
　

長
野
県
の
天
然
記
念
物
に

指
定
（
昭
和
50
年
2
月
24
日

指
定
）
さ
れ
て
い
る
ミ
ヤ
マ

シ
ロ
チ
ョ
ウ
。
1
9
0
1
年

に
諏
訪
清
陵
高
等
学
校
の
初

代
校
長
で
あ
る
千
野
光
茂
が

八
ヶ
岳
で
発
見
し
ま
し
た
。

　

標
高
1
，
5
0
0
ｍ
か
ら

2
，
0
0
0
ｍ
に
か
け
て
生
息

す
る
高
山
蝶
の
一
種
で
、
翅
全

体
が
白
色
で
翅
脈
（
昆
虫
類
の

翅
に
見
ら
れ
る
脈
）
に
沿
っ
て

黒
い
線
が
入
っ
た
翅
と
、
翅
の

付
け
根
に
直
径
2
㎜
ほ
ど
の
橙

黄
色
の
斑
が
見
ら
れ
る
の
が
特

徴
の
蝶
で
す
。

　

属
名
は
A
p
o
r
i
a
と

い
い
、
ラ
テ
ン
語
で
「
行
き

詰
ま
り
」
の
意
。
ま
た
、
種

名
の
h
i
p
p
i
a
は
「
女

神
」
の
意
を
持
つ
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
蝶
は
、
八
ヶ
岳
南
部

や
奥
秩
父
、
野
辺
山
、
美
ヶ

原
、
南
ア
ル
プ
ス
、
大
井
川

上
流
、
入
笠
山
、
浅
間
山
系

等
の
長
野
県
を
中
心
と
し
た

ご
く
限
ら
れ
た
地
域
に
生
息

し
、
村
内
で
も
姿
が
見
ら
れ

ま
す
。

　

今
回
は
、
こ
の
白
い
蝶
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

①越冬巣
②集団で行動する幼虫
③蛹
④集団給水する雄蝶

　

ミ
ヤ
マ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
は
、

7
月
下
旬
か
ら
8
月
上
旬
に

か
け
て
食
餌
植
物
で
あ
る
ヒ

ロ
ハ
ヘ
ビ
ノ
ボ
ラ
ズ
や
メ
ギ

の
葉
に
、
卵
を
一
か
所

1
0
0
程
度
産
み
付
け
ま

す
。
産
卵
か
ら
約
2
週
間

後
、
一
斉
に
孵
化
が
始
ま
り

ま
す
。
外
に
出
た
幼
虫
は
、

葉
に
吐
糸
を
し
な
が
ら
簡
単

な
共
同
巣
を
作
り
、
群
れ
で

摂
食
を
始
め
ま
す
。

　

9
月
下
旬
か
ら
10
月
上
旬

頃
、
幼
虫
の
群
れ
は
越
冬
用

の
巣
作
り
を
始
め
ま
す
。
初

め
の
巣
に
食
べ
散
ら
か
し
た

葉
を
壁
の
補
強
材
に
し
た
り

し
な
が
ら
補
修
を
重
ね
、
大

き
な
共
同
の
巣
（
写
真
①
）

を
作
り
ま
す
。
越
冬
に
入
る

と
、
巣
の
入
り
口
を
吐
糸
で

閉
じ
、
冬
を
越
し
ま
す
。

　

冬
を
越
す
と
、
再
び
群
れ

で
の
行
動
を
再
開
し
ま
す
。

盛
ん
な
食
欲
に
よ
る
摂
食
と

脱
皮
で
体
毛
が
ふ
さ
ふ
さ
と

ミヤマシロチョウの
生態

し
た
立
派
な
毛
虫
（
写
真

②
）
へ
成
長
し
ま
す
。
6
月

に
入
る
と
突
然
巣
離
れ
し
、

蛹
化
の
場
所
を
探
し
て
歩
き

始
め
ま
す
。
蛹
化
の
場
所
を

見
つ
け
る
と
吐
糸
で
足
場
を

固
め
、
胸
部
を
固
め
る
帯
を

作
っ
て
蛹
（
写
真
③
）
へ
変

化
を
始
め
ま
す
。
蛹
化
か
ら

約
3
週
間
ほ
ど
経
つ
と
、
蛹

の
背
面
が
割
れ
、
開
始
か
ら

約
30
分
ほ
ど
で
羽
化
が
完
了

し
ま
す
。

　

