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自動車を
ご利用の方

五色台までの交通手段

県道16号線または県道161号線（さぬき浜街道）から県道180
号線を経て、県道281号線（五色台スカイライン）へ。
※五色台山上行きの公共交通機関はありません。
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五色台

N

国分駅

トサビロウドマイマイ コベルトゴマガイ マヤサンマイマイ
分 布

日本（本州、四国）
分 布

日本（本州（兵庫県）、香川県
（小豆島、高松市、坂出市））

国分台

小槌島大槌島

火山の爆発によって出来た陥没地（カル
デラ）に讃岐岩質安山岩の溶岩が流れて
きて、厚く堆積したらしい（カルデラは重
力異常図と厚い凝灰岩・凝灰角礫岩の
分布からの推定）。

  

瀬戸内海

【模式図2】

【模式図1】

【表1】　　五色台で減少している植物の生育環境

瀬戸内海

崩落

A兵庫県 ❶五色台 ❷琴平山

❸讃岐山脈

香川県

B岡山県

殻 高
約20㎜

殻 径
約25㎜

イシマキガイ
分 布

西太平洋沿岸

体 長
150～250㎜

カワアナゴ
分 布

日本（栃木県・鳥取県～屋
久島）、東アジア

体 長
60～70㎜

タビラクチ
分 布

日本（有明海、八代海、瀬
戸内海）、フィリピン、インド

タワヤモリ
分 布

日本（愛媛県、大分県、大阪府、岡山県、香川県、
高知県、徳島県、兵庫県、広島県、和歌山県）

体 長
90～120㎜

体 長
90～120㎜

セトウチサンショウウオ
分 布

日本（近畿地方西部〈淡路島含
む〉から中国地方東部・四国東部）

セトウチサンショウウオの卵嚢
水深10㎝ほどの環境に産
卵する。いくつもの卵が半
透明な寒天質の膜に包ま
れている。

キンラン
丘陵地から山間部の明るい林床に生育する

イワデンダ
日当たりよい岩場などに生育する

ヒメユリ
山地の明るい林縁や草地に生育する

カセンソウ
丘陵地の日当たりの良い林縁部に生育する

サギソウ
日当たりの良い湿地に生育する

ジュンサイ
中・山間部のやや貧栄養のため池に生育する

五色台の北部には五色台を源とする、青海川や玉川、亀水川が流れている。いず
れも５㎞未満の短い河川だが、それぞれの河口には希少な魚貝類が生息している。

五
色
台
新
聞

高
松
市
と
坂
出
市
に
広
が
る
五
色
台
は
、瀬
戸
内
海
国
立
公
園
に

含
ま
れ
、「
香
川
の
み
ど
り
百
選
」に
選
ば
れ
て
い
る
溶
岩
台
地
で
す
。

そ
の
名
の
と
お
り
、北
は
紅
峰
、黄
ノ
峰
、黒
峰
、青
峰
、白
峰
山
の
五

つ
の
峰
か
ら
な
り
、南
の
大
平
山
や
国
分
台
に
繋
が
って
い
ま
す
。

五
色
台
で
は
固
有
種
を
含
め
、多
様
な
動
植
物
や
野
鳥
が
見
ら
れ
、

ま
た
四
季
を
通
じ
て
豊
か
な
自
然
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。打

て
ば
高
く
澄
ん
だ
金
属
音
の
出
る
サ
ヌ
カ
イ
ト
の
産
地
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
五
色
台
の
自
然
に
触
れ
合
い
、楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た

め
の一助
と
な
る
よ
う
、こ
の
ガ
イ
ド
マッ
プ
を
作
成
し
ま
し
た
。

さ
あ
、ガ
イ
ド
マッ
プ
を
片
手
に
、五
色
台
の
自
然
を
満
喫
し
て
く

だ
さ
い
。

植
物
を
始
め
と
す
る
生
物
の
顔
ぶ
れ
は
、時
代
と
共
に
変
わ
り
ゆ
く
も
の
で

あ
る
。例
え
ば
、五
色
台
の
中
腹
に
あ
る
凝
灰
岩（
火
山
灰
な
ど
が
堆
積
し
て

固
ま
っ
た
岩
石
）内
の
植
物
化
石
と
し
て
、新
世
代
第
三
紀
中
新
世（
約

2
3
0
0
万
年
前
〜
約
5
3
0
万
年
前
）に
生
育
し
て
い
た
ム
カ
シ
ウ
リ
ノ
キ

が
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、現
在
は
絶
滅
し
て
い
る
。サ
ワ
グ
ル
ミ
の
化
石
も
見
つ

か
っ
て
い
る
が
、現
在
の
香
川
県
で
は
讃
岐
山
脈
の
上
部
で
わ
ず
か
に
確
認
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、現
在
の
五
色
台
に
は
自
生
し
て
い
な
い
。こ
れ
ら
の
移
り

変
わ
り
は
、地
球
の
気
候
変
動
で
生
じ
た
自
然
現
象
で
あ
る
。で
は
、近
代
の

移
り
変
わ
り
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。1
9
6
0
年
頃
ま
で
五
色
台
を
始
め
と

す
る
海
岸
に
近
い
香
川
県
の
低
山
は
、樹
木
の
ま
ば
ら
な
草
原
状
態
で
あ
っ
た

と
い
わ
れ
る
。主
に
人
々
が
炊
飯
や
風
呂
用
の
燃
料（
薪
）を
得
る
た
め
に
木
を

切
っ
た
結
果
だ
。し
か
し
、人
々
が
電
気・ガ
ス
を
使
い
始
め
、伐
採
の
必
要
が

無
く
な
っ
て
か
ら
は
、樹
木
が
生
い
茂
り
始
め
、近
年
は
ほ
と
ん
ど
が
森
林
に

戻
って
い
る
。か
つ
て
、五
色
台
で
は
様
々
な
草
原
性
の
植
物
が
自
生
し
て
い
た

が
、現
在
は
防
火
帯（
大
規
模
な
森
林
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、樹
木
を
帯
状
に

