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図 6.10.1-13 轢死個体の確認位置  



6.10-72（581） 

(6) 重要な動物種及び注目すべき生息地の分布，生息の概況及び生息環境の概況 

(ｱ) 重要な動物種 

重要な動物種の選定基準は，表 6.10.1-26 に示すとおりである。 

表 6.10.1-26 重要な動物種の選定基準 

選定基準 番号 説明 

レ
ｯ
ド
デ
ｰ
タ
等 

（Ⅰ） 

 

『文化財保護法』（昭和 25 年法律第 214 号） 

特天 『文化財保護法』(昭和 25 年法律第 214 号)における特別天然記念物 

天 『文化財保護法』(昭和 25 年法律第 214 号)における天然記念物 

（Ⅱ） 

 

『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（種の保存法）』（平成 4 年

法律第 75 号） 

国内 
『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(種の保存法)』

(平成 4 年法律第 75 号)における国内希少野生動植物 

国際 
『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(種の保存法)』

(平成 4 年法律第 75 号)における国際希少野生動植物 

（Ⅲ） 

 

「環境省報道発表資料 環境省レッドリスト

2020」（環境省，2020 年 3 月）の掲載種 

EX 絶滅 

EW 野生絶滅 

CR+EN 絶滅危惧Ⅰ類 

CR 絶滅危惧ⅠA 類 

EN 絶滅危惧ⅠB 類 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 

NT 準絶滅危惧 

DD 情報不足 

LP 絶滅のおそれのある地域個体群 

（Ⅳ） 

 

『宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッド

リスト 2024 年版-』（宮城県，令和 6 年 3 月）

の掲載種 

EX 絶滅 

EW 野生絶滅 

CR+EN 絶滅危惧Ⅰ類 

VU 絶滅危惧Ⅱ類 

NT 準絶滅危惧 

DD 情報不足 

LP 絶滅の恐れのある地域個体群 

要 要注目種 

 

  



6.10-73（582） 

① 哺乳類 

確認された重要な種は，表 6.10.1-27に示すとおりである。 

表 6.10.1-27 重要な動物種（哺乳類：現地調査） 

No. 目名 科名 種名 
調査時期 対象事業実施区域 重要な動物種の選定基準 

春季 夏季 秋季 冬季 内 外 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

1 ﾓｸﾞﾗ(食虫) ﾓｸﾞﾗ ﾓｸﾞﾗ科※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○     

   (ﾐｽﾞﾗﾓｸﾞﾗ)         NT NT 

2 ｺｳﾓﾘ（翼手） ﾋﾅｺｳﾓﾘ ﾋﾅｺｳﾓﾘ科 1※2 ○ ○ ○  ○ ○     

   (ﾔﾏｺｳﾓﾘ)         VU VU 

3   ﾋﾅｺｳﾓﾘ科 2※3 ○ ○   ○ ○     

   (ﾋﾒﾎｵﾋｹﾞｺｳﾓﾘ)          VU 

   (ｶｸﾞﾔｺｳﾓﾘ)          CR+EN 

   (ｸﾛﾎｵﾋｹﾞｺｳﾓﾘ)         VU CR+EN 

   (ﾉﾚﾝｺｳﾓﾘ)         VU VU 

   (ﾓﾘｱﾌﾞﾗｺｳﾓﾘ)         VU CR+EN 

   (ﾁﾁﾌﾞｺｳﾓﾘ)         LP DD 

   (ﾆﾎﾝｳｻｷﾞｺｳﾓﾘ)          VU 

   (ﾃﾝｸﾞｺｳﾓﾘ)          NT 

4 ｳｼ（偶蹄） － ｳｼ目※4 ○ ○ ○ ○ ○ ○     

   （ｶﾓｼｶ）       特天   要 

－ 3目 3科 4種 4種 4種 3種 1種 4種 4種     

※ 種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 5 年度生物リスト(河川環境データベース 国土交通省 2023 年)に準拠

した。 
※1:モグラ科は，アズマモグラまたはミズラモグラである。塚や坑道での確認であったため，種を特定するには至らなかった。 

※2:ヒナコウモリ科 1 は，確認した音声のピーク周波数(20～25kHz)や分布情報より，ヤマコウモリまたはヒナコウモリのいずれか

である。 
※3:ヒナコウモリ科 2 は，確認した音声のピーク周波数(40～50kHz)や分布情報より，ヒメホオヒゲコウモリ，カグヤコウモリ，モ

モジロコウモリ，クロホオヒゲコウモリ，ノレンコウモリ，モリアブラコウモリ，アブラコウモリ，チチブコウモリ，ニホンウ

サギコウモリ，ユビナガコウモリ，コテングコウモリ，テングコウモリのいずれかである。 
ヒナコウモリ科 1 とは別種の可能性が高いため，種数の合計に計上する。 

※4:確認された足跡の形状や状態によって，イノシシ，ニホンジカおよびカモシカとの判別が困難であった場合はウシ目とした。 

このうち，カモシカが重要種選定基準に該当するため，ウシ目を重要種として扱った。 
 

 

  



6.10-74（583） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.10.1-14 重要な種の確認位置（哺乳類）  



6.10-75（584） 

表 6.10.1-28(1) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：ミズラモグラ） 

種名 ミズラモグラ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 本州（広島県～青森県）に分布。 

種の特性 
(※1) 

小型のモグラで，毛色は灰褐色～黒色。頭胴長 80～108.5mm，後足長 13.5～15.4mm，尾長
20～26mm，体重 26～35.5g。確認は少ない。日本固有種。土壌動物を採食する。 
森林内の地中に巣を作る。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 8 8 

秋季～冬季に対象事業実施区域外において，塚及び坑道を確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

 

表 6.10.1-28(2) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：ヤマコウモリ） 

種名 ヤマコウモリ（ヒナコウモリ科 1として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 北海道，本州，四国，九州，対馬。 

種の特性 
(※1) 

前腕長 57～66mm，体重 35～60g で，褐色系の体毛。1 晩に捕る昆虫類は 1 頭で体重の約
半分(20g)以上になる。ハエやガ，甲虫等を探索，捕食する。 
昼間のねぐらは樹洞である。宮城県内での確認はまれである。 
交尾は秋で，排卵・受精は翌春の冬眠覚醒後に行われ，多くは 2子を初夏に出産する。保

育場所として，大きな樹洞を必要とする。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

9 9 9 15 

春季～秋季に対象事業実施区域内外において，目撃及びバットディテクターにより確認し
た。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「コウモリ識別ハンドブック改訂版」(文一総合出版，2011 年)  

※2：BD の確認位置数をカウントしているが，個体が確認された場合はその確認数を優先した， 
 

表 6.10.1-28(3) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：ヒメホオヒゲコウモり） 

種名 ヒメホオヒゲコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 北海道，本州。 

種の特性 
(※1) 

前腕長 33～36mm，頭胴長 42～51mm，体重 4～7g 
ねぐらは枯死木や生立木の樹皮下や割れ目など，家屋や隧道など利用。主に森林内で昆虫

類を採餌する。宮城県内では，まれにしか確認されない。 
出産は，6月中旬～8月上旬。出産保育コロニーのサイズは，テントの隙間では 30頭，家

屋では 130頭の事例がある。1産 1子。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「コウモリ識別ハンドブック改訂版」(文一総合出版，2011 年)  

※2：BD の確認位置数をカウントしている。 
 

  



6.10-76（585） 

表 6.10.1-28(4) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：カグヤコウモリ） 

種名 カグヤコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト CR+EN 

全国分布 北海道，本州の中部以北に分布。 

種の特性 
(※1) 

前腕長 38mm 前後，体重 8ｇ前後の小型種。体毛は褐色又は暗褐色。ヒメホオヒゲコウモ
リによく似ているが，下腿と前腕が長く，やや大型である。 
樹洞（生立木）が主なねぐらであるが，隧道，家屋，橋梁，巣箱なども利用。河畔林に面

した川や森林内の道路，山間部の開けた空間などで昆虫類を採餌。 
出産時期は 6月中旬～7月下旬。1産 1子。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「コウモリ識別ハンドブック改訂版」(文一総合出版，2011 年) 
※2：BD の確認位置数をカウントしている。 

 

表 6.10.1-28(5) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：クロホオヒゲコウモリ） 

種名 クロホオヒゲコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト CR+EN 

全国分布 本州，四国，九州に分布する固有種。 

種の特性 
(※1) 

前腕長 30～34mm，頭胴長 38～44mm，体重 4～7g。体毛は黒色で先端が銀白色の刺毛が入
る。 

比較的標高の低い広葉樹林帯の林内に生息。森林内で飛翔している中型・小型の昆虫（ガ
やガガンボ等）を餌としている。宮城県内での確認例は極めて少ない。 
出産は 7月中旬頃。1産 1子。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック 2020〈動物編〉」（石川県，2020 年） 
「コウモリ識別ハンドブック改訂版」(文一総合出版，2011 年)  

※2：BD の確認位置数をカウントしている。 

  



6.10-77（586） 

表 6.10.1-28(6) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：ノレンコウモリ） 

種名 ノレンコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 北海道，本州，四国，九州。 

種の特性 
(※1) 

前腕長 37～43mm，頭胴長 44～55mm，尾長 38～48mm体重 5～10gで，耳珠が細長く 9mm以
上ある。 

洞穴性のコウモリである。林内や林縁で小型の飛翔昆虫や造網性のクモを食べる。 
出産，保育場所も洞窟。夏季には母系の出産育児コロニーを形成する。  

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

※1：「石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック 2020〈動物編〉」（石川県，2020 年） 

「愛媛県レッドデータブック 2014 愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物」（愛媛県，2014 年） 
「コウモリ識別ハンドブック改訂版」(文一総合出版，2011 年)  

※2：BD の確認位置数をカウントしている。 

 

表 6.10.1-28(7) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：モリアブラコウモリ） 

種名 モリアブラコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト CR+EN 

全国分布 本州～四国。 

種の特性 
(※1) 

前腕長 30～33mm，頭胴長 40～50mm，尾長 28～39mm，耳珠 5～8mm，体重 5～9g。耳介や飛
膜は黒褐色 

日本固有種で，天然林に生息し，ブナ・スギの樹洞や樹皮下をねぐらにする。宮城県内で
は，夏季に山地の自然林で確認される。 
出産哺育集団が，ブナの樹洞で確認された例がある。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック 2020〈動物編〉」（石川県，2020 年） 

「愛媛県レッドデータブック 2014 愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物」（愛媛県，2014 年） 
「コウモリ識別ハンドブック改訂版」(文一総合出版，2011 年)  

※2：BD の確認位置数をカウントしている。 
 

  



6.10-78（587） 

表 6.10.1-28(8) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：チチブコウモリ） 

種名 チチブコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト LP 宮城県レッドリスト DD 

全国分布 北海道，本州中部以北，四国。採集個体数は少ない。 

種の特性 
(※1) 

前腕長 39～44mm，頭胴長 50～63mm，体重 8～12gで，体毛は褐色，長い耳介を持つ。 
樹洞をねぐらとすると推定される。北海道東部では主として針広混交林で確認され，蛾を

好んで捕食する。 
出産は 6月末と推定されている。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「コウモリ識別ハンドブック改訂版」(文一総合出版，2011 年)  
※2：BD の確認位置数をカウントしている。 
 

表 6.10.1-28(9) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：ニホンウサギコウモリ） 

種名 ニホンウサギコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 本州，四国。 

種の特性 
(※1) 

前腕長 40～45mm，頭胴長 42～58mm，体重 5～13gで，薄茶～灰褐色の体毛。長い耳介が特
徴。 

山地に分布し，おもに落葉広葉樹林，亜寒帯性針葉樹林およびその混交林に生息する。洞
穴，樹洞，人家などをねぐらとする。探餌の際は，大きな耳を伸ばし，地表，葉上，樹幹に
いる昆虫をホバリングしながら捕食。アミメカゲロウ目の他エゾハルゼミを捕食する。 
出産哺育コロニーを形成し，6月～7月に出産するが地域によりずれる。コロニーは母系

集団で，メスは生まれ育った場所に毎年帰還する傾向が強い。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「コウモリ識別ハンドブック改訂版」(文一総合出版，2011 年)  

※2：BD の確認位置数をカウントしている。 
  



6.10-79（588） 

表 6.10.1-28(10) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：テングコウモリ） 

種名 テングコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 北海道，本州，四国，九州。 

種の特性 
(※1) 

前腕長 41～46mm，頭胴長 59～73mm，体重 9～15g で，灰褐色の体毛に先端が銀色の金属
光沢を帯びた刺毛が混じる。管状鼻孔は左右に突出。 
隧道や廃坑，自然洞窟，人家，橋梁，木の枝，巣箱など様々なところで確認される。単独

や複数の個体がキクガシラコウモリなどと混群を形成することもある。宮城県内の確認は
まれである。 
秋から春にかけて 10 頭以上の個体が集まることがあり，4 月～5 月にその数は最大とな

る。 
7月初めに出産し，1産 1～3子。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「コウモリ識別ハンドブック改訂版」(文一総合出版，2011 年)  

※2：BD の確認位置数をカウントしている。 
 

表 6.10.1-28(11) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：カモシカ） 

種名 カモシカ 

選定基準 
文化財保護法 特天 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト 要 

全国分布 北海道，本州，四国，九州。 

種の特性 
(※1) 