ミ
ヤ
マ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
は
他

の
蝶
と
比
較
し
て
、
特
異
な

生
態
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の

一
つ
は
前
述
し
た
幼
虫
の
集

団
行
動
で
す
。
全
幼
虫
期
を

通
し
て
集
団
行
動
を
し
な
が

ら
生
活
す
る
様
子
は
他
の
蝶

に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
成
虫
に
な
っ
て

か
ら
も
集
団
で
の
行
動
が
見

ら
れ
ま
す
。
雄
蝶
は
湿
っ
た

場
所
や
渓
流
の
ほ
と
り
等
に

集
ま
り
、
集
団
で
給
水
（
写

真
④
）
を
行
い
ま
す
。

幼
虫
の
誕
生

巣
作
り
と
越
冬

蛹
化
と
羽
化

特
異
な
生
態

①②

③④

特集ミヤマシロチョウ
～長野県の天然記念物に指定される白く可憐な蝶～

参考：理科研究集録「ミヤマシロチョウ」　編集・発行（「ミヤマシロチョウ」編集委員会・1982年）
　　  信州の自然誌「高原チョウ」　著者・発行（堀 勝彦・1993年）
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よ 

う 

か

し
ょ
く
じ
し
ょ
く
ぶ
つ

こ
う
ざ
ん
ち
ょ
う

は
ね

し
み
ゃ
く

さ
な
ぎ
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「
八
ヶ
岳
・
原
村
ミ
ヤ
マ

シ
ロ
チ
ョ
ウ
の
会
」
会
長
の

山
本
勝
之
さ
ん
は
村
内
の
ミ

ヤ
マ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
の
今
後
の

生
息
に
つ
い
て
「
厳
し
い
」

と
話
し
ま
す
。

　

ミ
ヤ
マ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
は
、

か
つ
て
は
ペ
ン
シ
ョ
ン
区
や

農
場
区
で
も
よ
く
見
ら
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
十
数
年
前

頃
か
ら
急
に
姿
が
見
ら
れ
な

く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ

の
時
、
山
本
さ
ん
は
危
機
感

を
覚
え
、
会
を
立
ち
上
げ
保

護
活
動
に
乗
り
出
し
ま
し

た
。

　

保
護
活
動
を
始
め
る
と
す

ぐ
に
生
息
数
が
増
え
ま
し

た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
数
は

減
り
、
現
在
で
は
辛
う
じ
て

消
滅
を
免
れ
て
い
る
状
況
だ

と
い
い
ま
す
。
昆
虫
の
個
体

数
は
波
の
よ
う
で
、
爆
発
的

に
増
え
れ
ば
そ
の
逆
も
あ
る

と
山
本
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　　

山
本
さ
ん
は
ミ
ヤ
マ
シ
ロ

チ
ョ
ウ
の
個
体
数
の
減
少
に

つ
い
て
、
生
育
環
境
の
減
少

に
よ
る
メ
タ
個
体
群
の
崩
壊

が
原
因
だ
と
話
し
ま
す
。

　

ミ
ヤ
マ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
に
は

幼
虫
の
食
餌
植
物
や
成
虫
の

吸
蜜
の
た
め
の
花
、
そ
し

て
、
明
る
い
草
原
の
よ
う
な

環
境
が
必
要
で
す
。

　

か
つ
て
、
八
ヶ
岳
で
林
業

が
盛
ん
な
頃
は
、
間
伐
後
の

開
け
た
土
地
が
蝶
に
と
っ
て

住
み
よ
い
環
境
で
し
た
。
し

か
し
、
林
業
が
廃
れ
、
伐
採

　

ミ
ヤ
マ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
は
、

環
境
省
及
び
長
野
県
の
レ
ッ

ド
リ
ス
ト
（
絶
滅
の
お
そ
れ

の
あ
る
野
生
生
物
の
種
の
リ

ス
ト
）
に
名
を
連
ね
、
絶
滅

危
惧
Ⅰ
Ｂ
類
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
近
い
将

来
に
お
け
る
野
生
で
の
絶
滅

の
危
険
性
が
高
い
も
の
に
あ

た
り
ま
す
。

　

