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１．目  的   

この調査は、本市における自然環境についての現状を把握し、今後の施策

に生かしていくと共に、市民の皆さまに身近な自然環境や生物多様性につい

て興味を持って頂き、地域における緑を含めた自然環境の保全及び生物多様

性の保全につなげていくことを目的としています。 

 

２．募集期間  

平成２３年４月１日～平成２３年８月３１日 

 ※ただし、この期間以外に見たという情報についても集計しました。 

   

３．調査場所   

川越市内の野鳥を見つけた所在地。また、近くに目印があれば、併せてお

知らせいただきました。さらに、そのフィールド（自宅の庭・河川・樹林・

農地等）についてもお知らせいただきました。 

 

４．調査方法 

  広報紙や市ホームページ、ポスター掲示などを通じて、市内で見つけた身

近な野鳥についての情報を市民の皆さまから募集いたしました。 

募集内容については次のとおりです。 

 

５．受付方法                               

窓口、郵送、FAX(049-225-9800)、及び電子メール

（kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp）、にて受付しました。また、

【別表１】“身近な野鳥の調査シート”（A4用紙）を御利用いただきまし

た。 

No. 項 目 内 容 

1 鳥の種類 
ツバメ、オナガ、メジロ等見つけた野鳥の種類をお知らせ下さい。

※野鳥であれば、どんな鳥でも結構です。 

2 鳥の数 何羽見つけたかわかる範囲でお知らせ下さい。 

3 
調査日  

（見た時期） 
野鳥を見つけた日。もしくは見た時期。 

4 
調査場所 

（見た場所） 

どこで見つけたか、その所在地をお知らせ下さい。また、近くに

目印があればそれも出来るだけ詳しくお知らせ下さい。また、そ

のフィールド（自宅の庭・河川・樹林・農地 等）をお知らせ下

さい。 

5 感想・その他 野鳥を見つけた感想、その他なんでもお知らせ下さい。 

6 
住所・氏名・

連絡先 
差し支えなければ住所、氏名、連絡先をお知らせ下さい。 

7 写真データ 
見つけた野鳥を撮影された方は写真データをいただけると幸い

です。いただいた写真データは貴重な資料とさせて頂きます。 
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【別表１】 

６．情報提供者数 

  合計１４名 （延べ４９１件） 

  

７．調査結果 

 ⅰ）鳥類の確認状況 

  今回の調査で皆さまからお寄せいただいた市内の鳥類は、夏季７４種冬季

４１種となりました。これまでに川越市が調査した既存資料（市内の各地点

においてそれぞれ期間を通して調査した結果）によると、約１６０種の鳥類

が記録されています。なお、今回の調査は、4 月 1 日から 8 月 31 日までの夏

季に実施したものです。他の季節の目撃情報も皆さまより寄せられ、沢山の

情報をいただくことができました。 

ちなみに、現在までに埼玉県内で記録された県産鳥類は、３３１種（埼玉

県レッドデータブック 2008）を数え、全国で記録のある５４２種（日本鳥学

会、2000）の約６１％を占めるに至っています。 

 

 ⅱ）データ一覧 

  今回皆さまから寄せられたデータは川越市全図上にまとめました。さらに

詳細なデータとして、寄せられた全てのデータを地区別にまとめました。ま

た、その際に頂いた写真データについて、一部をご紹介させていただきます。 
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伊佐沼 
(ｸﾛﾂﾗﾍﾗｻｷﾞ、ﾀﾞｲｻｷﾞ、ｺｻｷﾞ、
ｶﾙｶﾞﾓ、ｺﾁﾄﾞﾘ、ｾｲﾀｶｼｷﾞ、ｺｱｼﾞ
ｻｼ、ｶｲﾂﾌﾞﾘ等) 

新河岸川 
(ｱｵｻｷﾞ、ﾀﾞｲｻｷﾞ、ｵﾅｶﾞ等) 

小畔川 
(ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ、ｷｾｷﾚｲ等) 

小畔水鳥の郷公園 
(ｶｲﾂﾌﾞﾘ、ｶﾙｶﾞﾓ、ｱｵｱｼｼｷﾞ等) 

※調査箇所を ● にて表示。報告された主

な鳥類の名前を載せた。伊佐沼や川越水上

公園、小畔水鳥の郷公園、安比奈親水公園、

寺尾調整池については、線で囲んで表示。

報告された主な野鳥の種類を記載。 

また、調査いただいた河川（新河岸川、小

畔川ほか）については実線で表示。 

川越水上公園 
(ｺｹﾞﾗ、ｶﾜｾﾐ、ﾊｸｾｷﾚｲ、
ﾉｽﾘ、ｶﾞﾋﾞﾁｮｳ等) 

安比奈親水公園 
(ﾋﾊﾞﾘ、ｶﾜｾﾐ、ﾊｸｾｷﾚｲ等) 

寺尾調整池 
(ｶﾜｾﾐ、ｵｵﾖｼｷﾘ､ﾂﾊﾞﾒ等) 

入間川 

調査箇所一覧（川越市全図） 入間川 
(ｵｵﾖｼｷﾘ、ｶｲﾂﾌﾞﾘ等) 

ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ、ｼｼﾞｭｳｶﾗ等 

ﾒｼﾞﾛ、ｵﾅｶﾞ、ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ、ｷｼﾞ、ﾉｽﾘ等 

ｶﾜｾﾐ、ｶﾙｶﾞﾓ、ｷｼﾞ、ｶﾜﾗﾋﾜ等 

ﾂﾊﾞﾒ、ﾒｼﾞﾛ、ｺﾁﾄﾞﾘ、ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ、ｷﾋﾞﾀｷ、
ｼｼﾞｭｳｶﾗ、ｵｵﾀｶ、ｶﾞﾋﾞﾁｮｳ等 

ｵﾅｶﾞ、ｳｸﾞｲｽ、ﾒｼﾞﾛ等 

ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ､ｷｼﾞ ｾｲﾀｶｻｷﾞ、ｶﾙｶﾞﾓ、ｺﾁﾄﾞﾘ等 

ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ、ﾋﾖﾄﾞﾘ等 

ｱｵｻｷﾞ 

ｼｼﾞｭｳｶﾗ、ｵﾅｶﾞ､ﾂｸﾞﾐ等 

ﾋﾖﾄﾞﾘ 

ｶｯｺｳ、ｵﾅｶﾞ 

ｵﾅｶﾞ、ｼｼﾞｭｳｶﾗ、ﾂﾊﾞﾒ等 

ｵｵﾖｼｷﾘ、ｶｯｺｳ 

ｵｵﾊﾞﾝ、ﾀﾞｲｻｷﾞ、ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ
ｶﾜｾﾐ、ｶﾞﾋﾞﾁｮｳ 

ｺｹﾞﾗ、ｱｵｹﾞﾗ、ｴﾅｶﾞ、ｼﾛﾊﾗ等 
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川越市全域を上図のとおり地区別に分けて情報を集計しました。 

 

《地区別の情報概要》 

【本庁地区】住宅街、社寺の樹林、河川敷、田などから情報が寄せられました。

夏季はドバトやカラス、ムクドリといったよくみられる野鳥から、

ツミやチョウゲンボウといった猛禽類、ツバメやヒバリなど多様な

野鳥が見られました。冬季は、サギ類、ジョウビタキの情報が寄せ

られました。（夏季１９種類・冬季２３種類） 

 

【芳野地区】伊佐沼やその周辺からダイサギ、コサギ、カルガモ、コチドリ、

セイタカシギ、コアジサシ、キジバト、ツバメ、ハクセキレイ、ス

ズメ、カイツブリなど多種類の野鳥が観察されました。また、国際

的にも希少なクロツラヘラサギが観察されました。（夏季３６種類・

冬季４種類） 

 

【古谷地区】田でアオサギが見られました。（夏季１種類） 

 

 川鶴地区 

0 500 2,000 1,000 

N 

■ 地区区分図 

市街化区域 

霞ケ関北地区 

南古谷地区 

霞ケ関地区 
本庁地区 

山田地区 
芳野地区 

古谷地区 

高階地区 

福原地区 

大東地区 

名細地区 
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【南古谷地区】今回の調査では情報が寄せられませんでした。 

 

【高階地区】新河岸川、寺尾調整池、住宅街などからツバメ、ヒバリ、カワラ

ヒワ、アオサギ、シジュウカラなどの情報が寄せられました。（夏季

１３種類） 

 

【福原地区】（仮称）川越森林公園計画地とその周辺地域の樹林を中心に、ツバ

メ、キビタキ、シジュウカラ、メジロなど多種類の情報が寄せられ

ました。貴重なオオタカの情報も寄せられ、また、特定外来生物に

指定されているガビチョウ、カオグロガビチョウも見られました。

（夏季４３種類） 

 