四肢は太く，ずんぐりとした体型。全身が灰白色～灰褐色の毛におおわれる。両性共に加
齢とともに伸長する角を持つ。頭胴長 70～80cm，肩高 70～75cm，体重 30～45kg。 
森林に広く分布するが，縄張り性であるため，密度は低い。河川敷や法面を伝って，道路

や住宅地付近にも出没する。生息場所により様々な植物を採食する。 
交尾期は青森県旧脇野沢村での観察では 9月から 11月である。また，岐阜県での捕獲個

体の解剖所見でも，雌の発情と排卵は 12月以前に大部分が終了するものと推定された。飼
育個体で推定されたカモシカの妊娠期間は 210日から 220日であり，4月から 6月に１仔を
出産する。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 1 1 

春季～秋季に対象事業実施区域内外において，足跡を確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「カモシカ保護管理マニュアル（改訂版）」(文化庁文化財第二課，2022 年)  

 

  



6.10-80（589） 

② 鳥類 

確認された重要な種は，表 6.10.1-29に示すとおりである。 

表 6.10.1-29 重要な動物種（鳥類：現地調査） 

No. 目名 科名 種名 
重要種選定基準 

 

調査時期 猛禽類 

調査時 

 

 

対象事業実施

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 春季 夏季 秋季 冬季 内 外 

1 カモ カモ ヒシクイ 天  VU VU    ○ ○  ○ 

2   オオヒシクイ 天  NT VU    ○ ○  ○ 

3   マガン 天  NT     ○ ○  ○ 

4   オシドリ   DD    ○    ○ 

5 ツル クイナ クイナ    NT ○   ○ ○  ○ 

6 ヨタカ ヨタカ ヨタカ   NT VU ○ ○    ○ ○ 

7 アマツバメ アマツバメ ハリオアマツバメ    NT  ○   ○  ○ 

8 チドリ チドリ ケリ   DD NT  ○   ○  ○ 

9 タカ ミサゴ ミサゴ   NT  ○    ○ ○ ○ 

10  タカ ハチクマ   NT VU ○ ○   ○  ○ 

11   オジロワシ 天 国内 VU VU    ○ ○  ○ 

12   チュウヒ  国内 EN NT    ○ ○  ○ 

13   ツミ    DD   ○   ○  

14   ハイタカ   NT NT   ○ ○  ○ ○ 

15   オオタカ   NT NT ○ ○ ○  ○  ○ 

16   サシバ   VU VU ○      ○ 

17 フクロウ フクロウ コミミズク    NT ○    ○  ○ 

18 ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ  国内 VU  ○ ○  ○ ○  ○ 

19 スズメ サンショウクイ サンショウクイ   VU  ○ ○   ○ ○ ○ 

20  ムシクイ オオムシクイ   DD    ○   ○ ○ 

- 9目 11科 20種 4種 3種 16種 16種 9種 7種 5種 8種 14種 6種 19種 
※:種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 5 年度生物リスト(河川環境データベース 国土交通省 2023 年)に準拠した。 
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図 6.10.1-16(1) 重要な種の確認位置（鳥類：一般鳥類調査での確認）  



6.10-82（591） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.10.1-16(2) 重要な種の確認位置 

（鳥類：猛禽類調査での確認） 

  



6.10-83（592） 

表 6.10.1-30(1) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：ヒシクイ） 

種名 ヒシクイ 

選定基準 
文化財保護法 天 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 
冬鳥として渡来。主な越冬地は局地的であり，宮城県，新潟県，石川県，鳥取県などが知ら
れている。亜種ヒシクイの渡来数は亜種オオヒシクイの 1/4 程度であり，ほとんどが宮城
県北部で越冬する。 

種の特性 
(※1) 

全長 85cm前後。亜種オオヒシクイに比べ，嘴と頸が短い。 
本州の水田が広がる湖沼に群れで渡来する。稲の落ち穂，草の実，水草。名前はヒシの実

を好んで食べるところに由来。 
カムチャツカ半島からスカンジナビア半島までのツンドラ地帯とタイガ地帯で繁殖する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 4 162 

冬季に対象事業実施区域外において，一一一飛来した群れや移動中の群れを確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

 

表 6.10.1-30(2) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：オオヒシクイ） 

種名 オオヒシクイ 

選定基準 
文化財保護法 天 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 
冬鳥として渡来。主な越冬地は局地的であり，宮城県，新潟県，石川県，鳥取県などが知ら
れている。 

種の特性 
(※1) 

全長 90cm前後。亜種ヒシクイに比べ一回り大きく，嘴と頸が長い。 
越冬地では，夜明け頃，ねぐらである湖沼から一斉に飛び立ち，周辺水田へと採食に出か

ける。オオヒシクイは 50～3,000 羽ほどの群れを形成し，ねぐらに近い水田を特に好んで
利用する。食性解析の結果から，越冬期間を通じてイネが食物構成の 60％以上を占めてい
ることが明らかとなっており，収穫後の稲株から生えてくる再生稈は本種が越冬する上で
必要不可欠な餌種となっている。繁殖地では主にスゲ類を採食し，ヒナは昆虫やエビや魚な
どの動物質のものも採食する。渡りの時期には青森県や北海道でムギやデントコーン，牧草
などの採食も確認されている。 
ツンドラのマツ，モミ，カバが植生する森林地帯や木がまばらに生えた砂礫の高地の川や

湖沼で営巣する。一夫一妻でペアは生涯続く。繁殖開始齢は 2-3齢とされ，メスが抱卵を行
い，オスは周囲の警戒を行う。基本的に両親で育雛を行う。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 28 

冬季に一一一一一一一一一一一一 xxx一一一一一一一 x休息する群れを確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「認定 NPO バードリサーチホームページ」（令和 6 年 3 月閲覧）https://db3.bird-research.jp/） 

  



6.10-84（593） 

表 6.10.1-30(3) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：マガン） 

種名 マガン 

選定基準 
文化財保護法 天 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

全国分布 
宮城県，石川県等。日本に渡ってくるうちの 70％が，宮城県内の蕪栗沼・伊豆沼の周辺で
冬を越す。 

種の特性 
(※1) 

全長 72cm。翼を広げると 1.4mほどになる大型の水鳥。頭頚部と背面は暗褐色，羽縁は黄
褐色，腹面は白色で不規則な黒色の横斑がある。くちばしは赤色がかっていて先端は白色，
脚は橙黄色。 

日本には冬鳥として渡来し，湖，沼や池でねぐらし，水田で落穂や，草の種子，葉などを
食べる。北海道では春・秋に通過する旅鳥。日本中で記録があるが，島根県以西では稀。
宮城の県鳥。 
ユーラシア大陸北部及び北アメリカ北部の湿原。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 
0 0 5 58 

冬季に対象事業実施区域外において，移動中の群れを確認した。 

※1：「青森県教育委員会文化財保護課ホームページ」（令和 6 年 3 月閲覧） 
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-bunka/kinen_tennen_2_09.html 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

「サントリー 日本の鳥百科」（令和 6 年 3 月閲覧）https://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyclopedia/ 

 

表 6.10.1-30(4) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：オシドリ） 

種名 オシドリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

全国分布 全国に分布。漂鳥。 

種の特性 
(※1) 

全長 45cm（オス），41cm（メス）。頭は横からはさんだように扁平で，オスは派手な冠羽
など美しい色彩の羽毛を持ち，三列風切の内側羽の内弁は帆状で銀杏羽と呼ばれる。メスの
色彩は地味。 

森林に囲まれた山の湖や池，木の陰の水面を好む。北方のものは暖地に移動する。市街地
の公園の池では冬に多く観察されることが多い。オスメスが一緒にツガイでいることが多
い。 

繁殖には樹洞を利用する。市街地の公園での繁殖例もある。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 3 

秋季に一一一一一一一一一一一一一一一一一一一，休息する 3個体を確認した。 
※1：「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

「サントリー 日本の鳥百科」（令和 6 年 3 月閲覧）https://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyclopedia/ 

  



6.10-85（594） 

表 6.10.1-30(5) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：クイナ） 

種名 クイナ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

全国分布 冬鳥として本州以南の水田，河川，湖沼周辺の湿地に渡来。 

種の特性 
(※1) 

全長 29cm｡この仲間は，脚はしっかりしていて指も長い鳥である。頭から背は暗褐色で，
はっきりした縦斑がある。顔から胸は青灰色，腹から脇には白色と黒色の横縞模様がはっき
り見られる。赤色のくちばしと脚が目立つ。 
東北地方以北では夏鳥だが，東北地方南部では旅鳥あるいは冬鳥として記録されること

が多い。宮城県内では，留鳥として平野部各地の湿地に生息する。背の高い草に覆われた湿
地，池沼畔，河川畔などにすんでいるが，薮の中にいることが多いので姿を見ることは少な
い鳥である。さらに危険が近付くと背を低くして足早に草の中に逃げ込む。 
本州北部以北では繁殖していて，本州以南で越冬する。仙台市荒井と名取市で繁殖記録があ
る。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

冬季に一一一一一一一一一一一一***一一一一一一，1個体を確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「サントリー 日本の鳥百科」（令和 6 年 3 月閲覧）https://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyclopedia/ 
「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

 

表 6.10.1-30(6) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：ヨタカ） 

種名 ヨタカ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 
夏鳥として東南アジアから渡ってくる，九州以北の平地から山地の林，森林の伐採地，疎林
等に飛来。 

種の特性 
(※1) 

全長 29cm。体は灰白色，褐色，黒，白の複雑な虫食い状の枯葉模様で，肩羽の灰白色が
少し目立つ。 

オスでは目の下，喉，翼の先，外側尾羽の先に白斑があるが，メスでは外側尾羽の白斑
はなく，翼や喉の白斑は小さくて不明瞭。夜間，飛びながら昆虫を捕食する。移動時期には
平地の林地や公園でも観察される。 
6月に地上で産卵する。一腹卵数は 2卵で，雌雄交代で抱卵し，約 19日間でふ化する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

3 3 2 2 

春季～夏季の夜間調査で，対象事業実施区域内外の樹林内にて，5個体の鳴声が確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年）  



6.10-86（595） 

表 6.10.1-30(7) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：ハリオアマツバメ） 

種名 ハリオアマツバメ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 
夏鳥として本州の山地，北海道の平地から山地に渡来する。渡りの時期は本州以南の各地で
みられる。 

種の特性 
(※1) 

全長 21cm，アマツバメより大きく，翼は中央部がやや広くなった鎌形で尾羽が凹尾。 
夏鳥として本州中部以北の平野から山地の森林に渡来する。渡りの時期には，平地海岸上空
でも観察される。飛翔性で，空中で飛翔昆虫を捕食する。 
樹洞内に営巣する。枯葉や羽毛を唾液で固めた皿型の巣を作る。繁殖期に蔵王山系，船形山
系，栗駒山系で記録がある。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 4 

夏季に一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一一一一，飛翔する 4個体を確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

 

表 6.10.1-30(8) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：ケリ） 

種名 ケリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 近畿地方以北の本州に生息する留鳥。 

種の特性 
(※1) 

全長 35.5cm。東部から胸にかけては暗青灰色，体の表面は茶褐色，腹は白色で胸との境
は黒い。飛翔中は背と雨覆が茶褐色で初列風切が黒色，ほかの部分が白い。 
宮城県では夏鳥として 3 月に渡来し，水田などの農耕地や草地に生息する。秋には南へ

移動する個体が仙台市東部の平野部でも観察される。 
県北部の内陸平野部で繁殖するが局地的である。河川敷や空き地などの草地のほか水田

や休耕田などの湿地でも繁殖が記録されている。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 3 

春季に一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一一，3個体を確した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

  



6.10-87（596） 

表 6.10.1-30(9) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：ミサゴ） 

種名 ミサゴ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

全国分布 北海道から九州まで全国に分布する。 

種の特性 
(※1) 

全長オス 54cm，メス 64cm。トビとほぼ同大だが，翼は細く尾羽は短い。下面は全体的に
白っぽく，胸に黒褐色の帯が目立つ。 
断崖のある海岸で局地的に繁殖し，冬は全国の海岸，河口，大きな湖沼などでみられる。

魚食性で停空飛行から水中に急降下して，魚を捕らえる。 
つがいで繁殖を行うが，ほかのタカと比べ，巣間距離が近い。アカマツの生木，枯死木の

ほか，送電鉄塔や携帯電話基地局の鉄塔にも架巣する。産卵は 3月末～4月中旬。抱卵日数
35～37日。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 10 10 

2月～8月に定点調査で，対象事業実施区域外において，10回飛翔が確認された。 

※1：「フィールドガイド 日本の猛禽類 ミサゴ 改訂版」（フィールドデータ，2020 年） 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 
 

表 6.10.1-30(10) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：ハチクマ） 

種名 ハチクマ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 九州から北海道までの低山や平地の林に夏鳥として渡来する。 

種の特性 
(※1) 

全長オス 57cm，メス 60.5cm。トビより少し小さく，尾羽は円尾。飛翔中，ほかのタカに
比べ頭部が長く見える。白っぽい型と暗色の型がある。 
クロスズメバチの蜂の巣を襲うため，頭部は固い羽毛におおわれている。 

春と秋に渡りが観察され，春の渡りは夏鳥の中では遅く 5 月中旬から下旬にかけて繁殖地
へ到来する。地中のクロスズメバチの巣を襲い，幼虫や蛹を食べる。他のハチの巣やカエル
などを捕食することも多い。宮城県内では，夏鳥として低山に飛来するが記録は多くない。 