伐
採
し
た
地
帯
）や
山
麓
の
農
地
周
辺
な
ど
、草
地
が
残
っ
て
い
る
場
所
で

細
々
と
生
き
残
って
お
り
、多
く
が
希
少
種
と
な
って
い
る
。更
に
、人
は

国
内
外
か
ら
、も
と
も
と
自
生
し
て
い
な
い
植
物（
外
来
種
）を
持
ち
込

み
、在
来
種
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、植
生
は
地
球
の

環
境
変
化
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
、人
の
影
響
を
大
き
く
受
け

な
が
ら
、今
も
変
化
し
つ
づ
け
て
い
る
。

五
色
台
に
記
録
の
あ
る
植
物
の
う
ち
、現
在
93
種
は
絶
滅
が
危
惧
さ

れ
て
お
り
、中
に
は
絶
滅
し
た
可
能
性
の
高
い
種
も
含
ま
れ
て
い
る
。大

ま
か
に
分
類
す
る
と
、①
水
辺（
た
め
池
や
湿
地
、塩
田
跡
地
、海
浜
な

ど
）、②
草
地（
草
原
や
林
縁
、た
め
池
の
土
手
、農
耕
地
周
辺
な
ど
）、

③
林
床
、④
岩
場
に
生
育
す
る
種
が
大
半
を
占
め
て
い
る（
表
１
を
参

照
）。①
②
③
に
生
育
す
る
植
物
が
減
少
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、水

辺
や
草
地
は
土
地
の
造
成
や
改
変
な
ど
人
の
影
響
を
受
け
や
す
い
環

境
で
あ
る
こ
と
、林
床
は
樹
木
が
う
っ
そ
う
と
茂
っ
た
た
め
に
、明
る
い

林
床
環
境
を
好
む
草
本
類
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、一般
的
に

知
ら
れ
て
い
る
。で
は
、④
岩
場
の
植
物
は
ど
う
し
て
減
って
い
る
の
だ
ろ

う
か
？
岩
に
は
保
水
性
が
無
く
、雨
が
降
って
も
割
れ
目
や
ひ
び
に
沿
っ

て
流
れ
出
て
し
ま
う
た
め
、岩
場
は
植
物
が
生
育
す
る
に
は
と
て
も
過

酷
な
環
境
だ
。特
に
五
色
台
の
安
山
岩
の
崖
地
帯
は
、土
壌
の
栄
養
も

少
な
く
、そ
の
う
え
瀬
戸
内
式
気
候
の
た
め
少
雨
で
乾
燥
が
著
し
い
。

そ
の
た
め
、貧
栄
養
と
乾
燥
に
適
応・進
化
し
た
植
物
だ
け
が
生
育
し

て
い
る
。そ
の
多
く
が
シ
ダ
類
や
着
生
ラ
ン
な
ど
で
占
め
ら
れ
、そ
の
内

の
10
種
が
減
少
し
て
い
る
。特
に
シ
ダ
類
の
希
少
種
は
、生
存
競
争
に
負

け
て
、他
の
植
物
が
容
易
に
侵
入
で
き
な
い
よ
う
な
、過
酷
な
環
境
で
辛

う
じ
て
延
命
を
図
っ
て
い
る
。ま
た一部
の
種
は
、趣
味
や
販
売
目
的
で

採
取
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
減
少
し
て
い
る
の
だ
。我
々
は
、懸
命
に
生

き
て
い
る
生
物
の
命
を
も
っ
と
尊
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ご挨拶

香川県では140種のカタツムリの仲間（以下、「陸貝」という。）が記録されており、その内、五色台では68種（49％）が確認されている。五色台の山麓には沖
積平野が広がり河川やため池があり、16種の淡水産の貝類が生息している。また、北部は海岸に面しており、河口では汽水産の貝類が10種、木沢湾では
海産の貝類が63種確認されている。

