
番号 問題 解答 解説

60 昔、日本でトキがすんでいたところは？ ①日本中
明治時代の初めまでトキは日本中にすんでいました。その後、大き
く数がへっていきました。

61 トキは、日本書紀にどのように記載されていた？ ①桃花鳥
トキは時代により呼び名は変わりますが、日本では昔から身近な鳥
でした。日本書紀には桃花鳥（とうかちょう）と記載されていま
す。

62 江戸時代頃、トキの何が取引されていた？ ③羽
江戸時代の人は、トキの自然にぬけ落ちた羽をお金にかえていまし
た。

63
江戸時代、農民にとってトキはどんな存在だっ
た？

③やっかい者
トキはエサを探して田んぼのイネをふみあらすので、やっかいな鳥
とされていました。

64
過去に日本以外でトキがすんでいたところは、中
国、朝鮮半島、あと一つは？

①ロシア
かつてトキは朝鮮半島、中国東北部、そしてロシアの沿海州にすん
でいました。

65 日本でトキがへりはじめたのはいつから？ ②明治時代
明治時代以降、人がトキの美しい羽や肉を求めて乱獲したことによ
り数はへり、昭和時代以降、農薬を使用したことによるトキのエサ
となるどじょうなどの減少等により大きく数をへらしました。

66
昭和56(1981)年、日本で野生に残っていたすべ
てのトキがつかまえられた時の数は？

③5羽
最後の野生トキ5羽はその後、「赤」「白」「黄」「緑」「青」と名
付けられました。

67 本州で最後にトキが生息していたのは、何県？ ③石川県
本州で最後にトキが生息していたのは、石川県です。石川県はトキ
に大変ゆかりが深い土地です。
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68
本州最後のトキがつかまえられたのは、石川県の
どこ？

①穴水町
佐渡のトキと繁殖させるため、当時石川県に1羽しかいなかったトキ
の「能里（のり）」を穴水町でつかまえました。

69 本州で最後に残ったトキに付けられた名前は？ ①能里
本州最後のトキ「能里」は昭和45(1970)年に捕まえられ、繁殖の
ために佐渡へ送られましたが、繁殖に成功することなく、翌年死亡
しました。

70 石川県で最後のトキがいなくなったのは？ ②昭和45(1970)年
石川県最後のトキ「能里」が昭和45(1970)年につかまえられ、佐
渡に送られたことにより、本州のトキはいなくなりました。

71
かつて能登に生息していたトキはどこに移動して
繁殖に取り組んでいた？

①穴水町周辺
かつて能登に生息していたトキは、２月～５月頃の繁殖期には、奥
能登（穴水町や輪島市）の静かなアカマツ林で巣づくりしていまし
た。

72
いしかわ動物園に初めてトキがやってきたとき、
何羽がきた？

③４羽
トキが40年ぶりに石川県に里帰りした際、2つがい4羽のトキが
やってきました。

73
平成28(2016)年11月19日にいしかわ動物園に
オープンしたトキの公開展示施設の名前は？

②トキ里山館
全国で佐渡に次いで２番目にオープンしたトキの公開展示施設であ
り、トキがすむ里山を再現するなど、多様な視点からトキが観察で
きるよう工夫がこらされています。

74
トキのケージ内の全面にはってあるネットは何の
ため？

①ぶつかってケガを
しないため

トキがケージに慣れていないと、壁やガラスにぶつかるおそれがあ
るので、ネットをケージ全面にはって衝突（しょうとつ）を防止し
ています。

75
平成３０年１０月に中国から新たにオス、メスの
トキが日本にやって来ましたが、メスの名前は？

②グワングワン
オスの名前はロウロウといいます。中国からのトキの提供は２００
７年以来、１１年ぶりです。日中両国によるトキ保護の協力が進
み、トキが日中友好の架け橋となることが期待されています。

76 日本で野生のトキがいなくなったのはいつ？ ②昭和56(1981)年
昭和56(1981)年、野生に残っていた5羽のトキを捕獲したことに
よって、野生のトキは絶滅しました。
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77
トキの放鳥受入の候補地として、選ばれた地域
は？

③能登地域
令和４年５月に、知事、能登の市長、町長が、能登地域を放鳥受入
の候補地として、環境大臣に直接応募し、同年８月に候補地に選ば
れました。

78
日本で最後に残った国産のトキにつけられた名前
は？

①キン
「キン」の名まえは、キンを素手でつかまえた宇治金太郎氏から
取っています。

79 初めてトキが放鳥されたのはいつ？ ②平成20(2008)年
平成20(2008)年、佐渡で初めてのトキの放鳥が行われ、10羽が自
然の空に飛び立ちました。

80 「いしかわトキの日」は何月何日？ ①5月22日
トキの学名である「ニッポニア・ニッポン」にちなみ、国際生物多
様性の日である５月２２日を「いしかわトキの日」に制定しまし
た。
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