【大東地区】川越水上公園やその付近での情報が寄せられました。シジュウカ

ラ、オナガは年間を通じて見られ、夏季はササゴイ、ウグイスなど、

冬季はジョウビタキ、シメなどが見られました。トビ、ノスリ、チ

ョウゲンボウといった猛禽類の情報も寄せられました。また、大東

地区でもガビチョウが見られました。（夏季１４種類・冬季２４種類） 

 

【霞ヶ関地区】安比奈親水公園、入間川から夏季はアオサギ、カワセミ、ハク

セキレイ、オオバンなど、冬季はダイサギ、カワセミ、セグロセキ

レイの情報が寄せられました。また、霞ヶ関地区でもガビチョウが

観察されました。（夏季９種類・冬季３種類） 

 

【霞ヶ関北地区】入間川付近からノスリやキジ、カイツブリ、モズといった様々

な種類の野鳥の情報が寄せられました。（夏季６種類・冬季１種類） 

 

【川鶴地区】小畔水鳥の郷公園からカワウ、カルガモ、カイツブリ等の水鳥の

を中心に情報が寄せられました。（夏季８種類） 

 

【名細地区】入間川や小畔川といった河川や住宅街等から、夏季はキジ、ウグ

イス、オナガなど、冬季はマガモやカワセミ、メジロなど多種類の

情報が寄せられました。（夏季５種類、冬季９種類） 

 

【山田地区】住宅地や農地、河川など様々な場所から、オオヨシキリやウグイ

ス、カワセミ、ダイサギ、ノスリなど多くの情報が寄せられました。

（夏季１６種類・冬季８種類） 

 

 

 

 

 



種名 目名 科名

カワウ ペリカン ウ ● ●
ミゾゴイ
ゴイサギ ●
ササゴイ★ ●
アマサギ ●
チュウサギ
コサギ ●
アオサギ ● ● ● ● ●
ダイサギ ● ● ●
サンカノゴイ
ヨシゴイ★ ●
カルガモ ● ● ● ● ●
コガモ ● ●
オナガガモ
オオハクチョウ
オシドリ
マガモ
トモエガモ
ヨシガモ
オカヨシガモ
ヒドリガモ ●
ハシビロガモ
ホシハジロ
キンクロハジロ
スズガモ
ミコアイサ
バリケン ●
ハチクマ
トビ ● ●
オオタカ★ ●
ツミ★ ●
ハイタカ
ノスリ★ ●
サシバ
ミサゴ
チュウヒ
ハヤブサ
チゴハヤブサ
チョウゲンボウ★ ● ●
コジュケイ ●
キジ ● ● ● ● ● ● ●
ウズラ
コチドリ ● ● ●
イカルチドリ★ ● ●
ムナグロ
タゲリ
タカブシギ
ヤマシギ
クサシギ
キアシシギ
イソシギ★ ● ●
タシギ ●
セイタカシギ ●
トウネン ●
アオアシシギ ●
ユリカモメ
セグロカモメ
オオセグロカモメ
カモメ
ウミネコ
コアジサシ★ ●
ドバト ● ●
キジバト ● ● ● ●
アオバト
シラコバト★ ●
カッコウ ● ● ●
ツツドリ
ホトトギス ●
トラフズク
コミミズク
オオコノハズク
アオバズク
フクロウ
ヨタカ ヨタカ ヨタカ
アマツバメ アマツバメ アマツバメ
アカショウビン
カワセミ★ ● ● ● ●
アオゲラ★ ●
アカゲラ
コゲラ ● ●
アリスイ

チドリ
シギ

芳野 川鶴 名細古谷

コウノトリ サギ

カモ カモ

タカ

タカ

ハヤブサ

フクロウ

キジ

カワセミ

キツツキ

カモメ

本庁管内

ブッポウソウ

キツツキ

ハト

カッコウ

フクロウ

キジ

チドリ

ハト

カッコウ

※地区別に確認された野鳥を●にて表示。

※埼玉県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸによる希少種を★で表示。【確認された野鳥の地区別一覧表】夏期（４～９月）

高階 福原 大東 霞ヶ関 霞ヶ関北 山田
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種名 目名 科名

芳野 川鶴 名細古谷本庁管内

※地区別に確認された野鳥を●にて表示。

※埼玉県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸによる希少種を★で表示。【確認された野鳥の地区別一覧表】夏期（４～９月）

高階 福原 大東 霞ヶ関 霞ヶ関北 山田

ヒバリ ヒバリ ● ● ● ● ● ●
ショウドウツバメ
ツバメ ● ● ● ● ●
イワツバメ ●
イワミセキレイ
キセキレイ
ハクセキレイ ● ● ● ● ●
セグロセキレイ ●
ビンズイ ● ●
タヒバリ ●
サンショウクイ サンショウクイ
ヒヨドリ ヒヨドリ ● ● ● ● ●
チゴモズ
モズ ● ●
アカモズ
キレンジャク
ヒレンジャク
カヤクグリ イワヒバリ
コルリ
ルリビタキ
ジョウビタキ ● ●
ノビタキ
トラツグミ
クロツグミ
アカハラ ●
シロハラ ●
マミチャジナイ
ツグミ ● ● ●
イソヒヨドリ
マミジロ
ヤブサメ
ウグイス★ ● ● ● ● ●
オオヨシキリ ● ● ● ●
メボソムシクイ
エゾムシクイ
センダイムシクイ★ ●
キクイタダキ
セッカ ● ●
キビタキ★ ●
オジロビタキ
オオルリ★ ●
サメビタキ
エゾビタキ
コサメビタキ
サンコウチョウ カササギヒタキ
エナガ★ エナガ ●
コガラ
ヒガラ
ヤマガラ ●
シジュウカラ ● ● ● ● ● ●
メジロ メジロ ● ●
ホオジロ★ ● ● ●
コジュリン
カシラダカ
ミヤマホオジロ
ノジコ
アオジ★ ●
クロジ
オオジュリン
アトリ ●
カワラヒワ ● ● ● ●
マヒワ
ウソ
イカル ●
シメ ●
ベニマシコ
スズメ ハタオリドリ ● ● ● ●
コムクドリ
ムクドリ ● ● ● ●
カケス ●
オナガ ● ● ● ● ● ● ●
ハシボソガラス ● ● ●
ハシブトガラス ● ● ●
ミソサザイ ミソサザイ
カオグロガビチョウ ●
ガビチョウ ● ● ●
クイナ
バン★ ●
オオバン★ ●
カイツブリ カイツブリ カイツブリ ● ● ●

19 36 1 13 43 14 9 6 8 5 16

カラス

ウグイス

ヒタキ

シジュウカラ

ホオジロ

ツバメ

セキレイ

モズ

レンジャク

ツグミ

チメドリ

ツル クイナ

アトリ

ムクドリ

スズメ
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種名 目名 科名

カワウ ペリカン ウ ●
ミゾゴイ
ゴイサギ
ササゴイ
アマサギ
チュウサギ
コサギ ● ●
アオサギ ●
ダイサギ ● ● ●
サンカノゴイ
ヨシゴイ
カルガモ ●
コガモ
オナガガモ
オオハクチョウ
オシドリ
マガモ ●
トモエガモ
ヨシガモ
オカヨシガモ
ヒドリガモ
ハシビロガモ
ホシハジロ
キンクロハジロ
スズガモ
ミコアイサ ●
バリケン
ハチクマ
トビ
オオタカ★ ●
ツミ★ ●
ハイタカ
ノスリ★ ● ● ●
サシバ
ミサゴ
チュウヒ
ハヤブサ
チゴハヤブサ
チョウゲンボウ★ ● ●
コジュケイ
キジ ●
ウズラ
コチドリ
イカルチドリ ●
ムナグロ
タゲリ
タカブシギ
ヤマシギ
クサシギ
キアシシギ
イソシギ
タシギ
セイタカシギ
トウネン
アオアシシギ
ユリカモメ ●
セグロカモメ
オオセグロカモメ
カモメ
ウミネコ
コアジサシ
ドバト
キジバト ● ● ● ●
アオバト
シラコバト
カッコウ
ツツドリ
ホトトギス
トラフズク
コミミズク
オオコノハズク
アオバズク
フクロウ
ヨタカ ヨタカ ヨタカ
アマツバメ アマツバメ アマツバメ
アカショウビン
カワセミ★ ● ● ● ● ●
アオゲラ
アカゲラ ●
コゲラ ● ●
アリスイ