五色台及びその周辺では、これまで989種の維管束植物（シダ植物と種子植物）が確
認されている。

五
色
台
は
陸
貝
の
歴
史
を
知
る
上
で
貴
重
な

場
所
で
あ
る（
模
式
図
1
を
参
照
）。瀬
戸
内
海

を
挟
ん
で
分
布
す
る
種
は
、兵
庫・岡
山
な
ど
の

本
州
と
香
川
が
海
に
隔
て
ら
れ
ず
に
繋
が
っ
て
い

た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。そ
し
て
、五
色
台
な
ど

の
里
山
で
分
布
が
止
ま
って
い
る
種（
希
少
種
マ
ヤ

サ
ン
マ
イ
マ
イ
）や
、五
色
台
を
中
継
地
点
と
し
て

讃
岐
山
脈
に
ま
で
分
布
す
る
種（
ハ
リ
マ
ム
シ
オ
イ

ガ
イ
や
ト
サ
ビ
ロ
ウ
ド
マ
イ
マ
イ・コ
ベ
ル
ト
ゴ
マ
ガ

イ
）な
ど
の
分
布
様
式
の
違
い
は
、そ
れ
ぞ
れ
に
異

な
る
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。逆
に
、

讃
岐
山
脈
を
主
な
生
息
地
と
し
な
が
ら
、五
色

台
に
ま
で
分
布
を
広
げ
て
い
る
種（
シ
コ
ク
ゴ
マ
ガ

イ・ト
サ
マ
イ
マ
イ
）も
い
る
。こ
れ
ら
の
事
実
を
合

わ
せ
て
考
え
る
と
、五
色
台
は
陸
貝
と
い
う
大
地

の
変
動
の
生
き
証
人
が
残
っ
て
い
る（
＝
良
好
な

環
境
が
残
さ
れ
て
い
る
）場
所
で
あ
り
、本
州
の
最

も
近
く
に
位
置
す
る
県
下
最
大
の
里
山
で
あ
る

だ
け
に
、本
州
と
香
川
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
陸
貝

の
ド
ラ
マ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
も
あ
る
。

五
色
台
に
は
県
内
の
半
数
弱
の
陸
貝
が

分
布
し
て
い
る
が
、エ
リ
ア
内
の
ど
こ
に
で

も
こ
れ
だ
け
の
種
が
生
息
し
て
い
る
訳
で
は

な
い
。山
塊
全
体
が
乾
燥
し
て
い
る
た
め
、

多
様
性
の
高
い
場
所（
＝
常
に
湿
気
の
あ
る

環
境
）は
限
ら
れ
て
い
る
。最
も
多
く
の
種

が
生
息
し
て
い
る
陸
貝
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト

は
稚
児
ヶ
滝
で（
表
紙
を
参
照
）、こ
こ
だ
け

で
39
種（
五
色
台
の
約
56
％
）が
見
つ
か
って

い
る
。五
色
台
の
基
盤
は
花
崗
岩
で
あ
る
が
、

山
上
部
が
透
水
性
の
悪
い
安
山
岩
か
ら
な

る
た
め
、雨
水
の
大
部
分
は
地
中
に
し
み
込

ま
ず
に
地
表
水
と
な
っ
て
、山
上
に
あ
る
谷

地
形
の
低
い
方
に
流
れ
る
。白
峰
山
で
は
傾

斜
に
沿
って
流
れ
出
た
先
が
落
差
約
80ｍ
の

崖
で
あ
る
た
め
、長
雨
や
豪
雨
の
際
に
は
県

内
最
大
級
の
滝（
稚
児
ヶ
滝
）と
な
る
。こ
の

滝
の
安
山
岩
の
崖
は
時
と
と
も
に
風
化・崩

落
し
て
、滝
壺
周
辺
に
は
ガ
レ
場
が
形
成
さ

れ
る
た
め
、陸
貝
が
乾
燥
や
敵
か
ら
身
を
護

る
の
に
適
し
た
狭
小
空
間
が
誕
生
し
て
い

る（
模
式
図
２
を
参
照
）。ち
な
み
に
、安
山

岩
は
風
化
す
る
と
保
水
性
の
良
い
粘
土
質

の
土
と
な
り
、お
ま
け
に
カ
ル
シ
ウ
ム（
カ
タ

ツ
ム
リ
の
殻
の
原
料
と
な
る
重
要
な
成
分
）

の
や
や
多
い
斜
長
石
が
、花
崗
岩
よ
り
も
多

く
含
ま
れ
る
な
ど
、陸
貝
の
繁
殖
に
有
利
な

条
件
が
揃
って
い
る
。更
に
こ
こ
で
は
、ま
だ

日
本
本
土
で
は
数
匹
し
か
見
つ
か
って
い
な

い
ゴ
マ
シ
オ
ナ
メ
ク
ジ
の一種（
新
種
）が
見

つ
か
って
い
る
。つ
ま
り
、五
色
台
で
は
安
山

岩
が
陸
貝
を
育
み
、守
り
抜
い
て
き
た
の
だ
。

自然観察のマナー
● 自然を知るには、まず五感から！

動植物をよく知るには、顔を近づけて見るだけではなく、
手で触れ、においをかいでみるなど、五感を使って観察
してみましょう。

● 自然の中で耳を澄ませてみよう！
野鳥の声や虫の音、風の音や川のせせらぎなど、自然

のすばらしい音に耳を澄ませましょう。
音楽を流したり、ラジオを聴いたりしながら歩かないよ

うにしましょう。

● 山火事に注意しましょう！
雨の少ない瀬戸内の森は一年中乾燥しています。森の
中での火気は厳禁です。タバコは決められた喫煙場所以
外では吸わないようにしましょう。

● 危険な生き物には近づかないように！
スズメバチやマムシなど危険な生き物には
注意しましょう。見かけたら驚かさないように、
ゆっくりとその場を離れましょう。
また、森の中には、ウルシの木やハゼノキ
など触ると肌がかぶれる木があるので注意しましょう。

● 自然の中に入るときの七つ道具！
長そで・長ズボン、足元がしっかりした靴、帽子、軍手、
水筒、雨具、健康保険証

● 疲れたら休もう、予定を変えよう！
のんびり、ゆったり歩くことが自然観察の基
本です。特に、夏は熱中症に気をつけましょう。
カミナリが聞こえてきたり、急に天候が悪く
なりそうな場合には、無理は禁物です。早めに避難しま
しょう。

● イノシシに出合ったら！
　 襲われないための３原則
一つ　何もせず放っておく （無視をする）と、ほとんどの

場合、向こうから逃げていきます。
二つ　ゆっくりと後ろに下がって、静かにその場を立ち去

るか、物陰に隠れましょう。
三つ　決して威嚇したり、追い払ったりしないでください。

絶対にエサは与えないようにしましょう。イノシシ
が人を襲うようになります。

これには注意しよう
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香
川
の
自
然
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ

