麦謬 』㌦

姿鰐 一鷺賜見差舞
㌔膿戸知)イ 〃舜童 見灘 韓

言わずと知れた 日本の最高峰である富士山(標 高3776m)

は過去に何度も大小の噴火を繰 り返 しました。その結果、富

士山北麓地域には噴火で流れ出た溶岩によって河川がせき止

められてできたと考え られている富士五湖や忍野八海が存在

しています。生物多様性センターの住所にもなっている剣丸

尾という聞きなれない地名も、今から1000年 以上前に富士

山か ら噴出した溶岩によって形成された溶岩台地のことを指

しています。このように富士山周辺には溶岩が卓越する栄養

に乏しい土地が多 く存在するため、貧栄養でも生育可能な植

物が多く見られます。生物多様性センターの周辺に広がるア

カマツ林も貧栄養に強い植物の1つ です。その他 にもフジア

ザミやノリウツギなどの貧栄養に強い植物を生物多様性セ ン

ター周辺で見ることができます。また生物多様性センターと

山梨県環境科学研究所、富士北麓公園をつな ぐ自然散策路沿

いでは、動植物の他、かつて存在 していた森林の樹木が溶岩

に押し流された際に樹木の形のみが残った溶岩樹形が存在 し

ています。穴の大きさから判断すると、現在の林よりももっ

と大きな巨木の森が広がっていたことが想像できます。

富士山を中心 として大部分の地域が富士箱根伊豆国立公園

に指定されています。公園内には富士の樹海で有名な原生林

など非常に貴重な 自然が今も手付かずのまま残っています。

...........................................

雪に覆われるこの地に遅い春を告げるのは 「フジザクラ」

(山梨県以外ではマメザクラと呼ばれる)の 開花です。 この

地域に特に多 く分布するサクラの仲間で、有名なソメイヨシ

ノよりも小さくて可憐

な花を咲かせます。初

夏になると一斉に草木

が花をつけ、その花を

目当てに多くの昆虫が

活動を始めます。また フジザクラ

多くの夏鳥がやってきてさえず り、森を賑やかにしていきま

す。富士山には大型の哺乳類も多 く生息 し、運がよければス

バルライン沿いでもニホンジカやニホンカモシカと出会える

チャンスがあります。秋は

樹木の紅葉が大変美しく、

県内外からたくさんの観光

客が見物にやってきます。

また林床には多種多様なキ

キピタキ ノコが発生 し、紅葉 ととも

に秋の林を彩 ります。冬は富士山が真っ白に雪化粧をします。

朝焼けにピンク色に染まる紅富士の眺めは見るものを魅了し

ます。富士五湖には北国か らカモの仲間が越冬のためにやっ

てきて鳥類愛好家の目を楽 しませます。

このように素晴 らしい自然環境の宝庫である富士山北麓地

域にいらした際には、是非生物多様性セ ンターにもお立ち寄

りください。今年度はさらに多 くの方々に来館 していただけ

るように、年間を通してイベント等を行いアピール して参 り

たいと考えております。

最新のイベント情報等は随時HP(http:〃www㎞odic.gαjp/)

でご確認 ください。
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Ψ 生物多様性センター 入場無料
BiodiversityCenterofJapan

ゴールテンウ ィーケ特別 イベ ン ト

圏
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藤レにい珍 よ

平成18年4月29日(土)
～5月7日(日)9:00～17:00

昆 虫標本 展 示
当センターに保管されている貴重な日本の昆虫標本を多数公開!

々蓉劾
今ない昆弘の移

,"邑
'

こんぢゅうはかせこうざ

昆 虫 博 士 講 座(保 酬50円 がかかります)

日本の昆虫のふしぎな話や、野外での観察のレかたを、昆虫博士が楽しくお話しレます。
※予約受付は4月14日 ～21日(応 募多数の場合は抽選)予綿制

4月29・30日 のみ

ク ワ ガ タ カ ー ド探 し ほかr詑 楽しいイベントが

部屋の中の 「森」でクワガタカ_ド を探そう1い っぱい1

、

1/24自 然環境保全基礎調査都道府県担当者会議

(東京)

1/28

1第18回 巨木を語ろう全国フォーラム

1/29(宮 崎)

お 申 し 込 み ・お 問 い 合 わ せ

環 境 省 生 物 多 様 性 セ ン タ ー イ ベ ン ト担 当

冨士 吉田 市上 吉田剣 丸尾5597-1

TEL:0555-72-6031FAX:0555-72-6032

e-ma醐:event@biQdic.gQJpURL:www.biQdicgojp

※内容は一部変更することもあります。
最新情報はホームページ、または画妾お問い合わせ下さい。

2/14植 生調査ブロック調査会議(九 州・沖縄)

2/17来 訪:ジ ョン・ハットン氏

(UNEP持 続的利用専門家グループ議長)

2/22植 生調査ブロック調査会議(東 北)

2/24植 生調査ブロック調査会議(北 海道)

2/27植 生調査ブロック調査会議(近 畿)

3/1植 生調査ブロック調査会議(関 東)

3/2植 生調査ブロック調査会議(北 陸)

3/7植 生調査植生分科会(東 京)

3/18

1生 物多様性条約第8回締約国会議(COP8)

4/3(ブ ラ ジル)

4/7ガ ンカモ科鳥類生息調査の発表

生物多様性センター惨.4月29日 よ聞置0月29日 ま石、土 ・日 ・祝日も開館しτい審¢。

己れ"ら も楽し`覧イベントを予定しτ`旧 …す.詳 しく惨HPを{=覧 下さ`竃。
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発行 環境省 自然環境局生物多様性センター

〒403-0005山 梨 県 富 士 吉 田市 上 吉 田 剣 丸 尾5597-1

電 話=0555-72-6031FAX:0555-72-6032

URL:http://www.biodic.go.9p/

e-mail:newsmanｮbiodic.go.ip

※ニ ューズ レターは下 記URLか ら もご覧 頂 けます。

URL:http://www.biodic.go.jp/center/news/
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