チドリ
シギ

芳野 川鶴 名細古谷

コウノトリ サギ

カモ カモ

タカ

タカ

ハヤブサ

フクロウ

キジ

カワセミ

キツツキ

カモメ

本庁管内

ブッポウソウ

キツツキ

ハト

カッコウ

フクロウ

キジ

チドリ

ハト

カッコウ

※地区別に確認された野鳥を●にて表示。

※埼玉県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸによる希少種を★で表示。【確認された野鳥の地区別一覧表】冬期（10～３月）

高階 福原 大東 霞ヶ関 霞ヶ関北 山田

－ 8  -



種名 目名 科名

芳野 川鶴 名細古谷本庁管内

※地区別に確認された野鳥を●にて表示。

※埼玉県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸによる希少種を★で表示。【確認された野鳥の地区別一覧表】冬期（10～３月）

高階 福原 大東 霞ヶ関 霞ヶ関北 山田

ヒバリ ヒバリ ●
ショウドウツバメ
ツバメ
イワツバメ
イワミセキレイ
キセキレイ ● ● ●
ハクセキレイ ● ● ●
セグロセキレイ ● ●
ビンズイ
タヒバリ
サンショウクイ サンショウクイ
ヒヨドリ ヒヨドリ ● ●
チゴモズ
モズ ● ● ●
アカモズ
キレンジャク
ヒレンジャク
カヤクグリ イワヒバリ
コルリ ●
ルリビタキ
ジョウビタキ ● ●
ノビタキ
トラツグミ
クロツグミ
アカハラ
シロハラ ●
マミチャジナイ
ツグミ ●
イソヒヨドリ
マミジロ
ヤブサメ
ウグイス
オオヨシキリ
メボソムシクイ
エゾムシクイ
センダイムシクイ
キクイタダキ
セッカ
キビタキ
オジロビタキ
オオルリ
サメビタキ
エゾビタキ
コサメビタキ
サンコウチョウ カササギヒタキ
エナガ エナガ
コガラ
ヒガラ
ヤマガラ
シジュウカラ ● ● ● ●
メジロ メジロ ● ● ●
ホオジロ★ ●
コジュリン
カシラダカ
ミヤマホオジロ
ノジコ
アオジ
クロジ
オオジュリン ●
アトリ
カワラヒワ ●
マヒワ
ウソ
イカル ●
シメ ●
ベニマシコ
スズメ ハタオリドリ ● ● ● ● ●
コムクドリ
ムクドリ ●
カケス
オナガ ● ●
ハシボソガラス ●
ハシブトガラス ● ●
ミソサザイ ミソサザイ
カオグロガビチョウ
ガビチョウ
クイナ
バン
オオバン
カイツブリ カイツブリ カイツブリ
クロツラヘラサギ コウノトリ トキ ●

23 4 0 0 3 24 3 1 0 9 8

カラス

ウグイス

ヒタキ

シジュウカラ

ホオジロ

ツバメ

セキレイ

モズ

レンジャク

ツグミ

チメドリ

ツル クイナ

アトリ

ムクドリ

スズメ

－ 9  -



【本庁地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

1 ジョウビタキ 1 12月 バードバス設置
2 コゲラ 1 12月
3 シジュウカラ 2～3 通年　ほぼ毎日
4 キジバト 2～3 通年　ほぼ毎日
5 メジロ 2～3 11月～3月ほぼ毎
6 カワセミ 1 2月 新河岸川 河川
7 ツミ 1 3月22日 脇田新町 住宅地

1 キジ H23年6月 小ケ谷 最明寺 農地

4 キジ H23年6月

5 ノスリ H23年1月～3月

6 チョウゲンボウ H23年1月～3月

22 カワセミ H23年1月～3月 川

23 ダイサギ H23年1月～3月 川

24 アオサギ H23年1月～3月 川

25 コサギ H23年1月～3月 川

26 ハクセキレイ H23年1月～3月 川

27 キセキレイ H23年1月～3月 川

28 メジロ H23年1月～3月 宅地

29 オナガ H23年1月～3月 宅地

30 シジュウカラ H23年1月～3月 宅地

31 スズメ H23年1月～3月 宅地

32 カワラヒワ H23年1月～3月 最明寺 農地

1 ヒヨドリ 2 通年 小室（自宅の庭木） 柿の木、白木蓮 宅地
連日のように声は聞く。確か3年前だったと思うが、鳴き声が短調（悲しげ？）
に必ず聞こえるのがいました。

2 ツグミ 2 4月15日 田
田で餌を取りながらもう一羽を追いかけていたということは番いになるため
だったか。3/26北公民館の敷地内で餌を探していた。

3 ジョウビタキ 1 2月～3月上旬 宅地 毎年冬に1～２回は見ることができる。（今年も来てくれたな、との念を抱く）

4 メジロ 1～2 宅地
最近は来る数が減ったように思う。住宅が多くなったためか。自宅庭にウグイ
スが来なくなって10年以上か

5 シジュウカラ 1～2 宅地

6 ハクセキレイ 1～2 年間 小室（農地（田）） 田
人間の生活圏に近しく入り込んできた鳥である。田で仕事をすると真っ先にく
る。草むしり等しゃがんだ姿勢のときは１ｍ位迄近くにくる。数年前後ろからピ
タリと付けてハトを追うハクセキレイを見た。何かあったと思われた。

7 ホオジロ
最近２種類共に自宅庭では見られない。（以前ヒバリを飼っていた）以前は田
の裏作に麦を作ったのでヒバリが必ず巣作りした。作業しながら巣の所在を
確認した。現在入間川付近でないと見られないのが残念。

8 ヒバリ

9 ハシブトガラス 小室 宅地
ｽｲ-ｯと飛んで電柱等にとまり、嘴掃除をする。何かを食した証しでありどの鳥
もそうだが、嘴はいつも綺麗にしている。

1 ヒヨドリ 5 4月13日 大仙波 動物管理センター 農地

2 キジ 1 5月17日 的場 八瀬大橋～関越 河川敷

3 ムクドリ 20 7月28日 元町 市役所 住宅街

7 カルガモ 6 8月24日 氷川町 氷川神社 河川 カルガモの親子

住宅地

川越西郵便局隣接商業施設予定地
入間川（関越～平塚橋）でも

赤間川八幡橋

自宅庭

入間川 河川

田

脇田新町

小室

野田町1丁目

1

2

4

6

小室（自宅の庭木）

入間川

－ 10 －



【本庁地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

1 タシギ 1 5月6日
一見ゴミに見えた。カメラで見たら鳥で、調べたらタシギ、初めて見た鳥でし
た、クチバシが長いのに驚きました。

2 オオタカ 1 2月10日
偶然にコガモを捕獲する所から食べる様子を一部始終を撮影でき、間近で見
られたのはラッキーでした。

4 メジロ 1 2月 神明町 自宅の小さな金柑の木 住宅地 鳴き声でメジロと分かり外へそ～っと出て見た。キンカンをつついていた。

6 アトリ 2 4月5日 郭町 県立川越高等学校裏　御岳神社 樹林 大木の枝に離れて２羽いた。

8 キジバト 2 4月10日 神明町 自宅の隣家の木 樹 つがいらしく、小枝を運んでいるので巣をつくるみたいだ。

19 ツミ 7 7月20日 宮下町 氷川神社前　宮下公園 樹林 幼鳥が５羽ケヤキの木にとまり親を待っている。あと少しで飛び立つ。

20 スズメ 一年中 この頃数が減ったように思う。

21 ムクドリ 一年中

22 ヒヨドリ 一年中

23 ハシブトガラス 一年中 増加しているよう。

24 シジュウカラ 一年中

25 ハクセキレイ 一年中 これは数が増えてきている。

26 ツバメ 3月～9月 近所の家に営巣　3月～9月頃まで

15 チョウゲンボウ 6 6月26日 市役所庁舎 市役所 建築物 巣立ちの親子

16 オナガ 1 7月1日 宮元町 郵便局 住宅地 以後毎日のように見かける

20 オナガ 1 7月17日 新河岸川 氷川橋 川 桜並木でよく見かける

自宅近く 住宅街

神明町 自宅近く 住宅街

初雁橋 川原

14

小ヶ谷9

10
神明町

－ 11 －



【芳野地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

6 4 ウグイス 2 8月15日 中老袋 入間大橋緑地 河川敷 鳴き声のみ

1 ジョウビタキ 1 3月5日 2m位前の支柱の先にとまって羽をふるわせて鳴いていた。かわいい。

2 ツグミ 1 3月5日 畑の上をいそがしく歩いていた。時々何か食べていた。

5 カワラヒワ 50～60 3月 北田島 芳野小の近く　JAの建物の東側 農地
水田が耕してある場所に群れてエサを食べていた。何かに驚きいっせいに飛ん
だ。風切羽が黄色で美しかった。