本州以北の低山で繁殖。は森林内のアカマツ，カラマツ，モミなどの高木につくられる。
一腹 2～3卵を産み，雌雄で約 30～35日抱卵し，雛はふ化後 35～45日後に巣立つ。巣立ち
後 2週間ほどは親から給餌を受け，8月頃に独立する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 6 6 

5 月～8 月に定点調査で，対象事業実施区域外において，6 回飛翔が確認された。そのうち
1回は，令和 5年に一一一一一一一一一一一一一餌を持ち，東の方向(一一一一一一一一一)
へ飛翔する個体の確認であった。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 
「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

  



6.10-88（597） 

表 6.10.1-30(11) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：オジロワシ） 

種名 オジロワシ 

選定基準 
文化財保護法 天 種の保存法 国 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 
冬鳥として日本に渡来するが，北海道では少数が留鳥。冬は北海道全域と本州太平洋沿岸で
は関東地方，日本海沿岸では若狭湾までの地域で越冬する。 

種の特性 
(※1) 

全長オス 80cm，メス 95cm。翼開長 180～230cm。翼は幅が広くて四角い。尾は短くて少し
くさび形。体全体は褐色であるが頭部は淡色の個体が多い。尾は白色。嘴と足も黄色。 
宮城県では，冬鳥として渡来し，11 月下旬から 3 月にかけて見られる。魚類を主食とす

るが，鳥類やウサギ，ヘビも捕食し，屍肉も食べる。海岸沿い，特に石巻より北の沿岸部で
の観察が多い。このほか，釜房湖，伊豆沼などの内陸湖沼や大きな河川沿いでも見られるほ
か，荒尾湖や栗駒ダムなどの山間部湖沼でも観察されている。 
北海道で繁殖する一部を残し 3月には繁殖地へ去る。北海道では大径木の樹上に営巣し，

一腹卵数は 1～3卵。雌雄で約 1か月間抱卵し，ふ化後 2か月ほどで巣立つ。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

R4.1 月に定点調査で，一一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一，北西方向へ飛翔する個
体が確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

 

表 6.10.1-30(12) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：チュウヒ） 

種名 チュウヒ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 国 

環境省レッドリスト EN 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 
冬鳥又は留鳥。北海道と本州中部以北で少数が繁殖するほか，冬期にはシベリア，極東から
多数が渡来する。 

種の特性 
(※1) 

全長オス 48cm，メス 58cm。翼開長 113～137cm。雌雄とも色彩による変異が大きい。オス
は頭部が灰色で淡褐色の縦斑のあるものと，黒色縦斑が密にあり黒く見えるものがいる。メ
スは全体に褐色で，腰の部分に目立つ斑紋があるものとないものがある。 
冬鳥として 9 月から 4 月にかけて見られる。沿岸及び平地の河川，湖沼などの吉原や草

原に生息し，非繁殖期には農耕地や河川，湖沼などにも出現する。野ネズミやカエルを捕食
する。 

北海道から東北地方北部，中部地方や近畿地方のいくつかの件では繁殖している。ヨシ原
内の地上に巣をつくり，一腹 5～6 卵を産み，31～38 日間抱卵する。ふ化後 5 週間で巣立
つ。冬期は群れで就塒する習性がある。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

R5.1 月に定点調査で，一一一一一一一一一一一 0.0**一，南から北へ飛翔する個体が確認
された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年）  



6.10-89（598） 

表 6.10.1-30(13) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：ツミ） 

種名 ツミ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト DD 

全国分布 夏鳥または留鳥として九州以北に分布する。 

種の特性 
(※1) 

全長オス 27cm，メス 30cm。翼開長 51～63cm。オスの上面は暗青灰色。下面は白くて胸側
から脇は黄赤褐色で，目は暗紅色。メスの上面は暗石板色，下面の横斑は太くて粗い。 
平地から山地の林に生息し，小鳥や昆虫を捕食する。林内や林縁で狩りをすることが多

い。 春と秋に日本各地で渡りがみられる。宮城県においても都市近郊の環境に適応した生
息が確認された。 
近年，都市における繁殖例が増えている。産卵は 4月下旬～5月上旬で，針葉樹のほか，

カシやコナラなどの広葉樹の地上 15m前後の高い位置に営巣する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 1 0 0 

秋季に一一一一一一一一一一一一一一，一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一飛翔
する個体が 1回確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 
 

表 6.10.1-30(14) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：ハイタカ） 

種名 ハイタカ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 中国，四国地方以北では留鳥，それ以南では冬鳥又は留鳥。 

種の特性 
(※1) 

全長オス 31.5cm，メス 39cm。オオタカに似るが小さく，上面の色は淡い。ツミのメスに
比べ下面の横斑は細かく，眉斑は明瞭。 
冬は全国的にみられ，平地の農耕地や住宅地にも現れることがある。短い羽ばたきと滑翔

を繰り返して直線的に飛ぶ，主に小鳥を捕らえて食べるが，まれにネズミやリスを食べるこ
ともある。 

本州以北の山地の林で繁殖。巣は高木の樹冠部に設けられ直径 35cm～80cm，厚み 10cm～
30cm。抱卵期間は平均 33日。架巣木は針葉樹が多い。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 76 76 

対象事業実施区域外で秋季及び冬季に 1回ずつ，定点調査で 75回の飛翔・とまり等が確認
された。対象事業実施区域内では秋季及び冬季に 5 回であり，そのうち改変区域内の上空
を含む飛翔が確認されたのは 3回であった。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「フィールドガイド 日本の猛禽類 ハイタカ」（フィールドデータ，2015 年） 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

  



6.10-90（599） 

表 6.10.1-30(15) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：オオタカ） 

種名 オオタカ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 主に本州，四国，九州の低山に生息する。 

種の特性 
(※1) 

全長オス 50cm，メス 57cm。翼開長 105～130cm。上面は暗青灰色で，頬は青黒色で白い眉
斑は明瞭。下面は白地に黒くて細い横斑が一面にある。幼鳥は上面褐色で下面には褐色の縦
斑。 

宮城県では，留鳥として沿岸部から平野部，山間部に至る県内各地で観察される。特に冬
季は，湖沼や河川敷など獲物となる鳥が集まる環境でよくみられる。 
繁殖期にはアカマツ林を営巣地とすることが多く，非繁殖期には，河川敷や都市の緑地な

どに広く出現する。小中型の哺乳類や鳥類を捕食する。雌雄で広い縄張りを持ち，太いアカ
マツなどの枝上に，枝を積み重ねて巣をつくる。一腹 3～4卵を産み，主にメスが 35～38日
間抱卵し，ふ化後 35～42日で巣立つ。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 96 96 

対象事業実施区域外において，96 回の飛翔・とまり等が確認された。営巣場所調査におい
て，R4年及び R5年に，一一一一一一一一一一一一一一 0.00**一一一一営巣（繁殖成功）が
確認された。営巣木はスギであった。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

 

表 6.10.1-30(16) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：サシバ） 

種名 サシバ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 本州以南九州までに夏鳥として 3～4月頃渡来。 

種の特性 
(※1) 

全長 49cm。翼開長 103～115cm。およそハシボソガラス大。体の上面は褐色。白い眉斑が
あり，喉は白くて中央に黒い縦線がある。下面は白くて胸と腹には褐色横斑があり，胸では
密。 

平地から山地の林に生息し，特に谷沿いに農耕地が入り込んでいる丘陵地に生息してい
ることが多い。宮城県内では，夏鳥として 4 月上旬から見られ，県内全域で記録している
が，頻度は低い。標高 1,000m以下の山地，丘陵，平野の水田が林に入り込んだいわゆる里
山環境で飛翔しているところは観察される。林縁部，水田畔，湿地，草地などで，ヘビ，ト
カゲ，カエル，ネズミ，昆虫などを捕食する。 
繁殖期は 4～7月。九州から本州で繁殖する。主にアカマツ，スギなどの針葉樹に営巣す

る。産卵は 4月下旬～5 月上旬で，産卵数は 2～4 個。抱卵期間は約 30 日で，ふ化後 36 日
前後で巣立つ。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 39 39 

4 月～7 月に対象事業実施区域外にて，39 回の飛翔・とまり等が確認された。R5 年の営巣
場所調査で，一一一一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一営巣が確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年）  



6.10-91（600） 

表 6.10.1-30(17) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：コミミズク） 

種名 コミミズク 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 日本全国に冬鳥として渡来する。 

種の特性 
(※1) 

全長 35～41cm。翼開長 94～104cm。耳羽は短くてほとんど見えない。顔盤は淡灰褐色で目
は黄色。目の周囲は黒い。体の下面は縦斑だけで，交わる横斑はない。 
全国の平地から山地の農耕地や草原などの開けた場所に生息する。越冬期は海岸や川岸，

干拓地などの湿った草原に生息する。昼間は草の中にいて，夕方から活動しネズミなどを捕
らえる。 

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の高緯度地帯の草原で繁殖。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

冬季に一一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一一一一一一飛翔する個体を確認した。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 
「野鳥：日本で見られる 287 種判別のポイント」（永岡書店，2002 年） 

 

表 6.10.1-30(18) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：ハヤブサ） 

種名 ハヤブサ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 国 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト － 

全国分布 北海道から九州北西部の島嶼に広く分布する。留鳥。 

種の特性 
(※1) 

全長オス 38cm，メス 51cm。翼開長 84～120cm。背，翼，尾は暗青灰色で，尾は比較的短
く黒帯がある。頬にはひげ状の黒斑が目立つ。下面は白くて腹は黄褐色を帯び，黒色横斑が
密にある。幼鳥は上面が褐色，下面が淡褐色で胸から腹に黒褐色の縦斑がある。 
春秋はタカ類の渡りルートでよく観察され，冬期は平地の開けた場所に生息することが

多い。主に小鳥を捕食する。 
海岸の崖などで営巣する。産卵期は 3～4月。一腹卵数は 3～4卵。主にメスが 29～34日

間抱卵。雛はふ化後 35～42日で巣立つ。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 41 41 

1月～8月の定点調査で，対象事業実施区域外において，41回の飛翔・狩り・とまり等が確
認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 
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表 6.10.1-30(19) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：サンショウクイ） 

種名 サンショウクイ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト － 
全国分布 本州以南南西諸島まで生息し，南西諸島では留鳥，それ以外での地域では夏鳥。 

種の特性 
(※1) 

全長 20cm。体は細くて尾は長め，嘴の先は少しかぎ形に曲がる。オスは額が白く，頭頂
から後頸と過眼線は黒い。メスは頭頂から後頸が灰色。 
平地から低山の林に生息し，通常樹冠部から下に降りることはない。宮城県では，夏鳥

として 5月～10月に低地から山地の林でみられる。沿岸部では春の渡りの時期にも観察さ
れる。樹林の上層部においてフライキャッチングで昆虫を捕らえる。 
落葉広葉樹の高木，特にトチノキやホオノキが茂る環境に好んで営巣する。繁殖期は 5～

7 月，巣は地上 4～15m の樹木上につくられる。年 1 回，一腹 4～5 卵を産み，抱卵期間は
17～18日。雛は 14日ほど雌雄から給餌を受ける。渡去は 8月下旬に始まり，9月中旬には
移動中の数十羽の群れが見られることもある。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 
地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

3 5 13 20 
春季及び夏季に対象事業実施区域の内外で，16地点 25個体が確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 
「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

 

表 6.10.1-30(20) 重要な動物種の特性及び確認状況（鳥類：オオムシクイ） 

種名 オオムシクイ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

全国分布 北海道以外は旅鳥として確認される。 

種の特性 
(※1) 

全長 10～13cm。雌雄同色。 
夏鳥として北海道知床半島やサハリン，カムチャツカで繁殖するが，それ以外の地域では

では春秋に通過する旅鳥。以前はメボソムシクイの亜種コメボソムシクイとされていたが，
日本鳥類目録第 7版で別種のオオムシクイとなった。 
ムチャッカ半島，北海道，サハリン，千島列島のタイガの森や林縁で繁殖する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

4 4 2 2 

秋季に対象事業実施区域の内外において，6個体が確認された。対象事業実施区域内での確
認は一一一一一一一一一一 2個体，一一一一一一一 2個体であった。 

※1：「日本野鳥の会 京都支部ホームページ」（令和 6 年 3 月閲覧）https://wbsj-kyoto.net/yachouzukan/ 
「eBird ホームページ」（令和 6 年 3 月閲覧）https://ebird.org/home 
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③ 爬虫類 

爬虫類の重要な種は確認されなかった。 

 

④ 両生類 

確認された重要な種は，表 6.10.1-31に示すとおりである。 

表 6.10.1-31 重要な動物種（両生類：現地調査） 

No. 目名 科名 種名 
調査時期 重要種選定基準 

 

対象事業実施区域 

早春季 春季 夏季 秋季 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 内 外 

1 有尾 サンショウウオ ○ ○     NT NT ○ ○ 

2   クロサンショウウオ ○ ○     NT LP ○ ○ 

-   サンショウウオ属※1  ● ○    ● ● ● ● 

         (NT) (NT)   

   (クロサンショウウオ)       (NT) (LP)   