五
色
台
の
自
然6

青
海
川
は
、五
色
台
の
白
峰
山
の
北
側（
青
海
町
）を

源
と
し
、瀬
戸
内
海
へ
注
ぐ
坂
出
市
の
河
川
だ
。水
源
か

ら
河
口
ま
で
の
距
離
が
わ
ず
か
4.9
㎞
の
川
だ
が
、魚
類
の

顔
ぶ
れ
が
豊
か
で
あ
る
。淡
水
域
で
は
18
種
の
淡
水
魚
が

生
息
し
て
お
り
、中
に
は
カ
ワ
ア
ナ
ゴ
と
い
う
全
長
25㎝

以
上
に
な
る
巨
大
な
ハ
ゼ
の
仲
間
が
含
ま
れ
て
お
り
、短

い
河
川
と
し
て
は
貴
重
な
事
例
と
な
って
い
る
。青
海
川

の
河
口
干
潟
に
は
良
質
の
シ
ル
ト（
細
か
い
泥
）層
が
あ

る
た
め
、県
下
で
は
非
常
に
珍
し
い
タ
ビ
ラ
ク
チ
が
生
息

し
て
お
り
、更
に
、こ
こ
で
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
オ
オ

カ
ズ
ナ
ギ
の
幼
魚
も
い
る
。こ
れ
ら
周
縁
性
淡
水
魚（
汽

水
域
で
み
ら
れ
る
魚
類
の
総
称
）は
33
種
も
確
認
さ
れ
て

お
り
、こ
れ
は
香
川
県
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
種
数
と
な
る
。ま

た
、貝
類
で
も
、注
目
す
べ
き
現
象
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、イ
シ
マ
キ
ガ
イ
と
い
う
巻
貝
は
海
洋
で
浮

遊
幼
生
期
を
過
ご
し
た
後
、河
口
に
定
着
し
、成
長
と
共

に
上
流
へ
と
遡
上
す
る
生
態
を
持
つ
が
、実
際
に
本
種
が

上
流
域
ま
で
生
息
す
る
河
川
は
、香
川
県
内
で
は
青
海

川
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。

上
述
の
よ
う
に
青
海
川
で
は
多
様
な
魚
貝
類
が

暮
ら
し
て
い
る
が
、ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。そ
の
最

大
の
理
由
と
し
て
、県
下
で
は
珍
し
い
こ
と
に
河
口

堰
が
無
く
、水
門
が
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。河
口
堰
と
は
、主
に
貯
水
を
目
的
と
し

て
下
流・河
口
付
近
に
設
置
さ
れ
る
構
造
物
で
、こ

の
堰
で
海
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
河
川
を
さ
え
ぎ

り
、堰
の
上
流
側
に
淡
水
を
た
め
て
、上
水
道
や
農

業・工
業
用
水
な
ど
に
利
用
し
て
い
る
。し
か
し
、

河
口
堰
は
、海
と
川
を
分
断
す
る
こ
と
に
よって
①

生
物
の
個
体
数
密
度
が
地
球
上
で
最
も
高
い
環

境
の一つ
で
あ
る
汽
水
域
を
縮
小
さ
せ
る
こ
と
。②

河
川
と
海
を
往
復
し
て
生
活
す
る
生
物
の
移
動
を

阻
む
。な
ど
、生
態
系
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
こ

と
が
判
明
し
て
い
る
。つ
ま
り
、青
海
川
で
は
海
と

川
の
つ
な
が
り
が
保
た
れ
、変
化
に
富
ん
だ
塩
分

環
境
を
有
す
る
た
め
、多
様
な
魚
貝
類
が
育
ま
れ

て
い
る
の
だ
。そ
も
そ
も
、汽
水
域
は
海
の
生
物
が

陸
上
へ
と
進
出・進
化
し
て
い
く
拠
点
で
あ
り
、私

達
の
遥
か
昔
の
ご
先
祖
様
が
通
って
き
た
環
境
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

五色台では、14種のは虫類と6種の両生類が記録されている。この県下
最大級の丘陵は、平野部における貴重な生息地となっている。

五色台は、約1400万年前の火山活動で噴出した硬い溶岩（安山岩）とその周辺部分が風化・侵食に耐え残った山だ。五色台は屋島や琴平山と同じく、溶
岩が削れ残ったAテーブル状の台地（メサ）を内包するが、それ以外にBメサの侵食が進んだ尾根、さらに侵食が進んだCおむすび型の山のビュートと、
同じおむすび型だが経歴の異なるD火山岩頸（噴火した際の溶岩の通り道が中心にある山）から構成される。なぜ五色台が、屋島や琴平山と比べて広大
で多様な地になったのか、また、その結果、どのように様々な環境がつくられ、その環境に適応してどのような生物が棲みついているか探求してみよう。

サ
ヌ
カ
イ
ト
は
、世
界
で
こ
こ
五
色
台
周
辺
や
坂
出
市
金

山
、大
阪
府
と
奈
良
県
の
境
に
あ
る
二
上
山
地
域
な
ど
、ご

く
限
ら
れ
た
場
所
か
ら
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
希
少
な
石

だ
。た
いへ
ん
硬
く
、割
る
と
薄
い
刃
物
の
よ
う
に
な
る
た
め
、

古
代
の
人
た
ち
は
、ナ
イ
フ
や
矢
じ
り
な
ど
生
活
の
道
具
と

し
て
使
っ
た
。こ
れ
ら
サ
ヌ
カ
イ
ト
の
石
器
は
、西
日
本
各
地

の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、香
川
の
石
が
、広
範
囲
の
古

代
人
の
生
活
や
狩
猟
に
重
宝
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
。こ
の
石
は
、た
た
く
と
、カ
ー
ン
カ
ー
ン
と
高
い
音
が

出
る
た
め
、別
名
カ
ン
カ
ン
石
と
も
呼
ば
れ
、近
年
は
楽
器

も
つ
く
ら
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、サ
ヌ
カ
イ
ト
は
、私
た
ち
の
ご