9 チョウゲンボウ 2 4月11日 芳野台 亀屋の工場近く 高圧線鉄塔 営巣中なのか？

10 シラコバト 2 4月14日 芳野台 公園 木 臆病な鳥で少し近づくとすぐ逃げてしまう。

11 ヒバリ 1 5月5日 ふれあい農園 畑 オスが上空でさえずっていた。麦畑もなくどこに営巣しているのか？

12 オオヨシキリ 1 5月14日 ふれあい農園 水路 川沿いのアシにとまり、ギョッ、ギョッと激しく鳴いていた。

13 コサギ 2 5月17日 冒険の森脇の水路 水路 2羽でエサを探していた。

14 ゴイサギ 1 5月20日 北田島 JAの建物 水路 水際でエサを探していた。

15 オナガ 2 5月22日 冒険の森 樹林 どこかに営巣しているのか鳴かずに行動していた。

16 コアジサシ 5 6月28日 池 上空でホバリングし、魚を狙っていた。

17 アマサギ 2 6月29日 池 シラサギ類に混じって２羽

18 カイツブリ 7 6月30日 池
親２にヒナ５　アシの中でヘビがヒナを狙っていた。親がするどく鳴いた。全員無
事でよかった。

1 カイツブリ 4月10日
2 カワウ 4月10日
3 カルガモ 4月10日
4 コガモ 4月10日
5 ヒドリガモ 4月10日
6 コサギ 4月10日
7 ダイサギ 4月10日
8 ツバメ 4月10日
9 ハクセキレイ 4月10日
10 ヒヨドリ 4月10日
11 スズメ 4月10日
12 ムクドリ 4月10日
13 ハシボソガラス 4月10日
14 カイツブリ 5月8日
15 カワウ 5月8日
16 カルガモ 5月8日
17 コガモ 5月8日
18 コアジサシ 5月8日
19 ダイサギ 5月8日
20 トビ 5月8日
21 キジバト 5月8日
22 カワセミ 5月8日
23 ヒバリ 5月8日
24 ツバメ 5月8日
25 シジュウカラ 5月8日
26 スズメ 5月8日
27 ムクドリ 5月8日
28 ハシボソガラス 5月8日
29 ハシブトガラス 5月8日
30 カイツブリ 6月12日
31 カルガモ 6月12日
32 コアジサシ 6月12日
33 ゴイサギ 6月12日
34 バン 6月12日
35 ツバメ 6月12日

伊佐沼 伊佐沼 池

農業ふれあいセンター裏の家庭菜園 農地

10

伊佐沼

11

伊佐沼

伊佐沼
伊佐沼
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【芳野地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

36 ハクセキレイ 6月12日
37 セッカ 6月12日
38 スズメ 6月12日
39 ムクドリ 6月12日
40 ハシボソガラス 6月12日
41 コゲラ 6月12日
42 セイタカシギ 6月12日
43 カイツブリ 7月10日
44 カワウ 7月10日
45 カルガモ 7月10日
46 コアジサシ 7月10日
47 コサギ 7月10日
48 ダイサギ 7月10日
49 アオサギ 7月10日
50 コチドリ 7月10日
51 トビ 7月10日
52 キジバト 7月10日
53 ツバメ 7月10日
54 ハクセキレイ 7月10日
55 スズメ 7月10日
56 ムクドリ 7月10日
57 ハシブトガラス 7月10日
58 カイツブリ 8月14日
59 カワウ 8月14日
60 カルガモ 8月14日
61 ヨシゴイ 8月14日
62 コチドリ 8月14日
63 キジバト 8月14日
64 カワセミ 8月14日
65 ツバメ 8月14日
66 ヒヨドリ 8月14日
67 セッカ 8月14日
68 オオヨシキリ 8月14日
69 ハシブトガラス 8月14日
70 セイタカシギ 8月14日
71 トウネン 8月14日
72 クロツラヘラサギ 1 11月27日
19 セイタカシギ 19 7月17日
20 シラコバト 1 7月17日 キジバトかも
21 コチドリ 1 7月18日
22 ハクセキレイ 3 7月18日
23 カルガモ 7 7月18日
27 イソシギ 2 7月18日
5 コチドリ 1 4月4日 九十川（古谷上） 九十川起点(伊佐沼南西　古谷上） 川
17 セイタカシギ 16 7月12日 以後８月末現在も見られる
18 カルガモ 20 7月12日
19 コチドリ 4 7月15日
21 チョウゲンボウ 2 8月18日 芳野台 芳野台北公園 工業団地内

伊佐沼 伊佐沼 池

13

14

芳野団地第２調節池

鴨田

11

池

芳野第二工業団地 調整池
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【古谷地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

13 13 アオサギ 4 6月4日 大中居 田んぼ 餌を探していた。

－ 14 －



【高階地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

6 ツグミ 1 4月26日 中村外科脇畑 畑

7 セグロセキレイ 1 5月5日 新河岸川（寺尾付近） 河川

8 セッカ 1 5月29日 新河岸川（寺尾付近） 河川

9 カワセミ 1 6月1日 寺尾調節池 池

10 オオヨシキリ 1 6月1日 寺尾調節池 池

11 ツバメ 3 6月1日 寺尾調節池 池

12 キジ 1 6月1日 寺尾調節池 池 ケーンと鳴いていた

15 ヒバリ 3 7月9日 中村外科脇畑 畑

16 カワラヒワ 3 7月10日 藤間 住宅地

17 アオサギ 1 7月11日 新河岸川（寺尾付近） 河川

18 ダイサギ 1 7月11日 新河岸川（寺尾付近） 河川 水浴びをしてた

24 シジュウカラ 2 7月20日 藤間 住宅地

26 オナガ 2 8月29日 屋敷林（藤間） 屋敷林

13
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【福原地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