3  イモリ アカハライモリ ○      NT LP  ○ 

4 無尾 アカガエル ヤマアカガエル ○ ○ ○ ○    NT ○ ○ 

5    ○ ○ ○   NT NT  ○ 

-  - 無尾目※2   ●    ● ●  ● 

   (タゴガエル)        (NT)   

   (ヤマアカガエル)        (NT)   

         (NT) (NT)   

   (ムカシツチガエル)        (NT)   

- 2目 3科 5種 4種 4種 3種 2種 0種 0種 4種 5種 3種 5種 
※:種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 5 年度生物リスト(河川環境データベース 国土交通省 2023 年)に準拠し

た。 

※1:サンショウウオ属はトウホクサンショウウオまたはクロサンショウウオである。幼生での確認であり同定形質が不明瞭であったた

め，種を特定するには至らなかった。 

  いずれの種も重要種選定基準に該当するため，サンショウウオ属を重要種として扱った。いずれかの種が確認されている場合は

「●」と表記し，種数の合計に計上しない。 

※2:無尾目は，カエル類の一種である。ロードキル調査時に死体を確認したが，状態が悪く同定形質が不明瞭であったため，種を特定

するに至らなかった。 

  このうち，タゴガエル，ヤマアカガエル，トウキョウダルマガエル，ムカシツチガエルが重要種選定基準に該当するため，無尾目

を重要種として扱った。 

   ヤマアカガエルかトウキョウダルマガエルが確認されている場合は「●」と表記し，種数の合計に計上しない。 
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図 6.10.1-17 重要な種の確認位置（両生類）  



6.10-95（604） 

表 6.10.1-32(1) 重要な動物種の特性及び確認状況（両生類：トウホクサンショウウオ） 

種名 トウホクサンショウウオ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 本州（新潟，群馬，茨城，栃木県以北）。 

種の特性 
(※1) 

体の背面は黒褐色または暗褐色で，体側には淡色の斑点が見られる。腹側は灰白色で微小
な褐色の斑点がある。全長 9～14cm。 
クロサンショウウオと同所的に生息する場所では本種のほうが小さい傾向にある。両種

の個体変異が大きく，区別が難しい場合もある。確実なのは卵のうの形態で本種の物はバナ
ナ状で透明である。普通，秋までに変態して生態は林床で生活する。成体は山地の林床部の
落葉や石の下などで生息し，ミミズや節足動物を捕食している。 
早春，積雪地では雪解けとともに，止水に産卵する。水たまりなどの小さな水系にも産卵

し，多少の流れがあるところも利用する。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 4 4 15 

早春季及び春季で対象事業実施区域の内外において，6箇所一一一一一一一一一一一卵塊が
確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物 web 版」（令和 6 年 3 月閲覧）

https://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rd/rdb/index.html 
※2：卵塊は 1 つ 1 個体として計上した。 

 

表 6.10.1-32(2) 重要な動物種の特性及び確認状況（両生類：クロサンショウウオ） 

種名 クロサンショウウオ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト LP 

全国分布 東北地方，北関東，北陸，佐渡に分布。 

種の特性 
(※1) 

体の背面は暗褐色から青みを帯びた黒褐色。腹面は灰色か暗黄褐色。全長は 12～18cm。
近縁のトウホクサンショウウオより一見して全身は黒の単色で，体がやや幅広く大きく見
える(形態での区別は難しい)。 
冷涼地を好み，中部から関東では主に山地に，東北では平地から山地に生息する。成体は

森林の林床部の落葉，倒木，岩の下などに潜んでおり，昆虫，クモ，ミミズなどを捕食する。
幼生は秋の頃，幼体となり陸上生活にはいるが，幼生のまま越冬するものもある。 
産卵は各地の融雪期とほぼ一致し，池や沼，沢のよどみなどの止水域に群をなして産卵す

る。卵のうは，乳白色のアケビ状をしており水中の枯れ枝などに 1対ずつ産み付けられる。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

7 38 7 255 

早春季に対象事業実施区域の内外において，293の卵塊が確認された。そのうち，255は区
域外での確認であった。区域内では一一一一一一一一一，一一一一一一一一，一一一一一一
水域で確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物 web 版」（令和 6 年 3 月閲覧）

https://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rd/rdb/index.html 
※2：卵塊は 1 つ 1 個体として計上した。 
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表 6.10.1-32(3) 重要な動物種の特性及び確認状況（両生類：アカハライモリ） 

種名 アカハライモリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト LP 

全国分布 本州，四国，九州に分布。 

種の特性 
(※1) 

全長はオス 99mm，メス 113mm程度。背は黒褐色，腹は赤～橙色で黒斑がある。 
低地から山地の水田や河川，湿地に生息。繁殖期には成体が水中でみられる。 
4～6月に卵を 1卵ずつ水草に産みつける。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

早春季に対象事業実施区域外の 1箇所において，1個体（成体）が確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 
 

表 6.10.1-32(4) 重要な動物種の特性及び確認状況（両生類：タゴガエル） 

種名 タゴガエル（カエル類として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 本州，四国，九州。 

種の特性 
(※1) 

からだの大きさは 30〜50mmで小型のカエル。からだの色は黒褐色から茶褐色で前肢や後
肢はやや太くて短く，ずんぐりし体形である。 
山地から高山帯までの森林や高山， 草原など。成体（カエル）は小さな虫やクモ類をと

って食べる。 
繁殖期は 3～7月で，産卵は渓流沿いの伏流水，沢の岩などの下で行われ，白い卵を 30〜

160個産みつける。幼生（オタマジャクシ）は何も食べずに卵黄を栄養だけで育ち，幼体（子
ガエル）になる。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

夏季に対象事業実施区域外の路上（一一一一一一一）において，轢死個体が確認された。 
※轢死個体は状態が悪く，種を特定するに至らなかった。 

※1：「国土交通省北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所ホームページ」（令和 6 年 3 月閲覧）

https://www.hrr.mlit.go.jp/agano/asobo/sizen/sane_matori/index.html 
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表 6.10.1-32(5) 重要な動物種の特性及び確認状況（両生類：ヤマアカガエル） 

種名 ヤマアカガエル 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 本州，四国，九州の山地に分布。 

種の特性 
(※1) 

体長は成体が 42～78mm，幼生が 43～60mm。 
背面は，赤褐色あるいは暗褐色で，黒色の小斑紋が体側や背面後部に散在する。頭部側

面には吻端（ふんたん）から鼓膜の後方にかけて明瞭な黒斑がある。正中線上には，淡色
の槍の穂先のような斑紋があるが，体色が濃くなると見えなくなる。腹面は白色で，下顎
の下面に大きな黒色斑がある。 
背側線は明瞭で，鼓膜の後ろで外側に曲がっている。 
平地から山地の森林とその周辺の水田に生息。幼生は，植物食で主に微小植物を食べる。

カエルになると動物食となり，昆虫，ミミズ，ナメクジを食べる。 
産卵期：1～4月。 
産卵場所：日当たりの良い水たまりなどの止水域に産卵する。 
卵：産卵数は 1,000～1,900個。卵は暗褐色で直径 2.0～2.4mm，卵塊は大きい。 
発生：卵は 2～3週間で孵化する。6～7月に変態し，小ガエルとなる。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 
地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

6 19 8 83 

早春季～秋季の対象事業実施区域内外の 14か所で 102個体が確認された。 

※1：「国土交通省中部地方整備局太田川河川事務所ホームページ」（令和 6 年 3 月閲覧）
https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/index.html 

「山渓ハンディ図鑑 9 増補改訂 日本のカエル+サンショウウオ類」（山と渓谷社 2015 年） 

※2：轢死個体は地点数，確認数に含めていない。卵塊は 1 つ 1 個体として計上した。 
 

 

表 6.10.1-32(6) 重要な動物種の特性及び確認状況（両生類：トウキョウダルマガエル） 

種名 トウキョウダルマガエル 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 本州の仙台平野から関東平野に分布。 

種の特性 
(※1) 

背面の体色は緑色から茶褐色まで変化があり，背面には，明瞭な緑色や黄白色の背中線と
背側線が見られる。背面には黒や茶褐色の斑紋があり，それぞれ独立し，重なり合わないこ
とが多い。体長は 4～8cm。近縁種のトノサマガエルと似た色彩や模様であるが，斑紋がや
や円形で重なり合わないことが多く，四肢がやや短いことなどが形態上の区別点である。 
平野部から山地まで広く分布する。水辺の環境に強く依存する傾向が強い。 
産卵は初夏で，主に止水に産卵し，変態後も水辺の環境から離れない。 

現地確認 
状況 

（※2） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 5 8 

春季で対象事業実施区域外―――において，8個体が確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物 web 版」（令和 6 年 3 月閲覧）
https://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rd/rdb/index.html 

「山渓ハンディ図鑑 9 増補改訂 日本のカエル+サンショウウオ類」（山と渓谷社 2015 年） 

※2：轢死個体は地点数，確認数に含めていない。 
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表 6.10.1-32(7) 重要な動物種の特性及び確認状況（両生類：ムカシツチガエル） 

種名 ムカシツチガエル（カエル類として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 東北地方太平洋側から関東・中部にかけて分布する。 

種の特性 
(※1) 

体長 3–5cmの小型のカエルで，背中にイボ状の突起が点在する。 
宮城県内では，平野から低山の水田や池沼に広く生息していたが，平野部では少なくなっ

た。幼生の一部は年内に変態するが，残りは幼生のまま越冬して翌年に変態・上陸する。成
体は主に水中の流れがゆるやかな場所で越冬する。近年までツチガエル（G. rugosa）に含
められていたが，ツチガエルとは遺伝的に明瞭に異なり，分布境界域で雑種も見られないこ
とから 2022年に新種として記載された。 
繁殖期は 5 月から 8 月で，一繁殖場所でも数ヶ月と長い。卵は水田や河川の流れが弱い

場所にある植物体に産み付けられる。完全な止水よりも緩い流れの環境を好む。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

夏季に対象事業実施区域外の路上（一一一一一一一）において，轢死個体が確認された。 
※轢死個体は状態が悪く，種を特定するに至らなかった。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年）※ツチガエルとして記載。 

「web 両爬図鑑」（令和 6 年 3 月閲覧）https://herpetology.raindrop.jp/ 
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⑤ 昆虫類 

確認された重要な種は，表 6.10.1-33に示すとおりである。 

表 6.10.1-33 重要な動物種（昆虫類：現地調査） 

No. 目名 科名 種名 

選定基準 

 

調査時期 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
早春季 春季 初夏季 夏季 秋季 

内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 

1 カマキリ 

 
カマキリ ウスバカマキリ   DD          ○ ○ 

2 カメムシ ミズムシ(昆) ホッケミズムシ   NT NT         ○  

3  コオイムシ コオイムシ   NT NT       ○ ○ ○  

4 チョウ セセリチョウ ギンイチモンジセセリ  NT    ○        

5 ハエ 

 
ハルカ ハマダラハルカ   DD   ○         

6 コウチュウ ゲンゴロウ オオイチモンジシマゲンゴロウ  国

 

EN VU      ○  ○ ○ ○ 

7   ケシゲンゴロウ   NT     ○ ○  ○ ○ ○  

8  ミズスマシ オオミズスマシ   NT       ○     

9   ミズスマシ   VU      ○      

10  ガムシ コガムシ   DD    ○   ○ ○ ○ ○ ○ 

11   ガムシ   NT           ○ 

12 ハチ アリ ケブカツヤオオアリ   DD           ○ 

13  スズメバチ モンスズメバチ   DD      ○  ○ ○   

14  ドロバチモドキ ニッポンハナダカバチ   VU CR+EN     ○      

15  ミツバチ クロマルハナバチ   NT  ○ ○    ○ ○ ○   

‐ 6目 12科 15種 0種 1種 15種 4種 1種 2種 2種 1種 4種 4種 5種 6種 6種 5種 

※:種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 5 年度生物リスト(河川環境データベース 国土交通省 2023 年)に従った

が，一部他の文献を参考にした。 
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図 6.10.1-18 重要な種の確認位置（昆虫類）  
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表 6.10.1-34(1) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：ウスバカマキリ） 

種名 ウスバカマキリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

全国分布 日本各地に生息。 

種の特性 
(※1) 

体長 45.0～65.0mm。前脚基節の内側に黒紋があることで，他種と区別できる。 
安定した草地に生息するが，分布は局限されている。 
大きな石の陰や人工物の壁面などに産卵する。卵のうは細長い。夏に羽化し，秋遅くまで

見られる。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 1 1 1 

秋季に対象事業実施区域内外にて，2個体が確認された。 

※1：「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 
「愛媛県レッドデータブック 2014 愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物」（愛媛県，2014 年） 

 

表 6.10.1-34(2) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：ホッケミズムシ） 

種名 ホッケミズムシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 本州，四国，九州。 

種の特性 
(※1) 

体長 9.5～10.8mm の大型のミズムシ類。体型は細長く扁平な短円筒形で，翅端は狭く丸
まる。体は淡青黄色で背面には多数の黒色横条斑を装う。前肢は短く捕獲脚となる。中肢は
細長く末端に細長い 2 本の爪を備える。後肢は脛節，跗節が扁平で長い毛を密生した遊泳
脚となる。 