各
生
息
地
域
か
ら
は
年
々

そ
の
姿
が
見
ら
れ
な
く
な
っ

て
お
り
、
隣
の
茅
野
市
で

は
、
生
息
地
と
さ
れ
る
地
点

で
2
0
1
6
年
か
ら
1
匹
も

姿
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と

消える
ミヤマシロチョウと
保護活動

昨
年
報
道
が
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
当
村

も
同
様
で
、
か
つ
て
は
容
易

に
村
内
で
目
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
ミ
ヤ
マ
シ
ロ
チ
ョ
ウ

は
年
々
減
少
し
、
今
日
で
は

そ
の
姿
を
ほ
と
ん
ど
見
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
。

 

現
在
、
「
八
ヶ
岳
・
原
村
ミ

ヤ
マ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
の
会
」
の

み
な
さ
ん
の
保
護
活
動
に

よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
村
内

か
ら
の
消
滅
を
免
れ
て
い
ま

す
。

　小さいころから蝶が好きで、10歳のころには蝶を追
いかけ、採取データをノートへ記録、出身校の東京農
業大学では昆虫学の研究をしていました。
　平成20年にミヤマシロチョウの調査や保護活動を
行う「八ヶ岳・原村ミヤマシロチョウの会」を発足し、
保護活動を行っています。

八ヶ岳・原村ミヤマシロチョウの会

会長 山本 勝之 さん

厳
し
い
状
況

減
少
の
原
因
は

後
の
土
地
に
植
林
が
さ
れ
る

と
蝶
の
住
み
よ
い
環
境
は
消

え
て
い
き
ま
し
た
。
時
を
同

じ
く
し
て
、
山
の
中
で
は
砂

防
設
備
の
建
設
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
土
砂
崩
れ
が
な
く
な

る
こ
と
で
、
蝶
が
好
む
草
原

が
自
然
に
生
成
さ
れ
る
こ
と

が
な
く
な
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
ペ
ン
シ
ョ
ン
区
や
農
場

区
で
は
、
人
が
増
え
る
と
と

も
に
幼
虫
の
食
餌
植
物
で
あ

る
ヒ
ロ
ハ
ヘ
ビ
ノ
ボ
ラ
ズ
が

な
く
な
り
ま
し
た
。
ヒ
ロ
ハ

ヘ
ビ
ノ
ボ
ラ
ズ
は
、
名
前
の

通
り
蛇
が
登
れ
な
い
程
ト
ゲ

が
生
え
て
い
る
た
め
、
人
間

の
邪
魔
に
さ
れ
、
真
っ
先
に

刈
り
取
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
生
息
地
域
の

減
少
に
よ
っ
て
、
メ
タ
個
体

群
の
崩
壊
が
起
こ
り
ま
す
。

メ
タ
個
体
群
と
は
、
局
所
的

な
生
息
地
域
が
繋
が
り
を
も

ち
、
一
つ
の
地
域
で
固
体
数

の
減
少
が
起
こ
っ
て
も
、
他

の
地
域
か
ら
減
少
の
起
こ
っ

た
地
域
や
新
た
に
生
成
さ
れ

た
生
息
適
地
へ
と
移
動
が
お

こ
り
、
消
滅
と
生
成
を
繰
り

返
し
な
が
ら
存
続
す
る
モ
デ

ル
を
い
い
ま
す
。

　

現
在
、
限
ら
れ
た
生
息
地

域
し
か
な
い
こ
と
、
新
た
な

生
息
適
地
の
生
成
が
行
わ
れ

な
こ
と
か
ら
、
メ
タ
個
体
群

の
崩
壊
が
起
こ
り
、
蝶
は
消

滅
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。

　　

山
本
さ
ん
は
、
減
少
を
食
い

止
め
る
に
は
生
息
地
域
の
拡
大

が
必
要
だ
と
話
し
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
は
と
て
も
難
し
い
こ

と
だ
と
い
い
ま
す
。

　

生
息
地
域
の
拡
大
に
は
蝶

が
好
む
環
境
を
広
く
作
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、

保
安
林
で
は
法
に
よ
っ
て
木

の
伐
採
が
困
難
で
あ
っ
た

り
、
民
地
で
は
合
意
が
必
要

で
あ
っ
た
り
と
、
生
息
地
域

を
広
く
確
保
す
る
こ
と
は
大

変
困
難
で
す
。

減
少
を
止
め
る
に
は

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
山

本
さ
ん
は
、
「
保
護
活
動
で
現

状
を
維
持
す
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
、
そ
れ
も
厳
し
く
な
っ
て