1 オオタカ 2 5月1日から5月16日今福 今福浄水場東 樹林
2 ジョウビタキ 5月14日 今福 今福浄水場東 樹林
3 コジュケイ 今福 今福浄水場東 樹林
4 ガビチョウ 10羽以上 今福 今福浄水場東 樹林
5 シジュウカラ 多い 今福 今福浄水場東 樹林
6 キジ 2～3 今福 今福浄水場東 樹林
7 カルガモ 2 今福 今福浄水場東 樹林
8 ホオジロ 5月1日から5月16日今福 今福浄水場東 樹林
1 ヒバリ 1 4月2日 今福600 畑 毎年麦畑で繁殖している
2 ウグイス 1 4月4日 今福700 農家の庭 鳴き声がしている姿は見えず
3 コジュケイ 1 4月4日 今福700 農家の庭
4 ヒヨドリ 2 4月5日 今福700 竹林に 椿の蜜を吸いに
5 ハクセキレイ 1 4月5日 今福708 今福川に 毎年ヒナを連れくる
6 ハシブトガラス 2 4月6日 今福708 住宅の電柱に
7 コチドリ 2 4月6日 今福600 畑
8 オナガ 2 4月6日 今福708 住宅に
9 キジバト 1 4月6日 今福708 住宅に 電線に
10 ツグミ 1 4月8日 今福600 畑に
11 ハクセキレイ 2 4月8日 今福600 畑に 番らしい
12 タヒバリ 10 4月8日 今福600 畑に 群れで畑で餌を探している
13 ヒヨドリ 1 4月8日 今福600 畑そばの果樹に
14 スズメ 1 4月8日 今福600 自治会館に
15 シジュウカラ 2 4月9日 今福708 電線に
16 アオジ 1 4月9日 今福700 竹林に 毎年冬に渡ってきて農家や藪に
17 ヒヨドリ 2 4月9日 今福708 住宅に
18 メジロ 1 4月10日 今福700 竹林に 囀っていました
19 イワツバメ 10 4月10日 今福600 畑の上空に 今年初めてみました
20 ツバメ 7 4月10日 今福600 畑の上空に 今年初めてみました
21 ムクドリ 1 4月10日 今福600 畑に
22 ハシブトガラス 1 4月10日 今福700 竹林に
23 シロハラ 1 4月13日 今福700 竹林に 冬になって時々見られました。
24 シジュウカラ 1 4月13日 今福700 竹林に 囀っていました
25 シメ 1 4月14日 今福700 竹林に 餌を探していました
26 キジバト 2 4月21日 今福700 竹林に 巣材を集めていました
27 キジ 2 4月28日 今福600 畑で 番でいました
28 ツバメ 4月26日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
29 イワツバメ 4月26日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
30 センダイムシクイ 4月29日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
31 ツバメ 4月29日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
32 センダイムシクイ 4月30日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
33 キビタキ 4月30日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
34 アカハラ 4月30日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
35 センダイムシクイ 5月2日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
36 キビタキ 5月2日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
37 イワツバメ 5月2日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
38 センダイムシクイ 5月3日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
39 キビタキ 5月3日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
40 センダイムシクイ 5月4日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
41 キビタキ 5月4日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
42 センダイムシクイ 5月5日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
43 キビタキ 5月5日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
44 キジバト 2 5月2日 今福７０８ 住宅地 番らしい
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【福原地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他
45 ムクドリ 2 5月2日 今福７０８ 住宅地 番らしい
46 スズメ 1 5月2日 今福７０８ 住宅地
47 ガビチョウ 1 5月5日 今福７０８ 竹林 声が大きい
48 ウグイス 1 5月6日 今福７０８ 農家の庭
49 ツバメ 1 5月6日 今福７０８ 住宅地
50 ハシブトガラス 1 5月6日 今福７０８ 住宅地
51 シジュウカラ 1 5月6日 今福７０８ 住宅地
52 カワラヒワ 2 5月6日 今福７０８ 住宅地
53 ヒヨドリ 1 5月7日 今福７０８ 住宅地
54 ハクセキレイ 1 5月7日 今福６０６ 畑
55 ヒバリ 1 5月7日 今福６０６ 畑 さえずっていた
56 キジ 1 5月7日 今福６０６ 畑 遠くで鳴いていた
57 カワラヒワ 2 5月7日 今福６０６ 畑
58 スズメ 2 5月7日 今福６０６ 畑
59 ツグミ 3 5月7日 今福730付近 林 北に渡る前、この日だけ観察
60 イワツバメ 5 5月17日 今福６０６ 畑 群れで飛んでいた
61 シジュウカラ 2 5月17日 今福６０６ 農家の庭 ヒナづれで
62 オナガ 2 5月22日 今福６０６ 畑
63 ホトトギス 5月26日 今福３４７ 今福浄水場 樹林
64 ムクドリ 3 6月1日 今福６０６ 畑
65 ツバメ 3 6月1日 今福６０６ 畑 上空を飛び回っていた
66 イワツバメ 3 6月5日 今福６０６ 畑 上空を飛び回っていた
67 ヒバリ 2 6月5日 今福６０６ 畑 縄張りをさえずり
68 スズメ 1 6月5日 今福６０６ 畑
69 ハクセキレイ 1 6月5日 今福６０６ 畑
70 キジ 1 6月5日 今福６０６ 畑 遠くで鳴き声が
71 カワラヒワ 1 6月5日 今福６０６ 畑
72 ドバト 10 6月8日 今福６０６ 畑 小麦の穂を食べていた
73 ウグイス 1 6月8日 今福６０６ 関越そば さえずり
74 カルガモ 3 6月9日 今福６０６ 畑
75 キジバト 2 6月16日 今福６０６ 畑
76 オオタカ 1 6月25日 今福６０６ 畑 上空を巣に向かって飛んでいった
77 ムクドリ 1 6月1日 今福７０８ 住宅 巣に餌を運ぶ
78 スズメ 多数 6月1日 今福７３０ 住宅 住宅に集まっていた
79 ツバメ 3 6月1日 今福７３０ 住宅
80 シジュウカラ 3 6月5日 今福７０４ 農家
81 カッコウ 1 6月15日 今福７０８ 住宅 朝３時ころ寝床で聞いた
82 コゲラ 1 6月24日 今福７０８ 住宅
83 カルガモ 1 6月26日 今福７０４ 今福川 川で餌取り
84 ハクセキレイ 2 6月26日 今福７０４ 今福川 ヒナに餌をやっていた
85 シジュウカラ 1 7月1日 今福７０８ 住宅地
86 メジロ 1 7月3日 今福７０８ 住宅地
87 ヒヨドリ 1 7月3日 今福７０８ 住宅地
88 ツバメ 3 7月5日 今福７３０ 住宅地 ヒナを育てている
89 スズメ 6 7月5日 今福７３０ 住宅地 餌をとっている
90 ムクドリ 2 7月5日 今福７３０ 住宅地 巣がある
91 エナガ 2 7月29日 今福７０８ 竹林
92 ハクセキレイ 3 7月1日 今福 今福川 ヒナ連れ
93 イワツバメ 6 7月4日 今福６０６ 畑 上空を飛んでいる
94 ツバメ 6 7月4日 今福６０６ 畑
95 スズメ 2 7月4日 今福６０６ 畑
96 キジバト 2 7月4日 今福６０６ 畑 餌を探している
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【福原地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他
97 キジ 1 7月4日 今福６０６ 畑 オスが鳴いていた
98 ハクセキレイ 2 7月4日 今福６０６ 畑 １羽はひな。ツバメに追われていた
99 スズメ 7 8月18日 今福６０６ 畑
100 ハシブトガラス 1 8月18日 今福６０６ 畑
101 ハクセキレイ 2 8月18日 今福６０６ 畑
102 ツバメ 3 8月18日 今福６０６ 畑 上空を飛行している
103 ムクドリ 1 8月30日 今福６０６ 畑 索餌
104 メジロ 1 8月18日 今福７０８ 住宅地
105 シジュウカラ 1 8月18日 今福７０８ 住宅地
106 ハクセキレイ 1 8月20日 今福７０８ 今福川 住宅地 餌さがし中
107 ヒヨドリ 2 8月24日 今福７０８ 住宅地
108 ハシブトガラス 1 8月24日 今福７０８ 住宅地
109 キジバト 2 8月30日 今福７０８ 住宅地 番
110 アオゲラ 1 ４月中 今福３４７ 雑木林
111 アオジ 1 4月3日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中で
112 アカハラ 3 ４月 今福３４７ 雑木林 渡りの途中で
113 イワツバメ 5 ４月から 今福３４７ 雑木林 上空を飛行
114 ウグイス 1 ４月中 今福３４７ 雑木林
115 エナガ 2 ４月中 今福３４７ 雑木林
116 オオタカ 2 ４月中 今福３４７ 雑木林 営巣場所から飛び立つ
117 オナガ 2 ４月 今福３４７ 雑木林
118 カケス 2 4月22日 今福３４７ 雑木林 林で越冬した
119 カオグロガビチョウ 1 ４月中 今福３４７ 雑木林
120 カワラヒワ 1 ４月中 今福３４７ 雑木林
121 キジバト 3 ４月中 今福３４７ 雑木林
122 キビタキ 1 4月27日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中で
123 コゲラ 1 ４月中 今福３４７ 雑木林
124 コジュケイ 1 ４月中 今福３４７ 雑木林
125 シジュウカラ 2 ４月中 今福３４７ 雑木林
126 シメ 3 4月27日 今福３４７ 雑木林 移動の途中
127 ジョウビタキ 1 4月6日 今福３４７ 雑木林 林で越冬した（６日以降いない）
128 シロハラ 2 ４月 今福３４７ 雑木林 林で越冬した
129 スズメ 7 ４月中 今福３４７ 雑木林
130 センダイムシクイ 2 4月24日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中で
131 ツグミ 3 4月29日 今福３４７ 雑木林 林で越冬した。最終日
132 ツバメ 2 4月21日 今福３４７ 雑木林 上空を飛行
133 ハシブトガラス 4 ４月中 今福３４７ 雑木林
134 ハシボソガラス 1 ４月中 今福３４７ 雑木林
135 ヒヨドリ 10 ４月中 今福３４７ 雑木林
136 ビンズイ 2 4月29日 今福３４７ 雑木林 林で越冬した
137 ホオジロ 1 ４月中 今福３４７ 雑木林
138 ムクドリ 2 ４月 今福３４７ 雑木林
139 メジロ 2 ４月中 今福３４７ 雑木林
140 モズ 1 4月5日 今福３４７ 雑木林 林で越冬した。最終日
141 ヤマガラ 2 ４月中 今福３４７ 雑木林 巣箱から出入り
142 アオゲラ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林
143 アカハラ 1 5月2日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中
144 イワツバメ 4 ５月中 今福３４７ 雑木林 上空を飛行
145 エナガ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林
146 オオタカ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林
147 オオルリ 1 5月3日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中
148 カオグロガビチョウ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林
149 カワラヒワ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林
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【福原地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他
150 キジバト 3 ５月中 今福３４７ 雑木林
151 キビタキ 2 5月 今福３４７ 雑木林 ５月１９日まで
152 コゲラ 2 ５月中 今福３４７ 雑木林
153 コジュケイ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林
154 シジュウカラ 3 ５月中 今福３４７ 雑木林 子育て
155 シメ 4 5月2日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中
156 スズメ 2 ５月中 今福３４７ 雑木林
157 センダイムシクイ 2 ５月中 今福３４７ 雑木林 ５月１４日まで
158 ツバメ 2 ５月中 今福３４７ 雑木林 上空を飛行
159 ハシブトガラス 10 ５月中 今福３４７ 雑木林
160 ヒヨドリ 10 ５月中 今福３４７ 雑木林
161 ビンズイ 2 5月8日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中
162 ホオジロ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林
163 ホトトギス 1 5月26日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中
164 ムクドリ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林
165 メジロ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林
166 ヤマガラ 1 ５月中 今福３４７ 雑木林 餌探し
167 イワツバメ 3 ６月中 今福３４７ 雑木林 上空を飛行
168 ウグイス 1 ６月中 今福３４７ 雑木林
169 オオタカ 1 ６月中 今福３４７ 雑木林 川に向かって飛行
170 オナガ 1 6月3日 今福３４７ 雑木林
171 カオグロガビチョウ 1 ６月中 今福３４７ 雑木林 オオタカにモビング
172 カッコウ 1 6月15日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中
173 カワラヒワ 1 ６月中 今福３４７ 雑木林
174 キジバト 1 ６月中 今福３４７ 雑木林
175 コゲラ 3 ６月中 今福３４７ 雑木林
176 コジュケイ 1 ６月中 今福３４７ 雑木林
177 シジュウカラ 5 ６月中 今福３４７ 雑木林 ヒナ連れ
178 スズメ 1 ６月中 今福３４７ 雑木林
179 ツバメ 2 ６月中 今福３４７ 雑木林 上空を飛行
180 ハシブトガラス 10 ６月中 今福３４７ 雑木林
181 ハシボソガラス 2 ６月中 今福３４７ 雑木林
182 ヒヨドリ 1 ６月中 今福３４７ 雑木林
183 ホオジロ 2 ６月中 今福３４７ 雑木林
184 ホトトギス 1 6月2日 今福３４７ 雑木林 渡りの途中
185 ムクドリ 6 ６月中 今福３４７ 雑木林
186 メジロ 2 ６月中 今福３４７ 雑木林
187 ヤマガラ 1 ６月中 今福３４７ 雑木林
188 スズメ 1 ７月中 今福３４７ 雑木林
189 ツバメ 1 ７月中 今福３４７ 雑木林 上空を飛行
190 メジロ 1 ７月中 今福３４７ 雑木林
191 コゲラ 1 ７月中 今福３４７ 雑木林
192 ヤマガラ 1 ７月中 今福３４７ 雑木林
193 シジュウカラ 1 ７月中 今福３４７ 雑木林
194 ハシブトガラス 2 ７月中 今福３４７ 雑木林
195 ヒヨドリ 1 ７月中 今福３４７ 雑木林
196 スズメ 7 通年 今福３４７ 雑木林
197 ハシブトガラス 1 通年 今福３４７ 雑木林
198 オオタカ 1 8月18日 今福３４７ 雑木林 鳴き交わし
199 メジロ 2 8月 今福３４７ 雑木林
200 ホトトギス 2 8月 今福３４７ 雑木林 番
201 アオゲラ 1 8月30日 今福３４７ 雑木林 索餌
202 コゲラ 1 8月30日 今福３４７ 雑木林 索餌
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【福原地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