主に平地から丘陵地の池沼に生息する。水深のある開けた池沼を好む傾向がある。成虫は
やや深さのある池などに移動し，灯火に飛来することもある。他の小動物を捕らえて体液を
吸収するとともに，珪藻などの植物を摂食するとされる。成虫は，水辺の枯れ草，落ち葉，
石の下で越冬する。 
3月頃に水草の茎に産卵，発生し，6月頃に新成虫が出現する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 1 0 0 

夏季に対象事業実施区域内の調整池にて，1個体が確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック 2020〈動物編〉」（石川県，2020 年） 
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表 6.10.1-34(3) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：コオイムシ） 

種名 コオイムシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

全国分布 日本全国。 

種の特性 
(※1) 

体長 17.0～20.0mm，体は楕円形で淡褐色～黄褐色。 
メスがオスの背（前翅上）に卵塊を産み，オスがそれを保護する有名な昆虫である。水深

の浅い開放的な止水域に生息し，オタマジャクシ，小魚，ヤゴ，巻貝などを捕食する。 
5～6 月頃にメスがオスの背面に卵塊を産みつけ，オスは孵化するまで約 1 ヶ月間，卵塊

を保護する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 6 2 35 

夏季及び秋季で対象事業実施区域の内外において，41個体が確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 
「石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック 2020〈動物編〉」（石川県，2020 年） 

 

表 6.10.1-34(4) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：ギンイチモンジセセリ） 

種名 ギンイチモンジセセリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

全国分布 北海道，本州，四国，九州。 

種の特性 
(※1) 

前翅長 13.0～21.0mmの中型のセセリチョウ。翅表は全体が黒だが，裏面は黄金色の地に白
い帯がある特徴的な斑紋をしている。この白い帯は，春型では白銀色で非常に目立つが，夏
型では地色と似た淡い黄褐色であまり目立たなくなる。 
母チョウは枯れたススキの茎，葉，穂や新芽に 1卵ずつ産卵し，特に枯れた茎に産卵するこ
とが多い。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 2 0 0 

春季に対象事業実施区域内一一一一一一一一一一一一において，2個体が確認された。 

※1：「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 
「福岡県の希少野生生物 RED DETA BOOK FUKUOKA 令和 6 年 3 月閲覧」(https://biodiversity.pref.fukuoka.lg.jp/rdb/) 
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表 6.10.1-34(5) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：ハマダラハルカ） 

種名 ハマダラハルカ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

全国分布 本州，四国，九州に生息する日本固有種。 

種の特性 
(※1) 

やや小型の種で，身体は光沢のある黒色。翅に顕著な斑紋をもつ。 
低山地〜山地の森林にすみ，幼虫はネムノキの朽木の樹皮下で育つことが知られている。

成虫は春季に現れる。 
林間を低くかつ素早く飛翔し，交尾のため立木に集合する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 2 

早春季に対象事業実施区域外において，2個体が確認された。 

※1：「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

 

表 6.10.1-34(6) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：オオイチモンジシマゲンゴロウ） 

種名 オオイチモンジシマゲンゴロウ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 国内 

環境省レッドリスト EN 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 近畿以北の本州に分布。 

種の特性 
(※1) 

体長 16.0～18.0mm。体は卵形でやや扁平。頭部と前胸部は黄褐色，上翅は黒色に特有の
斑紋を有するため，同定を誤ることはない。体下面は赤褐色。 

平地から低山地にかけての貧栄養の池や水たまり，弱い流れのある浅い水域を好む。移動
力が強く，夜間灯火に飛来するほか，昼間にも飛翔することが知られる。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 34 4 4 

初夏季～秋季で対象事業実施区域内外において，38個体が確認された。 

※1：「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 
 

表 6.10.1-34(7) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：ケシゲンゴロウ） 

種名 ケシゲンゴロウ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

全国分布 四国，九州，南西諸島（トカラ，沖永良部島）。 

種の特性 
(※1) 

体長 3.8〜5.0㎜。 
止水性でため池，湿地，水田などに生息しする。成虫は一年中見られる。灯火に飛来する

ことがある。 
ため池で繁殖する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

4 51 2 8 

初夏季～秋季に対象事業実施区域の内外において，59個体が確認された。 

※1：「愛媛県レッドデータブック 2014 愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物」（愛媛県，2014 年） 
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表 6.10.1-34(8) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：オオミズスマシ） 

種名 オオミズスマシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 
全国分布 日本全土。 

種の特性 
(※1) 

体長 10.0mm内外。金属光沢を帯びた黒色で，前胸背と上翅の側縁は黄色。上翅の側縁後
方に顕著な刺状突起をそなえ先端は鋭く突出する。 
池や湖など止水域に生息する。生態は他のミズスマシと同様である。 
成虫は水中の水草などに産卵する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 
地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 5 

初夏季で対象事業実施区域外において，5個体が確認された。 

※1：「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 
 

表 6.10.1-34(9) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：ミズスマシ） 

種名 ミズスマシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト － 

全国分布 北海道，本州，四国，九州，種子島，対馬。日本固有種。 

種の特性 
(※1) 

体長はほぼ 6.0～7.5mm。背面に光沢があるがやや鈍い。上翅会合線は縁どられ，前胸背
板の後角部に小孔がない。 
池や河川の緩流域に生息する。成虫は他のミズスマシ類同様，水面上の小動物を，幼虫は

水中で他の水生昆虫類を捕食する。 
成虫は水中の水草などに産卵する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 1 0 0 

初夏季に対処事業実施区域内において，1個体が確認された。 

※1：「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

 

表 6.10.1-34(10) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：コガムシ） 

種名 コガムシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

全国分布 北海道，本州，四国，九州に分布。 

種の特性 
(※1) 

体長 16～18mm。体型は紡錘型。体は全体に黒色であるが，脚は赤褐色。脚は遊泳にはあ
まり適していない。幼虫はいも虫状で顎は左右非対称。同属のエゾコガムシは，脚が黒色で
あることから区別される。 
幼虫は肉食性で他の水生昆虫や巻貝などを捕食するが，成虫は主に草食性である。幼虫は

３齢になり老熟すると岸辺に上陸し土中で蛹化する。灯火に飛来する。 
６月頃に水草の間に白いまゆ状のゆりかごをつくり，その中に産卵する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

4 11 5 11 

春季～秋季で対象事業実施区域内外において，22個体が確認された。 

※1：「石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック 2020〈動物編〉」（石川県，2020 年） 
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表 6.10.1-34(11) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：ガムシ） 

種名 ガムシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

全国分布 北海道，本州，四国，九州，南西諸島。 

種の特性 
(※1) 

体長 33～40mmで日本最大のガムシ類。体型は紡錘形で，体は黒色，背面は膨隆し，やや
銅色の光沢を帯びる。触角や髭は黄褐色。腹面はやや赤みを帯び，毛がない。脚は細く，中・
後脚は各跗節の内側に黄褐色の長毛が密生する遊泳脚である。幼虫はいも虫状で約 70mm。 
幼虫はモノアラガイなどを捕食し，老熟すると岸辺に上陸し土中で蛹化する。成虫は藻や

水草，植物質の腐植物などを摂食する。成虫は飛翔し，繁殖期にはため池から水田や水路へ
移動し，灯火にも飛来する。3～11月まで確認され，水中で越冬する。 
6月頃に卵嚢を水草に付着させる。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 2 3 

秋季に対処事業実施区域外において，3個体が確認された。 

※1：「石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック 2020〈動物編〉」（石川県，2020 年） 

 

表 6.10.1-34(12) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：ケブカツヤオオアリ） 

種名 ケブカツヤオオアリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

全国分布 本州の中部地方から東北地方。 

種の特性 
(※1) 

働蟻の体長は 4～5mmである。体色は黒褐色から褐色で，頭盾前縁中央部は凹んでいる。
胸部背面にしっかりした 20本以上の鞭毛の長い立毛を持つ。働蟻の大きさに個体差が顕著
である。 

本州の中部地方から東北地方にかけて生息しているが，比較的まれな種とされている。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

秋季に対象事業実施区域外において，1個体が確認された。 

※1：「福井県の絶滅の恐れのある野生動物 令和 6 年 3 月閲覧」（https://www.erc.pref.fukui.jp/gbank/rdb/rdbindex.html） 

 

表 6.10.1-34(13) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：モンスズメバチ） 

種名 モンスズメバチ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

全国分布 北海道，本州，四国，九州，佐渡島 

種の特性 
(※1) 

女王の体長 28～30mm，働きバチ 21～28mm。コガタスズメバチよりわずかに大きい程度。前
胸背板上面，第 1腹背板の大部分は赤褐色，腹部の斑紋は♀，♂，働き蜂間で変異が多い。 
樹洞，人家屋根裏や壁間，伐根内部など閉鎖空間に営巣し，空間が狭くなると広い場所へ

引っ越す性質がある。セミやトンボなど大形昆虫を好んで捕獲する他，樹液にも来集する。
また明るさが確保されれば夜間も活動する。攻撃性はかなり強い。 
巣の規模は，最大で 4000育房程度。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 2 1 1 

初夏及び夏季に対象事業実施区域の内外において，3個体が確認された。 

※1：「国立研究開発法人 森林研究・整備機構ホームページ」（令和 6 年 3 月閲覧）
https://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/seibut/bcg/index.html 

「愛媛県レッドデータブック 2014 愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物」（愛媛県，2014 年）  
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表 6.10.1-34(14) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：ニッポンハナダカバチ） 

種名 ニッポンハナダカバチ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト CR+EN 

全国分布 北海道から九州，屋久島まで分布する。 

種の特性 
(※1) 

体調 20～30mmの大型種で，体全体に黄白色の模様が目立つ。 
アブ科，ニクバエ科，クロバエ科，ハナアブ科など多様なハエを獲物として狩る。 
砂地に浅く掘られた巣穴に蓄える。幼虫の孵化後も成長に応じて随時給餌を行う。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 60 0 0 

夏季に対象事業実施区域内において，60個体が確認された。 

※1：「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物-RED DATA BOOK MIYAGI2016-」（宮城県，2016 年） 

「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

 

表 6.10.1-34(15) 重要な動物種の特性及び確認状況（昆虫類：クロマルハナバチ） 

種名 クロマルハナバチ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

全国分布 本州，四国。九州。やや山地性のマルハナバチ。 

種の特性 
(※1) 

体長 19.0～20.0mm。黒色濃密な短毛に覆われ，ビロード状。オスは鮮黄色。ワーカーは
コマルハナバチのメスと混同されるが，頭が大きく，毛が濃いことなどで区別される。 
森林の地中のノネズミなどの穴に営巣し，花の蜜や花粉を集める社会性のハナバチ。近年

は農業における利用が多くなっている。 
4月下旬から 11月初旬まで営巣する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 2 4 6 

早春季～夏季に対象事業実施区域内外において，8個体が確認された。 

※1：「京都府レッドデータブック 2015」（京都府，2015 年） 

「いなべ市 いなべ市の自然」（令和 6 年 3 月閲覧）https://www.city.inabe.mie.jp/kyoiku/shizen/shizen/index.html 

  



6.10-107（616） 

⑥ 魚類 

確認された重要な種は，表 6.10.1-35に示すとおりである。 

表 6.10.1-35 重要な動物種（魚類：現地調査） 

No. 目名 科名 種名 
選定基準  

  

    

調査時期 対象事業実施

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 春季 夏季 秋季 内 外 

1 コイ ドジョウ ドジョウ類     (NT/DD)※1 (DD)※2 ○ ○ ○ ○ ○ 

－ 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 1 種 1 種 1 種 1 種 1 種 1 種 1 種 

※:種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 5 年度生物リスト(河川環境データベース 国土交通省 2023 年)に準拠し

た。 

※1：ドジョウの場合選定基準Ⅲの NT，キタドジョウの場合選定基準Ⅲの DD に該当。 

※2：キタドジョウの場合選定基準Ⅳの DD に該当。 
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図 6.10.1-19 重要な種の確認位置（魚類）  
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表 6.10.1-36(1) 重要な動物種の特性及び確認状況（魚類：ドジョウ類） 

種名 ドジョウ類 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT/DD※2 宮城県レッドリスト DD※3 

全国分布 ドジョウ：日本列島，キタドジョウ：北海道から本州東部。 

種の特性 
(※1) 

ドジョウ：5 対の口髭を有し，尾鰭付け根上部に不明瞭な暗色斑がある。雄胸鰭の骨質盤は斧状
で大きく，内縁がへこみ後端は丸い。体長は 80～200mm。 
キタドジョウ：体色は明褐色から黒褐色。体側には不規則は小斑紋が散在する。雄胸鰭の骨質盤
は小さく，内縁がへこみ後端は角張りシャモジ状。体長は 120～210mm。 
キタドジョウとドジョウは遺伝的に明瞭に区別できるが，形態での区分に難がある。 
池沼や水路，水田，河川中・下流域に生息。植物が豊富な止水域を好む。泥底で生活し越冬。  
初夏に水田に遡上産卵し，稚魚は水田で成長。落水時は常時湛水域に移動する。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 6 5 35 

6箇所すべての調査地点において確認され，個体数は 35個体であった。 

※1：「日本のドジョウ形態・生態・文化と図鑑」（山と渓谷社，平成 29 年） 

「環境省／編 レッドデータブック 2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物－（汽水・淡水魚類）」（ぎょうせい，平成 27 年） 
「水田生態系の保全に視点をおいた整備技術の解説書」（農林水産省，平成 23 年） 