先
祖
様
の
文
化
を
支
え
て
く
れ
た
有
難
い
石
な
の
だ
。

五
色
台
の
山
上
部
は
、安
山
岩
類（
サ

ヌ
カ
イ
ト
＋
讃
岐
岩
質
安
山
岩
）に
覆
わ

れ
て
い
る
が
、そ
の
下
に
広
が
る
斜
面
に

は
色
々
な
地
形
が
広
が
る
。山
頂
部
で
は
、

安
山
岩
が
風
化
し
た
赤
い
粘
土
質
の
表

土
が
分
布
し
て
い
る
。こ
の
土
が
水
を
通

し
に
く
い
の
で
、水
が
た
ま
っ
た
池
な
ど
で

は
、両
生
類
や
水
生
昆
虫
の
繁
殖
地
と

な
っ
て
い
る
。山
頂
を
取
り
囲
む
安
山
岩

の
崖
で
は
、表
土
が
な
い
た
め
、乾
燥
に

強
い
植
物（
ウ
バ
メ
ガ
シ
な
ど
）が
自
生
し

て
い
る
。崖
の
下
の
斜
面
で
は
、麓
に
近
い

ほ
ど
傾
斜
が
ゆ
る
く
な
り
、み
か
ん
栽
培

地
に
な
っ
て
い
る
。み
か
ん
栽
培
地
の
地

盤
は
、風
化
し
た
花
崗
岩（
マ
サ
）か
ら
で

き
て
い
る
た
め
、豪
雨
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、

崩
壊
土
砂
は
土
石
流
と
な
っ
て
、谷
を

削
っ
て
平
野
に
流
れ
山
麓
に
土
石
流
扇

状
地
を
形
成
す
る
。高
松
市
鬼
無
町
と

国
分
寺
町
で
は
、こ
の
土
石
流
扇
状
地
の

荒
れ
地
が
盆
栽
の
里
に
な
って
い
る
。

【屋島、琴平山、五色台の比較一覧表】

【五色台の模式地質断面】

①立地

屋　島 琴平山 五色台

独立峰（島） 独立峰 連立峰

④地層構造

③谷

②形状
平らな山頂を崖
が囲んでいる典
型的なメサ

ほとんど無い
＝完全なメサ

上段：讃岐岩質安山岩
中段：凝灰岩
下段：花崗岩

上段：讃岐岩質安山岩
中段：凝灰岩
下段：花崗岩

上段：讃岐岩質安山岩
中段：凝灰岩
下段：花崗岩

発達している
＝不完全なメサ

発達・未発達のエリアが混在
＝不完全なメサ

Ａ：メサ
山頂の平坦面と
崖が不明瞭な
不完全なメサ

Ａ：メサ Ａ：メサ（国分台など）、
Ｂ：メサの侵食が進んだ尾根
    （青峰、黒峰、白峰山など）、
Ｃ：ビュート（黄ノ峰、紅峰など）、
Ｄ：火山岩頸（勝賀山）

の複合体

最上段：讃岐岩（サヌカイト）

【AB❶❷❸】 ハリマムシオイガイ
【B❶❷❸】　 トサビロウドマイマイ

【❶❷❸】 トサマイマイ
【❶❸】 　シコクゴマガイ

【A❶❸】 コベルトゴマガイ

【AB❶❷】 ハリマギセル

【A❶】 マヤサンマイマイ

（稚児ヶ滝）

 

セ
ト
ウ
チ
サ
ン
ショウ
ウ
オ
は
、県
内
で
は
、五
色
台
の
よ

う
に
頂
上
に
安
山
岩
を
持
つ
山
を
主
な
生
息
地
と
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。で
は
、本
種
は
、安
山
岩
に
依
存

す
る
生
き
物
か
と
い
う
と
、そ
う
で
は
な
い
。安
山
岩
の
無

い
讃
岐
山
脈
や
五
剣
山
周
辺（
庵
治
半
島
）に
も
生
息
し

て
い
る
か
ら
だ
。セ
ト
ウ
チ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
と
安
山
岩
を

結
び
つ
け
て
い
る
の
は
、本
種
の
繁
殖
に
必
要
な
き
れ
い
な

水
の
存
在
な
の
だ
。具
体
的
に
は
、地
表
付
近
の
安
山
岩
が

風
化
し
て
で
き
た
粘
土
質
の
土
に
水
が
溜
ま
る
こ
と
で
、貴

重
な
繁
殖
池
が
誕
生
し（
五
色
台
の
な
り
た
ち
を
参
照
）、

さ
ら
に
山
か
ら
の
湧
水
や
沢
な
ど
も
大
切
な
産
卵
場
所
と

なって
い
る
。こ
の
よ
う
な
農
薬
や
生
活
排
水
の
入
って
い
な

い
、人
間
も
飲
め
る
よ
う
な
水
の
多
く
は
、山
に
あ
る
。も
し
、

約
1
4
0
0
万
年
前
に
瀬
戸
内
で
起
き
た
火
山
の
噴
火

が
な
け
れ
ば
、現
在
の
香
川
県
に
溶
岩（
安
山
岩
）が
存
在

せ
ず
、安
山
岩
と
そ
の
基
盤
の
花
崗
岩
な
ど
が
風
化・侵
食

に
耐
え
残
って
残
丘
に
な
る
こ
と
も
無
く
、讃
岐
平
野
は
山

の
無
い
な
だ
ら
か
な
平
野
と
な
って
い
た
と
思
わ
れ
る
。火

山
活
動
に
よ
り
安
山
岩
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
、平
野
部

で
清
水
を
提
供
す
る
山
々
を
産
み
だ
し
、間
接
的
に
セ
ト
ウ

チ
サ
ン
ショウ
ウ
オ
に
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
。

タ
ワ
ヤ
モ
リ
は
、日
中
は
岩
が
風
化
し
て
で
き

た
岩
の
隙
間
や
そ
の
周
辺
の
ブ
ロッ
ク
な
ど
の
隙

間
に
身
を
潜
め
、夜
に
な
る
と
岩
の
表
面
な
ど
を

這
い
、餌
と
な
る
小
動
物
を
捕
食
す
る
。産
卵
も

岩
な
ど
の
隙
間
に
行
い
、岩
場
を
中
心
に
生
息

す
る
生
き
物
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。ま
た
、乾

燥
し
た
場
所
を
好
む
た
め
か
、岩
肌
が
む
き
出

し
に
なって
い
る
環
境
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。五
色
台
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、そ
の
よ