10 3 キジ 1 2月 今福 福原中の裏　不老川 農地
オス　10mほど先で鳴いていたのでじっと見ていると急に向かって
きてホロうちし、威嚇してきた。ビックリした。怖かった。

1 エナガ 1 4月11日 川越市森林公園 樹林

2 シジュウカラ 1 4月11日 川越市森林公園 樹林

3 メジロ 1 4月11日 川越市森林公園 樹林

4 アオゲラ 1 4月11日 川越市森林公園 樹林

5 コジュケイ 1 4月17日 川越市森林公園 樹林 鳴き声をきいた

14 コゲラ 2 7月3日 川越市森林公園 樹林

25 ホオジロ 1 7月27日 川越市森林公園 樹林 電線に留まって鳴いていた

11 センダイムシクイ 1 5月2日 森林公園計画地 公園内 雑木林

12 シロハラ 1 5月2日 森林公園計画地 公園内 雑木林

13 アオゲラ 1 5月2日 森林公園計画地 公園内 雑木林

14 エナガ 1 5月2日 森林公園計画地 公園内 雑木林

13

13
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【大東地区】
NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

2 キジ H23年6月 千年の森 公園

7 シメ H23年1月～3月 公園

8 コゲラ H23年1月～3月 公園

9 モズ H23年1月～3月 公園

10 カワセミ H23年1月～3月 公園

11 ハクセキレイ H23年1月～3月 公園

12 キセキレイ H23年1月～3月 公園

13 セグロセキレイ H23年1月～3月 公園

14 シジュウカラ H23年1月～3月 公園

15 メジロ H23年2月～3月 公園

16 オナガ H23年1月～3月 公園

17 ツグミ H23年1月～3月 公園

18 ヒヨドリ H23年1月～3月 公園

19 スズメ H23年1月～3月 公園

20 ハシボソガラス H23年1月～3月 公園

21 ジョウビタキ H23年1月～3月 公園

6 5 イカル 1 8月23日 大袋新田 大東西小 住宅街

3 ササゴイ 1 6月16日 川越水上公園 公園
川越水上公園で珍しい鳥(ササゴイ)を見ました。変わった鳥がいたので
シャッターを押しました調べてみたら羽がササに似てるのでササゴイと名
を付けたそうです。

4 トビ 1 7月9日 関越道 川原
川越公園散歩中にトビが急降下して川原の草むらに降り飛びだった所を
偶然撮影できた。

5 ガビチョウ 1 7月23日 公園
大きな泣き声を出す割には警戒心が強く人前には姿をなかなか見せませ
ん、全身が撮影できラッキーでした。

6 アカゲラ(メス) 1 3月28日 遊歩道
昨年は、いなくて今年は、メスが飛来してきた、アカゲラがこのむ枯れ木
が少なくなり餌が取りづらくなってきたのが原因と思われる。

28 カワラヒワ 1 2011. 4.26 広場 草地

29 コゲラ 1 2011. 3.11 駐車場脇 樹林 同公園内樹林でも見る

30 シメ 1 2011. 2.19 遊歩道の森 草地

31 ツグミ 多数 2010. 1. 9 草地 11月～6月

32 ムクドリ 多数 2011. 4.20 樹林 2011.7～8上旬群

33 ジョウビタキ 1 2010. 1. 8 森 樹林

34 ホオジロ 1 2011. 4. 5 河原 樹林

35 シジュウカラ 4 2011. 4. 5 遊歩道の森 樹林 同公園で他に多数見る

36 カッコウ 1 2010. 9 遊歩道の森 樹林 囀る声聞く

37 カワウ 1 2011. 1.31 修景池 池

38 キジバト 2 2010. 1.16 河原 樹林

39 イカル 1 2011. 2. 3 遊歩道 樹林

40 カワセミ 2 2010. 1. 9 修景池 池 番で行動

41 チョウゲンボウ 1 2010. 1. 5 河原 河川

42 ミコアイサ 1 2011. 2 修景池 池

43 オナガ 多数 2011. 8.25 遊歩道 樹林 群れで行動

44 ウグイス 1 2011. 8. 1 千年の森 樹林 囀る声(時期はずれ )

45 ノスリ 1 2010. 2.23 河原 河川

49 コガモ 2 2011. 4.17 修景池 池

50 ユリカモメ 多数 2011. 1.25 修景池 池 すみともーあおい（ＨＰ）で紹介

51 コサギ 1 2009.11.20 修景池 池 すみともーあおい（ＨＰ）で紹介

14 7 ビンズイ 1 4月5日 入間川 水上公園脇 川

2

9

12

池辺
入間川（関越）（水上公園）

池辺

川越公園

川越水上公園
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【霞ケ関地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

27 ダイサギ 2 2010. 2.25 河川

46 オオバン 1 2011. 4. 1 河川

47 ダイサギ 1 2011. 8.14 河川 はぐれ（？）時期はずれ

48 イカルチドリ 1 2009. 7.21 河川

53 ヒバリ 2 2011.4.25 広場 草地

54 セグロセキレイ 3 2011. 2.22 入間川河岸テトラポット 河川

55 ハクセキレイ 2 2011. 4.25 広場 草地

56 カワセミ 1 2011. 2.22 入間川河岸テトラポット 河川

57 アオサギ 1 2011. 4.25 入間川 河川

1 ジョウビタキ 1 4月1日 安比奈公園 川

2 カワセミ 1 4月2日 関越道橋 川

10 ガビチョウ 1 4月29日 的場 八瀬大橋 サイクリングロード

12

14

入間川 関越道橋下流

安比奈親水公園

入間川
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【霞ケ関北地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