※2：ドジョウの場合は選定基準Ⅲの NT，キタドジョウの場合は選定基準Ⅲの DD に該当。 

※3：キタドジョウの場合は選定基準Ⅳの DD に該当。 
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⑦ 底生動物 

確認された重要な種は，表 6.10.1-37に示すとおりである。 

表 6.10.1-37 重要な動物種（底生動物：現地調査） 

No. 門名 綱名 目名 科名 種名 
選定基準 

調 

査 

時 

期 

事業 

実施 

区域内 

事業実施区域外 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ W1 W2 W3 W4 W5 W6 

1 軟体 腹足 汎有肺 モノアラガイ モノアラガイ     春

 

      

 動物       NT  夏

 

○ 

 

○ 

 

    

          冬

 

      

2 節足 昆虫 カメムシ ミズムシ

 

ホッケミズムシ     春

 

      

 動物  (半翅)     NT NT 夏

 

○ 

 

     

          冬

 

○ 

 

 ○ 

 

   

3      コオイムシ コオイムシ     春

 

    ○ 

 

 

        NT NT 夏

 

      

          冬

 

      

4     コウチュウ ゲンゴロウ オオイチモンジ     春

 

      

   (鞘翅)  シマゲンゴロウ  国

 

EN VU 夏

 

   ○ 

 

  

          冬

 

      

5        ケシゲンゴロウ     春

 

○ 

 

  ○ 

 

  

        NT  夏

 

○ 

 

  ○ 

 

  

          冬

 

      

6       ミズスマシ オオミズスマシ     春

 

  ○ 

 

   

        NT  夏

 

 ○ 

 

○ 

 

   

          冬

 

  ○ 

 

   

- 2門 2綱 3目 5科 6種 0種 1種 6種 3種 

春

 

1種 0種 1種 1種 1種 0種 

夏

 

3種 2種 1種 2種 0種 0種 

冬

 

1種 0種 2種 0種 0種 0種 

※:種名は河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 5 年度生物リスト(河川環境データベース 国土交通省 2023 年)に従った。 
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図 6.10.1-20 重要な種の確認位置（底生動物）  
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表 6.10.1-38(1) 重要な動物種の特性及び確認状況（底生動物：モノアラガイ） 

種名 モノアラガイ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

全国分布 北海道から九州までの日本各地に分布する。 

種の特性 
(※1) 

殻高約 2.5cm，殻径約 2cm。殻は卵円形，薄質，半透明で右巻き。螺塔（らとう）が低く，
体層が良く発達し，特に殻口が大きい。体は黄土色で黒色斑があり，触角は三角形で幅広
い。 

小川や流れの緩やかな河川，水田，池沼に生息する。水草や石などに付着している。陸上
に出ることは少ない。草食性で主に落ち葉，枯れ枝や藻類を摂食するが，動物の死骸や産み
付けた卵塊を食べることもある。 
産卵は 6月頃から始まる。雌雄同体であるが，他個体と交尾をして精子を交換する。 
一度の産卵で 1～20 個の卵を細長い寒天質の袋に入れ，水草や石の表面，枯れ枝などに

産み付ける。2～3 週間で親と同じ形の仔貝となって孵化する。約 2 ヵ月で成熟し，産卵を
行う。 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 1 1 2 

夏季に，対象事業実施区域内一一一一一一一一*一一で 1 個体，対象事業実施区域外一一*
一一で 2個体が確認された。 

※1：「国土交通省 中国地方整備局 太田川生物誌ホームページ」（令和 6 年 3 月閲覧）
https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/Bio.htm 
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(ｲ) 注目すべき生息地 

対象事業実施区域及びその周辺の調査範囲内における現地調査の結果，対象事業実施区域及び

その周辺においてコウモリ類やサギ類の集団繁殖地等は確認されなかった。また，水生生物以外

では，確認地点が特定の場所に集中している様子や多種多様な種が特定の場所に集中して出現す

る様子も見られなかった。なお，対象事業実施区域はほとんどが土取り場としてすでに造成され，

周辺部に樹林が一部残っている状況となっている。 

以上から，多くの確認された動物種は対象事業実施区域を活動域の一部としている可能性が考

えられることから，注目すべき生息地の選定はしなかった。 
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6.10.2 予測 

(1) 最終処分場の設置の工事，最終処分場の存在及び廃棄物の埋立て 

(ｱ) 予測内容 

予測内容は，最終処分場の設置の工事，最終処分場の存在及び廃棄物の埋立てによる動物への影

響（①事業による影響の整理，②重要な動物種及び注目すべき生息地の状況及び生息環境の変化）

とした。 

 

(ｲ) 予測地域等 

予測地域等は調査地域と同様とした（表 6.10.1-5参照）。 

 

(ｳ) 予測対象時期 

予測対象時期は，最終処分場の設置の工事が工事による影響が最大となる時期，最終処分場の存

在及び廃棄物の埋立てが施設の供用後，定常的な状態になる時期とした。 

 

(ｴ) 予測方法 

① 事業による影響の整理 

事業が重要な動物種及び注目すべき生息地に与える影響の伝播経路を，「事業の影響要因」→「環

境要素の変化」→「重要な動物種及び注目すべき生息地の変化」の観点で整理するものとした。 

 

② 重要な動物種及び注目すべき生息地の状況及び生息環境の変化 

土地の改変範囲と重要な動物種及び注目すべき生息地の分布図を重ね合わせ，改変面積等を把

握することにより予測するものとした。非改変区域については騒音，環境，水の濁り，光環境の変

化や改変区域との境界付近の環境の変化から影響を予測するものとした。 

 

(ｵ) 予測結果 

① 事業による影響の整理 

事業による影響を整理した結果は，表 6.10.2-1 に示すとおりである。 

表 6.10.2-1 事業による影響の整理結果（動物） 

 工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 

事業の影響要因 
最終処分場の設置の工事 最終処分場の存在 

廃棄物の埋立て 

環境要素の変化 

・濁水の発生による水環境の変化 

・土工事による土地の改変 

・建設機械等の稼働による大気環境の

変化 

・生息地の光環境や水環境の変化 

・建設機械等の稼働による大気環境の

変化 

重要な動物種及び

注目すべき生息地

の変化 

・周辺の水域における生息環境の変化 

・改変区域で繁殖する動物種の繁殖環

境及び注目すべき生息地の消失 

・建設機械等の音や振動等による忌避 

・改変区域及びその周辺の生息環境の

変化 

・建設機械等の音や振動等による忌避 
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② 重要な動物種及び注目すべき生息地の状況及び生息環境の変化 

1） 重要な動物種 

現地調査で確認された重要な動物種について，事業が及ぼす影響を影響要因の区分ごとに予測

した。 

 

ｱ）哺乳類 

哺乳類の重要な種への影響の予測結果は，表 6.10.2-2 に示すとおりである。 

表 6.10.2-2(1) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：ミズラモグラ） 

種名 ミズラモグラ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 8 8 

秋季～冬季に対象事業実施区域外において，塚及び坑道を確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 8 8 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設
機械は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影
響は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-2(2) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：ヤマコウモリ） 

種名 ヤマコウモリ（ヒナコウモリ科 1として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

全国分布 北海道，本州，四国，九州，対馬。 

現地確認 
状況 

（※1） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

9 9 9 15 

春季～秋季に対象事業実施区域内外において，目撃及びバットディテクターにより確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

5 6 13 19 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えら
れるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，夜間に工事は行
わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考え
られるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，廃棄物の埋立
作業は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

※1：BD の確認位置数をカウントしているが，個体が確認された場合はその確認数を優先した。 

  



6.10-116（625） 

表 6.10.2-2(3) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：ヒメホオヒゲコウモり） 

種名 ヒメホオヒゲコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

（※1） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 3 9 9 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えら
れるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，夜間に工事は行
わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考え
られるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，廃棄物の埋立
作業は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

※1：BD の確認位置数をカウントしている。 

 

表 6.10.2-2(4) 重要な動物種の特性及び確認状況（哺乳類：カグヤコウモリ） 

種名 カグヤコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト CR+EN 

現地確認 
状況 

（※1） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 3 9 9 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えら
れるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，夜間に工事は行
わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考え
られるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，廃棄物の埋立
作業は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

※1：BD の確認位置数をカウントしている。 

  



6.10-117（626） 

表 6.10.2-2(5) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：クロホオヒゲコウモリ） 

種名 クロホオヒゲコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト CR+EN 

現地確認 
状況 

（※1） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 3 9 9 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えら
れるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，夜間に工事は行
わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考え
られるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，廃棄物の埋立
作業は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

※1：BD の確認位置数をカウントしている。 

 

表 6.10.2-2(6) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：ノレンコウモリ） 

種名 ノレンコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

（※1） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 3 9 9 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えら
れるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，夜間に工事は行
わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考え
られるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，廃棄物の埋立
作業は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

※1：BD の確認位置数をカウントしている。 

  



6.10-118（627） 

表 6.10.2-2(7) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：モリアブラコウモリ） 

種名 モリアブラコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト CR+EN 

現地確認 
状況 

（※1） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 3 9 9 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えら
れるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，夜間に工事は行
わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考え
られるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，廃棄物の埋立
作業は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

※1：BD の確認位置数をカウントしている。 

 

表 6.10.2-2(8) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：チチブコウモリ） 

種名 チチブコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト LP 宮城県レッドリスト DD 

現地確認 
状況 

（※1） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 3 9 9 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えら
れるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，夜間に工事は行
わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考え
られるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，廃棄物の埋立
作業は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

※1：BD の確認位置数をカウントしている。 

  



6.10-119（628） 

表 6.10.2-2(9) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：ニホンウサギコウモリ） 

種名 ニホンウサギコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

（※1） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 3 9 9 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えら
れるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，夜間に工事は行
わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考え
られるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，廃棄物の埋立
作業は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

※1：BD の確認位置数をカウントしている。 

 

表 6.10.2-2(10) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：テングコウモリ） 

種名 テングコウモリ（ヒナコウモリ科 2として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

（※1） 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 7 7 

春季～夏季に対象事業実施区域内外において，バットディテクターにより確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 3 9 9 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考えら
れるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，夜間に工事は行
わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音の影響が考え
られるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，廃棄物の埋立
作業は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

※1：BD の確認位置数をカウントしている。 

  



6.10-120（629） 

表 6.10.2-2(11) 重要な動物種への影響の予測結果（哺乳類：カモシカ） 

種名 カモシカ 

選定基準 
文化財保護法 特天 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト 要 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 1 1 

春季～秋季に対象事業実施区域内外において，足跡を確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

5 5 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していること，哺乳類の侵入防止柵
を設置したうえで工事を実施することなどから，本種への影響は小さ
いものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設
機械は土取場の作業として現在も稼働していること，哺乳類の侵入防
止柵を設置することから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

 

  



6.10-121（630） 

ｲ）鳥類 

鳥類の重要な種への影響の予測結果は，表 6.10.2-3 に示すとおりである。 

表 6.10.2-3(1) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：ヒシクイ） 

種名 ヒシクイ 

選定基準 
文化財保護法 天 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 4 162 

冬季に対象事業実施区域外において，一一一飛来した群れや移動中の群れを確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 4 162 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である水田や河川は対象事業実施区域
内に存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は
土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小
さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である水田や河川は対象事業実施区
域内に存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3(2) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：オオヒシクイ） 

種名 オオヒシクイ 

選定基準 
文化財保護法 天 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 28 

冬季に一一一一一一一一一一一一***一一一一一一一，休息する群れを確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 28 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である水田や河川は対象事業実施区域
内に存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は
土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小
さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である水田や河川は対象事業実施区
域内に存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

 

  



6.10-122（631） 

表 6.10.2-3(3) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：マガン） 

種名 マガン 

選定基準 
文化財保護法 天 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 
地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 5 58 

冬季に一一一一一一一一一一一一一，移動中の群れを確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 
地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 5 5 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である水田や河川は対象事業実施区域
内に存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は
土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小
さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である水田や河川は対象事業実施区
域内に存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3(4) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：オシドリ） 

種名 オシドリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 3 

秋季に対象事業実施区域外西側のため池において，休息する 3個体を確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 3 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である河川は対象事業実施区域内に存
在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場
の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さいも
のと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である河川は対象事業実施区域内に
存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取
場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さい
ものと予測される。 

 

  



6.10-123（632） 

表 6.10.2-3(5) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：クイナ） 

種名 クイナ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

冬季に一一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一一一，1個体を確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である水田や河川は対象事業実施区域
内に存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は
土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小
さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である水田や河川は対象事業実施区
域内に存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3(6) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：ヨタカ） 

種名 ヨタカ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

3 3 2 2 

春季～夏季の夜間調査で，対象事業実施区域内外の樹林内にて，5個体の鳴声が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 5 5 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していること，夜間に工事は行わな
いことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機
械は土取場の作業として現在も稼働していること，廃棄物の埋立作業
は夜間行わないことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 
  



6.10-124（633） 

表 6.10.2-3(7) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：ハリオアマツバメ） 

種名 ハリオアマツバメ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 4 

夏季に一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一一一一，飛翔する 4個体を確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 4 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機
械は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響
は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3(8) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：ケリ） 

種名 ケリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 3 

春季に一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一一，3個体を確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 3 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である水田は対象事業実施区域内に存
在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場
の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さいも
のと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である水田は対象事業実施区域内に
存在しないこと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取
場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さい
ものと予測される。 