う
な
環
境
は
①
五
色
台
の
山
腹
の
安
山
岩
の
岩

場
、②
海
岸
付
近
の
花
崗
岩
の
岩
場
や
ウ
バ
メ

ガ
シ
林
に
見
ら
れ
、実
際
に
そ
れ
ぞ
れ
が
タ
ワ
ヤ

モ
リ
の
主
要
な
生
息
地
と
な
って
い
る
。こ
の
乾

燥
し
た
岩
場
は
、特
殊
な
植
物
の
生
息
環
境
と

なって
お
り（
五
色
台
の
植
物
を
参
照
）、岩
が
風

化
し
て
ひ
び
が
入
る
と
、そ
の
隙
間
が
タ
ワ
ヤ
モ

リ
の
棲
家
と
な
り
、更
に
風
化・崩
落
し
て
ガ
レ

場
を
形
成
す
る
と
、陸
貝
の
棲
家
と
な
って
い
く

（
五
色
台
の
陸
貝
を
参
照
）。岩
は
風
化
し
て
や

が
て
土
へ
と
還
って
い
く
過
程
で
、様
々
な
環
境

を
形
成
し
、多
様
な
生
き
物
を
育
ん
で
い
る
の
だ
。

みなもと

こ
う
の
み
ね

き
い
の
み
ね

お
お
ひ
ら
や
ま

こ
く
ぶ
だ
い く

ろ
み
ね

あ
お
み
ね

し
ら
み
ね
や
ま

五色台の両生類・は虫類五色台の魚類・貝類

五色台 の陸貝 五色台 の植物

魚
貝
類
の
宝
庫 

青
海
川
！

多
様
性
の
秘
密
と
は
！？

安
山
岩
の
間
接
的
な
恩
恵
と
は
！？

岩
の
風
化
が
も
た
ら
す
恩
恵

五色台の なりたち

変
わ
り
ゆ
く
五
色
台
の
植
生

過
酷
な
岩
場
の
植
物

サ
ヌ
カ
イ
ト
は
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
！？

陸
貝
か
ら
見
た
、五
色
台
の
存
在
と
は
！？

安
山
岩
が
築
い
た
、陸
貝
の
オ
ア
シ
ス
！

安
山
岩
と
共
に
生
き
る

讃岐岩（サヌカイト）
讃岐層群

領家花崗岩

讃岐岩質安山岩
凝灰岩・凝灰角礫岩
風化花崗岩（マサ）
花崗岩

その他（着生植物、寄生植物、海岸林生息種）
岩場
林床（森林の中の地表面）
草地（草原や林縁、ため池の土手、農耕地周辺など）
水辺（湿地、ため池、塩田跡地、海浜など）

讃岐岩質安山岩
凝灰岩・凝灰角礫岩
花崗岩
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神在鼻

赤鼻五色台

八十場駅

鴨川駅

讃岐府中駅

端岡駅

鬼無駅

JR
予
讃
線

五色
台ト
ンネ
ル

至 坂出

至 瀬戸大橋

至 高松

至 高松
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紅峰

▲
王越山

▲
前山

▲
土岳
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勝賀山

▲
袋山

▲
津内山
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猪尻山
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五夜嶽

▲
鳥帽子山

▲
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郷師山
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▲
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蓮光寺山
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国分台

▲
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瀬戸内海

崇徳天皇白峰陵

国分寺跡
資料館

讃岐国分寺
尼寺跡

山内瓦窪跡

盆栽神社

赤子谷

香西寺
本津恵比寿
神社

▲
青峰

五色台
少年自然
センター

坂出市塩業資料館

瀬戸内海
歴史民俗資料館

白峰寺

神谷神社

高家神社

青海神社

厳島神社 来峰神社

休暇村讃岐五色台

喜佐波神社
慈雲院

五色台
ビジターセンター

讃岐五色台
オートキャンプ場

国分駅

本
津
川

玉
川

亀
水
川

綾川

青海川

城山神社 鼓岡神社
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タビラクチ

オニヤンマ

サンコウ
チョウ

ヒョウタン
ゴミムシ

チクゼンハゼクボハゼ

小
原
海
岸

讃岐国分寺

木沢湾

このガイドマップについて
●五色台には、このマップにある生き物の情報のほかにも、たくさんの素晴らしい場所があります。そんな
場所を見つけたら、このマップに書き込んで、皆さんのオリジナルのマップをつくってください。
●このマップでは、自然観察に適した道を紹介していますが、登山道の途中には足元の悪い場所や幅の狭い
ところがありますので、十分に気をつけてください。
●この地図はデフォルメ表示されていますので、距離の目測には適していません。

0 500m 1Km

この歌は、昭和41（1966）年に昭和天皇が行
幸啓されたときの感想を詠まれたものです。
五色台山の家を訪問された昭和天皇は、松平
頼明連盟長（当時）のご説明で、ボーイスカウトの
野外訓練をご覧になりました。大正10（1921）年、
20歳の青年皇太子であられた昭和天皇は、半年
間に及びヨーロッパ歴訪の中、英国でボーイスカ
ウト創設者ベーデン・パウエル卿とお会いになり、
ボーイスカウト教育について歓談されたり、スコット
ランド・エシンバラにおいてのボーイスカウト集会に
も出席されました。
それが我が国のボーイスカウト運動の扉を開く
契機となり、翌年（1922）、ボーイスカウト日本連名
の前身である、少年団日本連盟が結成されました。
（参考：歌碑説明看板）