24 モズ 1 2011. 1.25 河川

25 オオヨシキリ 1 2011. 6.19 河川

26 カイツブリ 1 2011. 7.21 初雁橋下支流の小川 河川 大雤の後

52 キジ 2 2011. 6.11 入間川関越道橋付近 農地 番で行動

3 コチドリ 1 4月2日 東上線鉄橋 川

4 モズ 1 4月2日 川

6 ノスリ 1 4月5日 橋脚

12

14 入間川

入間川
東上線鉄橋下河原

初雁橋
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【川鶴地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

10 ハシボソガラス 2 2011. 6. 9 遊歩道 樹林

11 ドバト 1 2011. 4.11 遊歩道 樹林 足環あり

12 カワウ 1 2011. 6.23 池 翼を乾かしている

13 ヒヨドリ 2 2011. 6.18 遊歩道 樹林

14 カイツブリ 2 2011. 6.16 池

15 カルガモ 5 2011. 6.16 池

16 アオアシシギ 1 2011. 5 池

17 バリケン 2 2011. 4. 4 池

12 水鳥の郷公園

－ 24 －



【名細地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

2 3 キジ H23年6月 入間川（関越～落合橋） 河川

1 モズ 1 2011. 3. 9 自宅の庭 土を掘り起こした後に

2 ヒヨドリ 2 2011. 7.30 自宅の庭 ブルーベリーの実を食べる

3 キジバト 1 2010. 2.27 自宅の庭

4 メジロ 2 2011. 1.31 自宅の庭

5 スズメ 2 2011. 3.26 自宅の庭

6 オナガ 2 2011. 7 街なか 道路（電線） 6月頃から見かけた

7 ウグイス 1 2011. 4 自宅の庭 鳴く声聞く

8 シジュウカラ 2 2010. 1.24 自宅の庭 よく見かけた

9 オナガ 2 2011. 6.11 上戸 ゴルフ練習所 樹林

18 イカルチドリ 1 2011. 2. 1. 吉田橋付近 河川 すみともーあおい（ＨＰ）で紹介

19 キセキレイ 1 2010. 2. 1 吉田橋付近 河川 すみともーあおい（ＨＰ）で紹介

20 マガモ 2 2011. 1.28 東上線鉄橋付近 河川

21 カワセミ 2 2011. 2. 1 吉田橋付近 河川

22 イカルチドリ 1 2011. 6.11 鯨井 資源化センター近く 農地（田圃）

23 キジ 2 2011. 4.11 小畔川 資源化センター近く 河川 他に鳴き声を多数聞く

12

上戸新町

小畔川
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【山田地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

1 オオヨシキリ ※鳴き声のみ 5月 上寺山 入間川の雁見橋東詰辺りの葦原 河川敷 毎年5月くらいになるとたくさんの鳴き声が聞こえます。

2 カッコウ ※鳴き声のみ 5月または6月 上寺山498-3 八咫神社 神社の境内
2010年5月か6月ころ、入間川の雁見橋と平塚橋の間にある八？神
社（読めませんでした）の木で鳴いているのを聞いたことがあります。
２回は聞いたことがあります。

3 ウグイス ※鳴き声のみ 7月 上寺山 入間川の雁見橋と平塚橋の間の東側の河原の木 河川敷

2010年7月ころ、入間川の雁見橋と平塚橋の間の東側の河原の木で
鳴いていたのを２度聞いたことがあります。春ではなく夏だったので
印象深かったです。調べたら夏は山に帰るらしく、帰り道だったので
しょうか。

4 ツバメ 20～30 5月～9月 上寺山 入間川の雁見橋と平塚橋の間の東側の土手 河川の土手
入間川の雁見橋と平塚橋の間の東側の土手で毎年5月～9月くらい
の間で20～30羽くらい見れます。歩いていると危ないくらい飛んでい
ます。

5 カルガモ 10（夏季） 通年 山田 パイオニア川越事業所と山田中の間の水路 水路

パイオニア川越事業所と山田中の間の水路で、ほぼ年中見れます。
夏は10羽以上は定住していそうです。人間が近くに来ても逃げませ
ん。また頭を背中に乗せてよく寝ています。毎年ヒナが生まれ水路を
泳いでいます。ヒナは成鳥につき10羽前後生まれ小さいうちは愛らし
いですが、大雤が降るとこの水路は急流になり、そのあと数が激減
しているときは、自然の厳しさが伝わります。

6 カワセミ 12月 山田 パイオニア川越事業所と山田中の間の水路 水路

2009年12月にパイオニア川越事業所と山田中の間の水路で一度だ
け見たことがあります。この水路はあまりきれいではないのですが、
なぜかコイ、ウグイ、クチボソ、フナなどが夏場にかなりの量泳いで
います。カワセミはきれいなところというイメージがあったので、この
水路にいるのが不思議でした。

7 キジ 5月～10月 山田・上寺山
山田中周辺の休耕地、入間川の雁見橋と平塚橋
の間の東側の河原

農地・河川敷

　毎年5月～10月ころまで、山田中周辺の休耕地、入間川の雁見橋
と平塚橋の間の東側の河原で多い日で３匹ほど見れます。
　近寄っても飛んで逃げないで、走って逃げるのですが、なかなか早
いです。
　鳴いているときは大抵、メスが目立たない（色も目立たないので発
見するのが難しい）ところにいることが多いです。

8 ダイサギ 1月 山田 パイオニア川越事業所 農地（田んぼ）

　2011年1月にパイオニア前バス停前の田んぼで見ました。シロサギ
は1年中山田中周辺の田んぼで見れますが、コサギかダイサギかは
いちいち確認しないですが、この辺ではめずらしくない鳥です。

9 ダイサギ 冬季 山田 パイオニア川越事業所 事務所の庭
パイオニア４号棟敷地の木には、冬になるとダイサギ（だと思いま
す）のねぐらになる木があり、鈴なりになって10羽くらい留っていま
す。

10 ハクセキレイ 通年 山田 パイオニア川越事業所 宅地・畑
ほぼ年中、パイオニア川越事業所周辺では、よく長い尾を振って道
路を歩いています。群れないので１回に見るのは１羽ですが、あちこ
ちにいます。

11 ヒバリ 4月 山田 山田中 農地（田んぼ）

山田中の南側の田んぼで、毎年4月ころになると、空高く鳴いている
のが見られます。時期になると毎日鳴いているので、数匹はいるの
だと思います。

12 シジュウカラ 通年 山田 パイオニア川越事業所 宅地・畑
パイオニア川越事業所周辺で、年中見られます。この辺ではあまり
珍しい鳥ではありません。

13 スズメ 通年 寺山 地域全般

　寺山地域全般で、年中見られます。この辺ではあまり珍しい鳥では
ありません。秋にはせっせと稲穂を食べています。
　秋や冬は特に集団で30羽くらいは群れています。

14 キジバト 通年 寺山 地域全般
寺山地域全般で、年中見られます。この辺ではあまり珍しい鳥では
ありません。人が来てもほとんど逃げません。

3
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【山田地区】

NO. 鳥の種類 鳥の数 調査日 所在地 目印 フィールド種類 感想・その他

6 6 オナガ 3 8月23日 山田 北部地域ふれあいｾﾝﾀｰ 住宅街

1 ノスリ 1 2011/2/26 上寺山 水田地帯 田
朝８時ごろ、ノスリがカラスに追われていました。カラスより少し大き
く、淡い茶色、幅広の翼、丸みのある尾でした。

2 カワセミ 1 2011/4/27 上寺山 自動車板金塗装工場 工場
朝６時３０分ごろ、工場前の水路のふちにカワセミが止まっていまし
た。この水路は小魚が泳いでいることがあるので、魚の様子をうか
がっていたのでしょうか？

3 キジ 1 2011/5/1 上寺山 家の前の空き地 宅地 朝５時４０分ごろ、空き地の隅で、ケンケンと鳴いていました。

10 7 アオサギ 1 4月9日 山田 城西高校前 水路 エサを探していた。

8 カワラヒワ 1 4月16日 山田 パイオニア 駐車場

9 イソシギ 1 4月22日 入間川 川越橋 川

7

14
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《皆さまからお寄せいただいた写真》※その一部をご紹介します。 

 

【本庁地区】 

 

 

 

 

 

【芳野地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツミ （市川 元康様 撮影） 

タシギ・オオタカ （小谷野 時行様 撮影） 

クロツラヘラサギ （笠原 啓一様 撮影） 
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【芳野地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【古谷地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高階地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アオサギ （宮澤 宏次様 撮影） 