い
る
」
と
嘆
き
ま
す
。

　

村
で
は
、
お
い
し
い
高
原

野
菜
や
き
れ
い
な
星
空
等
、

豊
か
な
自
然
を
売
り
に
し
て

き
ま
し
た
。
こ
の
自
然
の
中

に
長
野
県
を
中
心
に
し
か
生

息
し
な
い
絶
滅
の
危
機
に
あ

る
白
い
可
憐
な
蝶
の
こ
と
が

含
ま
れ
て
い
た
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
蝶
が
村
内
か
ら
の

消
滅
の
縁
に
立
っ
て
い
る

今
、
村
全
体
で
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

八ヶ岳・原村ミヤマシロチョウの会では、
ミヤマシロチョウの観察会を実施してい
ました。しかし、個体数の減少により平成
26年以降は開催できなくなりました。
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越冬巣の数の推移

保護活動を始める
と爆発的に増えた
が、その後急激に
減っている。

終
わ
り
に

会が行う保護活動

　八ヶ岳・原村ミヤマシロチョウの会で
は、越冬巣や幼虫、成虫の個体数の調
査や蝶の密猟のパトロール、幼虫保護
のための袋かけ作業、樹木の間伐・伐
採作業等を行い、ミヤマシロチョウの
保護を行っています。



通話中にダイヤル操作をすること
で過去の放送へ進むことや、再生
速度の調整など、様々な機能が使
えます。
操作方法は簡単で、＃ボタンを押
した後に使いたい機能の番号のボ
タンを押してください。 ① ＃ボタンを押す ② 利用したい機能の数字ボタンを押す

※通話時間は最大30分間です。
※区内放送を除く全ての放送がお聞きいただけます。
（区内放送はお聞きいただくことができません。）

放送の聞き方

問 総務課 総務係 ☎79-2111（内線233）

―電話を掛けるだけで、簡単に放送を聞くことができます―

便利な機能をご利用ください

有
線
放
送
が

電
話
で
聞
け
ま
す
！

0
1
2
3
7
8
9

最新の放送を聞く
新しい放送へ進む

聞いている放送をもう一度聞く
過去の放送へ進む
再生速度を遅くする
再生速度を等倍にする
再生速度を速くする

☎0800-800-6299（通話料無料）へ電話をかける。
最新の放送から順に過去の放送（20回分）が流れます。
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2

KOHO HARA  2018.9 6

コンビニ交付サービスが
 はじまります

来年
３月
から

諏訪広域相互証明書交付サービスは、諏訪地域6市町村内に住所・本籍がある方が、
諏訪地域6市町村のどこの窓口でも各種証明書を取得できるサービスです。

各種証明書の

平成31年4月1日以降は、軽自動車の登録がある市町村でのみ
交付申請をすることになります。今年度交付した『軽自動車税
納税証明書』の有効期限は、平成31年５月30日です。有効期限
までに車検があり、納税証明書をお持ちでない方はお早めに
取得をお願いします。

※軽自動車税の納税証明書について

納税証明書は大切に保管してください

住民票の写し

印鑑証明書

戸籍謄本・抄本

所得・課税・扶養証明書

評価・公課証明書

納税証明書（全ての税）

納税証明書（軽自動車税）

3月 4月

評価・公課証明書及び納
税証明書（軽自動車税を含
む全ての税）は、コンビニ
での交付はできません。村
税務係へ交付の申請をして
ください。

諏訪広域相互証明書
交付サービス

コンビニ交付サービス

住民票の写し

印鑑証明書

戸籍謄本・抄本・附票

所得・課税・扶養証明書

平成31年3月1日（金）から各種証明書のコンビニ交付サービスが始まります。
これに伴い、諏訪広域相互証明書交付サービスは3月末で終了します。

問 住民財務課 住民係 ☎79-7927（直通） または　住民財務課 税務係 ☎79-7923（直通）

附票が取れるようになります！

コンビニ交付申請方法は随時掲載して
いきます。
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