 

  



6.10-125（634） 

表 6.10.2-3(9) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：ミサゴ） 

種名 ミサゴ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 10 10 

2月～8月に定点調査で，対象事業実施区域外において，10回飛翔が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 10 10 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な採餌環境である河川は対象事業実施区域内に存
在せず，池沼（調整池）も改変しないこと，主な営巣環境である樹林
は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働してい
ることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な採餌環境である河川は対象事業実施区域内に
存在せず，池沼（調整池）も改変しないこと，主な営巣環境である樹
林は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働して
いることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3(10) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：ハチクマ） 

種名 ハチクマ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 6 6 

5月～8月に定点調査で，対象事業実施区域外において，6回飛翔が確認された。そのうち 1回
は，令和 5年に一一一一一一一一一一一一一餌を持ち，一一一一(一一一一一一一一一)一飛翔
する個体の確認であった。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 6 6 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機
械は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響
は小さいものと予測される。 

  



6.10-126（635） 

表 6.10.2-3(11) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：オジロワシ） 

種名 オジロワシ 

選定基準 
文化財保護法 天 種の保存法 国 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

R4.1月に定点調査で，一一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一，一一一一一飛翔する個体が
確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である海岸や河川，湖沼は対象事業実
施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼
働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である海岸や河川，湖沼は対象事業
実施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も
稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3(12) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：チュウヒ） 

種名 チュウヒ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 国 

環境省レッドリスト EN 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

R5.1月に定点調査で，一一一一一一一一一一一 0.0**一，一一一一一飛翔する個体が確認され
た。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である河川や湖沼などのヨシ原は対象
事業実施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業として現
在も稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である河川や湖沼などのヨシ原は対
象事業実施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業として
現在も稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測され
る。 

  



6.10-127（636） 

表 6.10.2-3(13) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：ツミ） 

種名 ツミ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト DD 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 1 0 0 

秋季に一一一一一一一一一一一一一一，一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一飛翔する
個体が 1回確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

1 1 0 0 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機
械は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響
は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3(14) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：ハイタカ） 

種名 ハイタカ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

5 5 76 76 

対象事業実施区域外で秋季及び冬季に 1 回ずつ，定点調査で 75 回の飛翔・とまり等が確認さ
れた。対象事業実施区域内では秋季及び冬季に 5回であり，そのうち改変区域内の上空を含む
飛翔が確認されたのは 3回であった。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 3 78 78 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機
械は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響
は小さいものと予測される。 

 

  



6.10-128（637） 

表 6.10.2-3(15) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：オオタカ） 

種名 オオタカ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 96 96 

対象事業実施区域外において，96回の飛翔・とまり等が確認された。営巣場所調査において，
R4年及び R5年に，一一一一一一一一一一一一一一 0.00**m一一一一営巣（繁殖成功）が確認
された。営巣木はスギであった。対象事業実施区域内では，確認されなった。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 96 96 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，確認され
た営巣地は対象事業実施区域から約 0.64km離れていること，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，確認さ
れた営巣地は対象事業実施区域から約 0.64km離れていること，建設機
械は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響
は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3(16) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：サシバ） 

種名 サシバ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 39 39 

4月～7月に対象事業実施区域外にて，39回の飛翔・とまり等が確認された。R5年の営巣場所
調査で，一一一一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一営巣が確認された。対象事業実施区域
内では，確認されなかった。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 39 39 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，主な餌場
環境である水田は対象事業実施区域内に存在しないこと，確認された
営巣地は対象事業実施区域から約 3.0km 離れていること，建設機械は
土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小
さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，主な餌
場環境である水田は対象事業実施区域内に存在しないこと，確認され
た営巣地は対象事業実施区域から約 3.0km 離れていること，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

 

  



6.10-129（638） 

表 6.10.2-3(17) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：コミミズク） 

種名 コミミズク 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

冬季に一一一一一一一一一一一一 0.0**一一一一一一一一一飛翔する個体を確認した。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である農耕地（水田・畑地）は対象事業
実施区域内に存在しないこと，草地（河川・湖沼）は対象事業実施区
域周辺に広く存在すること，建設機械は土取場の作業として現在も稼
働していること，夜間に工事は行わないことから，本種への影響は小
さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である農耕地（水田・畑地）は対象事
業実施区域内に存在しないこと，草地（河川・湖沼）は対象事業実施
区域周辺に広く存在すること，建設機械は土取場の作業として現在も
稼働していること，廃棄物の埋立作業は夜間行わないことから，本種
への影響は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3(18) 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：ハヤブサ） 

種名 ハヤブサ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 国 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 41 41 

1月～8月の定点調査で，対象事業実施区域外において，41回の飛翔・狩り・とまり等が確認
された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 41 41 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である河川や海岸及び営巣場所である
崖地は対象事業実施区域内に存在せず，池沼（調整池）も改変しない
こと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働していることから，
本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械等の稼働に係る騒音・振動の影
響が考えられるが，主な生息環境である河川や海岸及び営巣場所であ
る崖地は対象事業実施区域内に存在せず，池沼（調整池）も改変しな
いこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働していることから，
本種への影響は小さいものと予測される。 

  



6.10-130（639） 

表 6.10.2-3（19） 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：サンショウクイ） 

種名 サンショウクイ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 
地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

3 5 13 20 

春季及び夏季に対象事業実施区域の内外で，16地点 25個体が確認された。改変区域内では，
確認されなかった。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 
地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 16 25 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械
は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は
小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，主な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機
械は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響
は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-3（20） 重要な動物種への影響の予測結果（鳥類：オオムシクイ） 

種名 オオムシクイ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

4 4 2 2 

秋季に対象事業実施区域の内外において，6個体が確認された。対象事業実施区域内での確認
は一一一一一一一一一一 2個体，一一一一一一一 2個体であった。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

2 2 4 4 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響が
考えられるが，対象事業実施区域が位置する宮城県では旅鳥であり，
本種への影響はないものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や建設機械の稼働に係る騒音・振動の影響
が考えられるが，対象事業実施区域が位置する宮城県では旅鳥であり，
本種への影響はないものと予測される。 

 

  



6.10-131（640） 

ｳ）両生類 

両生類の重要な種への影響の予測結果は，表 6.10.2-4 に示すとおりである。 

表 6.10.2-4(1) 重要な動物種への影響の予測結果（両生類：トウホクサンショウウオ） 

種名 トウホクサンショウウオ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 4 4 15 

早春季及び春季で対象事業実施区域の内外において，6箇所一一一一一一一一一一で卵塊が確
認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 6 19 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である樹林は改変しないこと，改変区域内において産卵環境
である水たまりが消失するものの，改変区域内での同種の確認はなく，
対象事業実施区域及びその周辺には広く同様の環境が残されること，
池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現
在も稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である樹林は改変しないこと，改変区域内において産卵環
境である水たまりが消失するものの，改変区域内での同種の確認はな
く，対象事業実施区域及びその周辺には広く同様の環境が残されるこ
と，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業とし
て現在も稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測さ
れる。 

 

  



6.10-132（641） 

表 6.10.2-4(2) 重要な動物種への影響の予測結果（両生類：クロサンショウウオ） 

種名 クロサンショウウオ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト LP 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

7 38 7 255 

早春季に対象事業実施区域の内外において，293 の卵塊が確認された。そのうち，255 は区域
外での確認であった。区域内では一一一一一一一一一，一一一一一一一一，一一一一一一水域
で確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

2 4 120 289 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である樹林は改変しないこと，改変区域内において産卵環境
である水たまりが消失するものの，改変区域内での同種の確認は少な
く，対象事業実施区域及びその周辺には広く同様の環境が残されるこ
と，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業とし
て現在も稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測さ
れる。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である樹林は改変しないこと，改変区域内において産卵環
境である水たまりが消失するものの，改変区域内での同種の確認は少
なく，対象事業実施区域及びその周辺には広く同様の環境が残される
こと，池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業と
して現在も稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測
される。 

 

表 6.10.2-4(3) 重要な動物種への影響の予測結果（両生類：アカハライモリ） 

種名 アカハライモリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト LP 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

早春季に対象事業実施区域外の 1箇所において，1個体（成体）が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，水田
は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼（調整池）は改変しな
いこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働していることから，
本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，水
田や湖沼は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼（調整池）は
改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働している
ことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

  



6.10-133（642） 

表 6.10.2-4(4) 重要な動物種への影響の予測結果（両生類：タゴガエル） 

種名 タゴガエル（カエル類（轢死）として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

夏季に対象事業実施区域外の路上（一一一一一一一）において，轢死個体が確認された。 
※轢死個体は状態が悪く，種を特定するに至らなかった。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である樹林（渓流）は改変しないこと，建設機械は土取場の
作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さいもの
と予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である樹林（渓流）は改変しないこと，建設機械は土取場
の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さいも
のと予測される。 

 

表 6.10.2-4(5) 重要な動物種への影響の予測結果（両生類：ヤマアカガエル） 

種名 ヤマアカガエル 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 
地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

6 19 8 83 

早春季～秋季の対象事業実施区域内外の 14か所で 102個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 
地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

6 19 8 83 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械は土取場の作業とし
て現在も稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測さ
れる。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である樹林は改変しないこと，建設機械は土取場の作業と
して現在も稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測
される。 
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表 6.10.2-4(6) 重要な動物種への影響の予測結果（両生類：トウキョウダルマガエル） 

種名 トウキョウダルマガエル 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 5 8 

春季で対象事業実施区域外一一一一おいて，8個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 5 8 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である水田は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼（調
整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働
していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である水田は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼
（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も
稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-4(7) 重要な動物種への影響の予測結果（両生類：ムカシツチガエル） 

種名 ムカシツチガエル（カエル類（轢死）として確認） 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト － 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

夏季に対象事業実施区域外の路上（一一一一一一一）において，轢死個体が確認された。 
※轢死個体は状態が悪く，種を特定するに至らなかった。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である水田は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼（調
整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働
していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である水田は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼
（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も
稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 
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ｴ）昆虫類 

昆虫類の重要な種への影響の予測結果は，表 6.10.2-5 に示すとおりである。 

表 6.10.2-5(1) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：ウスバカマキリ） 

種名 ウスバカマキリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 1 1 1 

秋季に対象事業実施区域内外にて，2個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

1 1 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境で
ある草地の一部が消失するものの，対象事業実施区域及びその周辺に
広く存在することから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境
である草地の一部が消失するものの，対象事業実施区域及びその周辺
に広く存在することから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-5(2) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：ホッケミズムシ） 

種名 ホッケミズムシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 1 0 0 

夏季に対象事業実施区域内一一一一にて，1個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変，水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場
の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さいも
のと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁り，夜間の照明に係る影響が考え
られるが，主な生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，建
設機械は土取場の作業として現在も稼働していること，施設の夜間照
明は必要最低限とすることから，本種への影響は小さいものと予測さ
れる。 
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表 6.10.2-5(3) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：コオイムシ） 

種名 コオイムシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト NT 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 6 2 35 

夏季及び秋季で対象事業実施区域の内外において，41個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

2 6 2 35 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である水田は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼（調
整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働
していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である水田は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼
（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も
稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-5(4) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：ギンイチモンジセセリ） 

種名 ギンイチモンジセセリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 2 0 0 

春季に対象事業実施区域内一一一一一一一一一一一一において，2個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

1 2 0 0 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境で
ある草地の一部が消失するものの，対象事業実施区域及びその周辺に
広く存在することから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境
である草地の一部が消失するものの，対象事業実施区域及びその周辺
に広く存在することから，本種への影響は小さいものと予測される。 
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表 6.10.2-5(5) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：ハマダラハルカ） 

種名 ハマダラハルカ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 2 

早春季に対象事業実施区域外において，2個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 2 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境で
ある樹林は改変しないことから，本種への影響は小さいものと予測さ
れる。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境
である樹林は改変しないことから，本種への影響は小さいものと予測
される。 

 

表 6.10.2-5(6) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：オオイチモンジシマゲンゴロウ） 

種名 オオイチモンジシマゲンゴロウ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 国内 

環境省レッドリスト EN 宮城県レッドリスト VU 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 34 4 4 

初夏季～秋季で対象事業実施区域内外において，38個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

2 34 4 4 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変，水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場
の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さいも
のと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁り，夜間の照明に係る影響が考え
られるが，主な生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，建
設機械は土取場の作業として現在も稼働していること，施設の夜間照
明は必要最低限とすることから，本種への影響は小さいものと予測さ
れる。 
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表 6.10.2-5(7) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：ケシゲンゴロウ） 

種名 ケシゲンゴロウ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

4 51 2 8 

初夏季～秋季に対象事業実施区域の内外において，59個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

2 45 4 14 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変，水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，水田は対象事業実
施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼
働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁り，夜間の照明に係る影響が考え
られるが，主な生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，水
田は対象事業実施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業
として現在も稼働していること，施設の夜間照明は必要最低限とする
ことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-5(8) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：オオミズスマシ） 

種名 オオミズスマシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 
地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 5 

初夏季で対象事業実施区域外において，5個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 
地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 5 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変，水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，水田は対象事業実
施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼
働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁り，夜間の照明に係る影響が考え
られるが，主な生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，水
田は対象事業実施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業
として現在も稼働していること，施設の夜間照明は必要最低限とする
ことから，本種への影響は小さいものと予測される。 
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表 6.10.2-5(9) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：ミズスマシ） 