オナガ （宮澤 宏次様 撮影） 

ｾｲﾀｶｼｷﾞ・ｼｿｼｷﾞ （宮澤 宏次様 撮影） セイタカシギ （菅野 仲夫様 撮影） 
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【福原地区】 

 

 

【大東地区】 

 

 

 

 

 

 

 

コゲラ・シジュウカラ （宮澤 宏次様 撮影） 

ササゴイ・トビ （小谷野 時行様 撮影） 

カワラヒワ・コゲラ （髙宮 一雄様 撮影） 
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【大東地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シメ・ツグミ （髙宮 一雄様 撮影） 

ジョウビタキ・イカル （髙宮 一雄様 撮影） 

コガモ・ユリカモメ （髙宮 一雄様 撮影） 

コサギ・カワセミ （髙宮 一雄様 撮影） 
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【霞ケ関地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイサギ・イカルチドリ （髙宮 一雄様 撮影） 

オオバン・カワセミ （髙宮 一雄様 撮影） 

アオサギ・ハクセキレイ （髙宮 一雄様 撮影） 
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【霞ケ関北地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川鶴地区】 

 

 

モズ・オオヨシキリ・カイツブリ （髙宮 一雄様 撮影） 

カワウ・ヒヨドリ （髙宮 一雄様 撮影） 

カルガモ・バリケン （髙宮 一雄様 撮影） 
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【名細地区】 

 

 

 

カルガモ・バリケン （髙宮 一雄様 撮影） 

モズ・メジロ （髙宮 一雄様 撮影） 

イカルチドリ・キセキレイ （髙宮 一雄様 撮影） 

オナガ・カワセミ・マガモ・キジ （髙宮 一雄様 撮影） 
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 ⅲ）保護が望まれる鳥類 

 国際的な希少種で、国際自然保護連合のレッドリストでは絶滅危惧種、環

境省のレッドデータブックでは絶滅危惧ⅠＡ類に分類されているクロツラ

ヘラサギが観察されました。 

 また、今回観察された野鳥の中で、希少種として埼玉県レッドデータブッ

ク（2008 動物編）に記載されている種を下記の表にまとめました。皆さま

からいただいた野鳥のデータ夏季７４種冬季４１種のうち、２１種類が上記

レッドデータブックに掲載されていました。 

ちなみに県内で生息している３３１種（埼玉県レッドデータブック 2008）

のうち、９７種が埼玉県レッドデータブックに掲載されています。 

 

【観察された埼玉県レッドデータブックに記載されている希少種】 
種名 目 科 埼玉県 国 その他 

ササゴイ コウノトリ目 サギ科 （繁殖鳥）絶滅危惧Ⅱ類   

ヨシゴイ コウノトリ目 サギ科 （繁殖鳥）絶滅危惧Ⅱ類 
準絶滅

危惧 
 

オオタカ タカ目 タカ科 
（繁殖鳥）絶滅危惧Ⅱ類 

（越冬鳥）絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅

危惧 

種の保存

法対象種 

ツミ タカ目 タカ科 （繁殖鳥）準絶滅危惧 ―  

ノスリ タカ目 タカ科 
（繁殖鳥）準絶滅危惧  

（越冬鳥）準絶滅危惧 
―  

チョウゲンボウ タカ目 ハヤブサ科 （繁殖鳥）準絶滅危惧 ―  

イカルチドリ チドリ目 チドリ科 （繁殖鳥）準絶滅危惧 ―  

イソシギ チドリ目 シギ科 （繁殖鳥）準絶滅危惧   

コアジサシ チドリ目 カモメ科 （繁殖鳥）絶滅危惧ⅠＢ類 
絶滅危

惧Ⅱ類 
 

シラコバト ハト目 ハト科 
（繁殖鳥）絶滅危惧Ⅱ類

（越冬鳥）絶滅危惧Ⅱ類 

絶滅危

惧Ⅱ類 
 

カワセミ ブッポウソウ目 カワセミ科 
（繁殖鳥）絶滅のおそれの

ある地域個体群 
―  

アオゲラ キツツキ目 キツツキ科 （繁殖鳥）地帯別危惧   

ウグイス スズメ目 ウグイス科 （繁殖鳥）地帯別危惧 ―  

ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ スズメ目 ウグイス科 （繁殖鳥）地帯別危惧 ―  

キビタキ スズメ目 ヒタキ科 （繁殖鳥）地帯別危惧 ―  

オオルリ スズメ目 ヒタキ科 （繁殖鳥）地帯別危惧 ―  

エナガ スズメ目 エナガ科 （繁殖鳥）地帯別危惧 ―  

ホオジロ スズメ目 ホオジロ科 （繁殖鳥）地帯別危惧 ―  

アオジ スズメ目 ホオジロ科 （繁殖鳥）準絶滅危惧 ―  

バン ツル目 クイナ科 （繁殖鳥）準絶滅危惧 ―  

オオバン ツル目 クイナ科 （繁殖鳥）絶滅危惧ⅠＡ類 ―  
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《埼玉県レッドデータブック（2008 動物編）希少カテゴリー区分》 

・絶滅種（既に絶滅したと考えられる種及び亜種） 

・絶滅危惧種 

Ⅰ類（絶滅の危機に瀕している種及び亜種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作

用する場合、野生での存続が困難なもの。） 

ⅠＡ類（ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。） 

  ⅠＢ類（ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。） 

 Ⅱ類（絶滅の危機が増大している種及び亜種。現在の状態をもたらした圧迫 

要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランク 

に移行することが確実と考えられるもの。） 

・準絶滅危惧（存続基盤が脆弱な種及び亜種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変

化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。） 

・情報不足（評価するだけの情報が不足している種及び亜種。） 

・絶滅のおそれのある地域個体群（地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの。） 

・地帯別危惧（地帯別に見たときに存続基盤が脆弱な種及び亜種。現時点での全県的な絶滅危険

度は低いが、生息条件の変化によっては、地帯別絶滅または上位ランクに移行す

る要素を有するもの。） 

【繁殖鳥】 

 巣・卵・ヒナ等の確認、若しくは、その種の繁殖期間内に最低 3週間以上同一場所に生息し、

さえずり、求愛などの繁殖行動により、同地域で繁殖していると考えられるもの。 

【越冬鳥】 

 冬期間（主に 11～2 月）に、最低 3週間以上にわたって、同一場所で生息が認められ、同地

域で越冬していると考えられるもの。  

【種の保存法】 

正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」といい、国内外の絶滅

のおそれのある野生生物を保護するために、平成５年４月に施行された。 

 

ⅳ）特定外来生物について 

 特定外来生物とは、外来生物法により、外来生物（海外起源の外来種）であ

って、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼす

おそれがあるものの中から指定されたものです。今回の調査では特定外来生物

に指定されているガビチョウ、カオグロガビチョウが報告されました。 

【外来生物法】 

正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、特定外来

生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人

の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上

に資することを目的としている。平成 17 年 4 月に施行された。 
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８．ま と め 

 

  平成 23 年 4 月から平成 23 年 8 月までの５ヶ月間の調査で、皆様から多数

の情報を提供頂くことができました。 

  今回集まりました情報を見ますと、市街地や樹林、公園、河川など様々な

場所で野鳥が見られました。特に伊佐沼、今福の南文化会館周辺から多くの

情報を頂くことができました。 

  鳥類の種類に関しましては、平成２１年度に野鳥の調査を行った際は、冬

期であったため冬鳥を中心として情報が集まりましたが、今回は夏鳥、留鳥

を中心に、幅広く情報が寄せられました。川越市には、荒川、入間川、新河

岸川、小畔川などいくつもの河川があり、また、市内各地に樹林が残ってい

ることから、様々な鳥類を観測できたと思われます。寄せられた情報の中で

は、伊佐沼で国際的な希少種のクロツラヘラサギが観察され、その他オオタ

カなど埼玉県レッドデータブックで希少とされている鳥類が観察されました。

このことから、川越市にはまだまだ豊かな自然が残っていると考えられます。

しかし、日本に元来生息している生物へ被害を及ぼすとして、外来生物法に

より特定外来生物に指定されているガビチョウ、カオグロガビチョウといっ

た鳥類も観測されております。 

生物の多様性が人類の生存基盤のみならず文化の多様性を支えており、国

内外における生物多様性が危機的な状況にあることから、豊かな生物多様性

を保全することが注目されています。これからどのように生物多様性を保全

していくか考えていくうえで、今回の情報を今後活用していければと思って

おります。 

  最後に、今回野鳥の調査を実施するにあたり、ご教示を下さった（財）埼

玉県生態系保護協会 川越坂戸鶴ヶ島支部長 笠原啓一様をはじめ、ご協力を

いただいた全ての皆さまに厚く御礼申し上げます。 
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