トイレ

休憩所

キャンプ場

ビュー
ポイント

駐車場

遊歩道
（車は通行不可）

昭和天皇の歌碑

五色台の貝類
五色台及びその周辺ではそれぞれの環境に適応した様々な貝
類が暮らしている。森林では68種の陸貝、池や川では16種の淡
水産の貝類、河口では10種の汽水産の貝類、木沢湾では63種
の海産の貝類が生息している。

五色台の
甲殻類
五色台の沢ではサワガニが多く
生息するが、時折モクズガニも
見つかる。玉川の流入する木沢
湾では46種ものエビやカニの仲
間（十脚目）が確認されている。

五色台の昆虫
五色台で独自に進化した種、五色台が県内での数少な
い貴重な生息地となっている種、五色台北部の玉川河
口周辺が四国で唯一の生息地となっている種もいる。

五色台の
両生類・は虫類
五色台は乾いた環境が多い。そのためか、乾燥に強いは
虫類が14種も生息するのに対し、乾燥に弱い両生類は、
６種しか確認されていない。

五色台の哺乳類

五色台及びその周辺では、これまで144種の鳥類が確認されて
いる。大崎の鼻は瀬戸内海に突き出て、すぐ先には小槌島や大
槌島があるため、危険をさけながら、なるべく楽をして瀬戸内海
を渡りたい鳥にとって、渡りの良い中継地点となっている。

五色台の植物
五色台及びその周辺では、これまで989種の維管束植物
（シダ植物と種子植物）が確認されている。大半は森林環
境のため木本類で覆われているが、防火帯や山麓の農地
周辺などには草地が残っており、希少種を含む草本類が
細 と々生き残っている。

五色台は山脈から離れ、平野に囲まれていることから森林が
連続せず、｢陸の孤島｣的状況にあり、小型種にとっては分布
を広げにくくなっている。山塊としては広い面積をもち国立公
園内で自然環境が比較的保存されている割には、哺乳類の
種類は21種と少ない。昔はアナグマが生息していたが、近年
の記録は無く、五色台では生息していない可能性がある。

五色台の菌類
香川県では、これまで647種が確認されてお
り、五色台では312種（香川県全体の約
48％）が見つかっている。

五色台の鳥類

体長約5㎜。五色台のごく狭い範囲にしか分
布していない甲虫の一種。成虫は、後翅が退化して飛べ
ず、枯れ沢などの石下など湿った地中に生息する。

ゴシキメクラチビゴミムシ

体長43～48㎜。かつては、香川県内で
は丘陵地のため池などで普通に見られたが、現在
はため池の水質悪化の影響などで、ほとんど見られ
なくなった。五色台の一部の池で生き残っている。

フタスジナサエ

キジ
体長58～80cm。山地から平野部の林や明るい草地に生息し、五色台では繁殖期に道路脇で縄張り宣言をするオスを見かける。雑食性で、昆虫類や陸貝、クモ、ヘビなどの小動物や、植物の葉や花、実、根などを食べる。

体長約11cm。ヨシの葉鞘を
口ばしで剥がして、中にいるカイガラム
シ類を食べる。ヨシは河口、川岸、海岸
などの水辺に生えるため、この鳥は結
果的に水辺環境に依存して生活する。
五色台北部の王越で見られる。

ツリスガラ

体長約30cm。市街地を含
む、ある程度樹木のある環境に生息す
る。秋の大崎鼻では多いときには数百
羽が列をなして岡山県側から飛来し、
五色台を超えて南の方へと渡っていく。

ヒヨドリ

体長47～51cm。4月頃に日
本に渡ってくる。里山に生息し、主に両
生類や爬虫類、昆虫類などの小動物
を食べる。秋の大崎鼻ではヒヨドリと同
じように岡山県側から飛来し、五色台
を超えて南の方へと渡っていく。

サシバ

草丈約30㎝の湿地性の植物。1年
草で、日当たりのよい山裾の湿地やため池のふ
ちなどで生育する。センブリに比べて噛んでも
苦味が少なく薬用にならないことから、「役立た
ず」の意味の「イヌ」が名前の頭に付けられた。

イヌセンブリ 草丈20～30㎝の草地性の
植物。多年草で、日当たりのよい湿度
の高い開けた草地に局地的に生育し
ている。近年著しく減少している。

コキンバイザサ

草丈30～50㎝で、半日陰
の草地に生える植物。多年草で、主
に中山間部の山林の林縁部、農耕
地周辺の草地で生育する。群生せず
に単独で自生する。

リンドウ

アカギツネ
頭胴長60～75㎝。五色

台の開けた場所で目撃

されている。写真のよ
うにウサギなど主に動

物

を食べるが、雑食性で
果実類も食べる。 

頭胴長50～60㎝。市街地から
森林まで様々な環境に適応して生息する。
ネズミやカエルなどの小動物や果実や種
子など様々なものを食べる雑食性。

タヌキ

草丈10～20㎝の着生植
物。常緑多年草で、太い根を長く伸ば
して、常緑広葉樹林に生えている大
木の枝や梢に張り付いて生育する。
岩に着生することもある。

フウラン
草丈20～30㎝で、明るい林床に生える植物。多年草で、

県内では平野部の丘陵・山塊の樹林下で生育する。近年は樹木が
うっそうと茂ったために、減少している。群生することが多い。

キビヒトリシズカ

樹高30～50㎝の半寄生性の植物。
常緑小低木で、マツやモミ、ツガなどの針葉樹
に半寄生する事が知られているが、県内では
海岸線から山地のマツ類を主な宿主とする。

マツグミ

殻径3.4～3.8㎜。兵庫県以西の
中国地方と四国北東部に分布する。本州と
四国が海に隔てられずに繋がっていたことを
示す生き証人。良く茂った広葉樹林の、落ち
葉が豊富に積もったガレ場に生息する。