種名 ミズスマシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 1 0 0 

初夏季に対処事業実施区域内において，1個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変，水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場
の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さいも
のと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取
場の作業として現在も稼働していることから，本種への影響は小さい
ものと予測される。 

 

表 6.10.2-5(10) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：コガムシ） 

種名 コガムシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

4 11 5 11 

春季～秋季で対象事業実施区域内外において，22個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

3 7 6 15 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変，水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，水田は対象事業実
施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼
働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁り，夜間の照明に係る影響が考え
られるが，主な生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，水
田は対象事業実施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業
として現在も稼働していること，施設の夜間照明は必要最低限とする
ことから，本種への影響は小さいものと予測される。 
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表 6.10.2-5(11) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：ガムシ） 

種名 ガムシ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 2 3 

秋季に対象事業実施区域外において，3個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 2 3 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変，水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，水田は対象事業実
施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼
働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁り，夜間の照明に係る影響が考え
られるが，主な生息環境である池沼（調整池）は改変しないこと，水
田は対象事業実施区域内に存在しないこと，建設機械は土取場の作業
として現在も稼働していること，施設の夜間照明は必要最低限とする
ことから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

表 6.10.2-5(12) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：ケブカツヤオオアリ） 

種名 ケブカツヤオオアリ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

0 0 1 1 

秋季に対象事業実施区域外において，1個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境で
ある樹林（林縁部）は改変しないことから，本種への影響は小さいも
のと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境
である樹林（林縁部）は改変しないことから，本種への影響は小さい
ものと予測される。 
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表 6.10.2-5(13) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：モンスズメバチ） 

種名 モンスズメバチ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト DD 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 2 1 1 

初夏及び夏季に対象事業実施区域の内外において，3個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

2 2 1 1 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境で
ある樹林は改変しないことから，本種への影響は小さいものと予測さ
れる。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境
である樹林は改変しないことから，本種への影響は小さいものと予測
される。 

 

表 6.10.2-5(14) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：ニッポンハナダカバチ） 

種名 ニッポンハナダカバチ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト VU 宮城県レッドリスト CR+EN 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 60 0 0 

夏季に対象事業実施区域内において，60個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

2 60 0 0 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境で
ある海岸・河川は対象事業実施区域内に存在しないこと，主な営巣場
所である砂地の一部が消失するものの，同様の環境は対象事業実施区
域及びその周辺に広く存在することから，本種への影響は小さいもの
と予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境
である海岸・河川は対象事業実施区域内に存在しないこと，主な営巣
場所である砂地の一部が消失するものの，同様の環境は対象事業実施
区域及びその周辺に広く存在することから，本種への影響は小さいも
のと予測される。 
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表 6.10.2-5(15) 重要な動物種への影響の予測結果（昆虫類：クロマルハナバチ） 

種名 クロマルハナバチ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

2 2 4 6 

早春季～夏季に対象事業実施区域内外において，8個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 6 8 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境で
ある樹林は改変しないことから，本種への影響は小さいものと予測さ
れる。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変に係る影響が考えられるが，主な生息環境
である樹林は改変しないことから，本種への影響は小さいものと予測
される。 
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ｵ）魚類 

魚類の重要な種への影響の予測結果は，表 6.10.2-6 に示すとおりである。 

表 6.10.2-6(1) 重要な動物種への影響の予測結果（魚類：ドジョウ類） 

種名 ドジョウ類 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT/DD 宮城県レッドリスト DD 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 6 5 35 

6箇所すべての調査地点において確認され，個体数は 35個体であった。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 6 41 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である水田や河川は対象事業実施区域内に存在しないこと，
建設機械は土取場の作業として現在も稼働していることから，本種へ
の影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変や水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である水田や河川は対象事業実施区域内に存在しないこ
と，建設機械は土取場の作業として現在も稼働していることから，本
種への影響は小さいものと予測される。 

  



6.10-144（653） 

ｶ）底生動物 

底生動物の重要な種への影響の予測結果は，表 6.10.2-7に示すとおりである。 

確認された重要な動物種（底生動物）のうち，昆虫網の 5種については，「ｴ）昆虫類」にて予

測を実施した。 

表 6.10.2-7(1) 重要な動物種への影響の予測結果（底生動物：モノアラガイ） 

種名 モノアラガイ 

選定基準 
文化財保護法 － 種の保存法 － 

環境省レッドリスト NT 宮城県レッドリスト － 

現地確認 
状況 

対象事業実施区域内 対象事業実施区域外 

地点数 個体(確認)数 地点数 個体(確認)数 

1 1 1 2 

夏季に，対象事業実施区域内一一一一一一一一*一一一 1個体，対象事業実施区域外一一*一一
一 2個体が確認された。 

予測結果 

改変区域内 改変区域外 

地点数 個体（確認）数 地点数 個体（確認）数 

0 0 2 3 

最終処分場の設置の
工事による影響 

造成等による土地の改変，水の濁りに係る影響が考えられるが，主な
生息環境である河川は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼（調
整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も稼働
していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

最終処分場の存在 
及び廃棄物の埋立て
による影響 

事業実施による土地の改変，水の濁りに係る影響が考えられるが，主
な生息環境である河川は対象事業実施区域内に存在しないこと，池沼
（調整池）は改変しないこと，建設機械は土取場の作業として現在も
稼働していることから，本種への影響は小さいものと予測される。 

 

 

2） 注目すべき生息地 

注目すべき生息地は，対象事業実施区域及びその周辺で確認されなかったため，最終処分場の

設置の工事，最終処分場の存在ならびに廃棄物の埋立てによる影響はないものと予測する。 
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6.10.3 環境保全措置 

(1) 最終処分場の設置の工事 

方法書においては，最終処分場の設置の工事に伴う動物への影響に対しては環境保全措置を挙

げていないが，最終処分場の設置の工事に伴う動物への影響を可能な限り回避又は低減するため，

環境保全措置の検討を行い，以下に示す内容を実施することとした。 

表 6.10.3-1 環境保全措置（最終処分場の設置の工事） 

実施項目 
保全措置
の種類 

実施内容・効果 効果の不確実性・副次的な影響 

着手前の事前
確認 

低減 
内
容 

工事着手前に工事個所の近傍にて重
要な動物種の繁殖行動等が確認され
た場合，必要に応じ専門家の指導を受
け，対応策を講じる。 

不確 
実性 

実施状況により効果の
程度が変化する。 

効
果 

動物への影響を低減できる。 副次 
影響 

なし 

低騒音型機械
の採用 

低減 
内
容 

工事に使用する建設機械は可能な限
り低騒音型の採用に努め，鳥類等の生
息環境に配慮する。 

不確 
実性 

なし 

効
果 

動物への影響を低減できる。 副次 
影響 

騒音への影響を低減す
ることができる。 

工事関係者へ
の教育 

回避 
低減 

内
容 

対象事業実施区域内の工事用道路で
は，資材等の運搬車両は 30km/h以下
の低速走行を励行し，運転者には哺乳
類等のロードキルや鳥類との衝突に
注意するように指導を行う。 
また，工事関係者に対しては，改変区
域外への必要以上の立ち入りを制限
し，樹林地や草地の踏み荒らしが無い
ように保全に努める。 

不確 
実性 

実施状況により効果の
程度が変化する。 

効
果 

不必要な事故や改変を防止し，動物や
その生息地への影響を回避・低減する
ことができる。 

副次 
影響 

植物への影響を回避・低
減できる。 

濁水の流出対
策 
 

低減 
内
容 

既存の沈砂池の活用や必要に応じて
仮設沈殿槽（ノッチタンクなど）を設
置する。 

不確 
実性 

実施状況により効果の
程度が変化する。 

効
果 

水生生物及びその生息環境への影響
を低減できる。 

副次 
影響 

水質，植物への影響を低
減できる。 

 

  

※下線部は，準備書からの変更箇所を示す。 



6.10-146（655） 

(2) 最終処分場の存在 

方法書においては，最終処分場の存在に伴う動物への影響に対しては環境保全措置を挙げてい

ないが，最終処分場の存在に伴う動物への影響を可能な限り回避又は低減するため，環境保全措

置の検討を行い，以下に示す内容を実施することとした。 

表 6.10.3-2 環境保全措置（最終処分場の存在） 

実施項目 
保全措置
の種類 

実施内容・効果 効果の不確実性・副次的な影響 

侵入防止柵の
設置 

回避 
内
容 

外周に侵入防止柵を設置することに
より，埋立地への哺乳類の誤侵入を防
止する。 

不確 
実性 

なし 

効
果 

誤侵入を防止することで，動物の生息
への影響が回避される。 

副次 
影響 

なし 

施設における
ブラインドや
低反射型ガラ
スの採用 

回避 
低減 内

容 

施設の窓ガラスはブラインドを設置
し，鳥類が誤って衝突しないような低
反射型のガラスの採用を行うなどの
対策を行う。 

不確 
実性 

なし 

効
果 

昼間の鳥類の衝突や，夜間の昆虫類の
誘因等による影響を低減できる。 

副次 
影響 

なし 

 

 

(3) 廃棄物の埋立て 

方法書においては，廃棄物の埋立てに伴う動物への影響に対しては環境保全措置を挙げていな

いが，廃棄物の埋立てに伴う動物への影響を可能な限り回避又は低減するため，環境保全措置の

検討を行い，以下に示す内容を実施することとした。 

表 6.10.3-3 環境保全措置（廃棄物の埋立て） 

実施項目 
保全措置
の種類 

実施内容・効果 効果の不確実性・副次的な影響 

低騒音型機械
の採用 

低減 
内
容 

使用する建設機械は可能な限り低騒
音型の採用に努め，鳥類等の生息環境
に配慮する。 

不確 
実性 

 
なし 

効
果 

鳥類や哺乳類等の動物への影響を低
減できる。 

副次 
影響 

騒音への影響を低減で
きる。 

廃棄物運搬車
両等の運転手
への教育 

回避 

内
容 

廃棄物運搬車両等の運転手に，場外で
は交通ルール順守，場内では 30km/h
以下の低速走行を励行し，哺乳類等の
ロードキルや鳥類との衝突に注意す
るように協力を依頼する。 

不確 
実性 

実施状況により効果の
程度が変化する。 

効
果 

不必要な事故を防止し，動物の生息へ
の影響を低減することができる。 

副次 
影響 

人と自然との触れ合い
の活動の場への影響を
低減できる。 

廃棄物等の管
理徹底 

回避 
低減 

内
容 

動物の餌となる残飯等のゴミにより
動物が誘引されないよう屋外のゴミ
置き場の管理を徹底する。 

不確 
実性 

実施状況により効果の
程度が変化する。 

効
果 

動物が施設近傍に誘引されることを
回避・低減できる。 

副次 
影響 

悪臭の影響を低減でき
る。 

  

※下線部は，準備書からの変更箇所を示す。 
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6.10.4 評価 

(1) 最終処分場の設置の工事 

(ｱ) 環境への影響の回避・低減に係る評価 

① 評価方法 

最終処分場の設置の工事による動物への影響が，実行可能な範囲で回避または低減されている

かを検討し，その結果を踏まえ，必要に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適

正になされているかを検討することにより評価するものとした。 

 

② 評価結果 

最終処分場の設置の工事による動物への影響は，動物の主な生息環境である樹林や調整池・ため

池は改変しないこと，水田などの農耕地や河川等は対象事業実施区域内に存在しないこと，現在

も土砂採取場の作業として建設機械が稼働していることなどから，小さいものと予測された。 

本事業では，最終処分場の設置の工事による動物への影響を低減するため，低騒音型機械の採

用，濁水の流出対策等を行うといった環境保全措置を行う。 

 

(2) 最終処分場の存在 

(ｱ) 環境への影響の回避・低減に係る評価 

① 評価方法 

最終処分場の存在による動物への影響が，実行可能な範囲で回避または低減されているかを検

討し，その結果を踏まえ，必要に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適正にな

されているかを検討することにより評価する。 

 

② 評価結果 

最終処分場の存在による動物への影響は，動物の主な生息環境である樹林や調整池・ため池は改

変しないこと，水田などの農耕地や河川等は対象事業実施区域内に存在しないこと，施設の夜間

照明を必要最低限とすることなどから，小さいものと予測された。 

本事業では，最終処分場の設置の工事による動物への影響を低減するため，侵入防止柵の設置，

鳥類の衝突の防止対策等を行うといった環境保全措置を行う。 

 

(3) 廃棄物の埋立て 

(ｱ) 環境への影響の回避・低減に係る評価 

① 評価方法 

廃棄物の埋立てによる動物への影響が，実行可能な範囲で回避または低減されているかを検討

し，その結果を踏まえ，必要に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適正になさ

れているかを検討することにより評価する。 

 

② 評価結果 

廃棄物の埋立てによる動物への影響は，動物の主な生息環境である樹林や調整池・ため池は改変

しないことや水田などの農耕地や河川等は対象事業実施区域内に存在しないこと，現在も土砂採

取場の作業として建設機械が稼働していることなどから，小さいものと予測された。 

本事業では，最終処分場の設置の工事による動物への影響を低減するため，廃棄物の即日覆土の

実施や侵入防止柵の設置，低騒音型建設機械の採用等を行うといった環境保全措置を行う。 

 

 

※下線部は，準備書からの変更箇所を示す。 