ハリマムシオイガイ

殻高約4㎜。四国全域に広く
分布し、香川県では讃岐山脈と五色台
で見つかっている。落葉広葉樹の生い
茂る自然林の落葉層中に生息している。

シコクゴマガイ

体長30～65㎜。幼虫も成
虫も主に陸貝を襲って食べる。成虫は
陸貝を食べるのに適した細長い頭胸
部に進化した。主に地表で生活する。

マイマイカブリ

前翅長：16～23㎜。幼虫は
ハンノキの葉を食べて育つ。ハンノキは
湿地などの水辺に生えるため、結果的
にこのチョウは水辺環境に依存して生
活する。五色台北部の王越で見られる。

ミドリシジミ

全長70～140mm。県内
では、島しょ部を除く平野部の山麓、
山間部に分布し、五色台ではきれ
いな水が流入するゆるい流れの沢
等に生息する。小さな昆虫や陸貝、
ミミズなどの土壌動物を捕食する。

アカハライモリ

五色台の
汽水域の魚類
五色台の北部には五色台を源とする、青海川や玉川、
亀水川が流れている。いずれも５㎞未満の短い河川だ
が、それぞれの河口にはハゼ類を中心に希少な魚類が
多数生息している。

体長約40㎜。希少種だ
が玉川の河口干潟では普通に見ら
れる汽水魚。アナジャコ類の巣穴を
普段の生活場所や産卵場所として
利用する。動物プランクトンや小型
甲殻類のほか藻類も食べる雑食性。

クボハゼ

体長約40㎜。希少種だ
が亀水川河口にある前浜干潟では
比較的多く見られる汽水魚。アナ
ジャコ類の巣穴を、普段の生活場
所や産卵場所として利用する。小
型甲殻類を主に食べている。

チクゼンハゼ

甲幅約18㎜。県内では主な河川の
干潟および島しょ部に生息し、五色台周辺で
は木沢湾で確認されている。干潮時には巣
穴から出て砂を口に入れて有機物や藻類を
食べ、残りかすは砂団子にして回りにばらまく。

ハクセンシオマネキ

殻高約15㎜。兵庫県以西の中国
地方と、四国の瀬戸内海沿岸部に分布する。
本州と四国が海に隔てられずに繋がってい
たことを示す生き証人。里山の倒木や寺社
の古木、山林の落葉下などに生息する。

ハリマギセル

頭胴長40～60㎜。主に標高
100m以下の平野部の集落や市街地
に生息する。肉食性で餌（昆虫）の活動
が活発となる夕方と明け方に飛翔し、空
中で捕らえて食べる。冬季は冬眠する。

アブラコウモリ

体長約28cm。5月中旬頃
に日本に渡ってくる。森林や草原の藪
に生息し、ウグイスの巣に卵を産み落
として雛を育てさせる。肉食性で特に
ケムシを好んで食べる。五色台では崇
徳上皇がホトトギスの鳴き声に心を動
かされ、名歌を残している。

ホトトギス

傘は直径2～5㎜、柄は長さ3～5
㎜、枯れて間もない広葉樹などの木材を分
解して養分を吸収する白色腐朽菌。小型で
正面から見ると、団子状の鼻が群生して垂れ
下がっているように見える。

ヌルデタケ

傘は直径3～10㎝、柄は長さ4～8㎝の様々な広葉樹や針葉樹と共生関係を持つ菌根菌。森林の林床に散発的もしくは単独で発生する。生食すると中毒することが分かっている。

ドクベニタケ（左）
傘は直径4～25㎝、柄は長さ5～20㎝、ブナ科のコナラやクヌギと共生関係を持つ菌根菌。単独で発生する。毒性が強くハエがなめると中毒することからハエトリタケとも呼ばれる。

テングタケ（右）

体長70～150mm。
県内では、

島しょ部や平野部の
山麓、山間部に分

布し、繁殖期以外は
水場を離れ陸上で生

活する。昆虫類やミミ
ズなどを捕食する。

ニホンヒキガエル 3月になり生暖かい風
が吹き水温

が約10度になると、水
のきれいなため池や

沼などで産卵する。雌
が一度に産む卵は約

1万個で、卵嚢の長い
ものは30mにも及ぶ。

ニホンヒキガエル（卵嚢）

傘は直径9～20㎝、柄は長さ15～22㎝の全体が真っ白な
キノコ。菌根菌と考えられているが詳しいことは分かっていない。広葉
樹（ブナ科）や針葉樹（マツ科）の樹木の下に単独で発生する。

シロオニタケ

傘は直径2～4㎝、柄は長さ4～8㎝のガラ
ス細工のようなキノコ。森林や竹林の落ち葉などを分
解して養分を吸収する腐生菌。単独で発生する。

キツネノハナガサ

傘は直径4～8㎝、柄は非常に短いかほと
んど無く、傘の下面は鮮赤紅色。広葉樹や針葉樹の
傷口から菌が侵入して、幹などの木材を分解して養
分を吸収する白色腐朽菌。群生する。

ヒイロタケ

体長約10㎜。人の影響が少
ない砂浜海岸に生息し、五色台周辺
では小原海岸で確認されている。夜に
砂から這い出て、打ちあがった海藻や
動物の死骸などを食べる。

ハマダンゴムシ
殻径9～14㎜。県内では讃

岐山脈を主な生息地としながら五色台
にまで分布を広げている。林の中の落
ち葉の上や岩のくぼみなどに生息する。

トサマイマイ

キノコは食べると中毒症状が出るこ
とがあります！絶対に、食べたり持ち
帰ったりしないでください。

危

甲幅約40㎜。主に汽水域周辺
の湿地や草地などに深い巣穴を掘って暮
らす。雑食性で小魚や海藻などを食べる。

クロベンケイガニ


