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1 鹿児島県における野猿の生息分布

日 本 に 生息 す る ニホンザ ル は 日 本列 島の青森 県 の下北

半 島 を北限 に し て 南 は鹿児島 県 の屋久 島 ま で広 く 生息 し

て お り ， そ の数 は い ま だ正 確 に は把握 さ れて い な い が，

お よ そ3万 � 12 万 頭と推定 さ れて い る 。

鹿児島 県 の 野猿群 の 生息 す る 地域 は 年々 減少 し て お

り ， 現在では図-1 に 示 すと お り ， 川薩 ・姶良地区，伊佐

地区， 肝属 西 ・ 南地区及び熊毛 地 区 の 山岳 地帯と 報告 さ

れて い る (環境庁 ， 1978) 。 な か で も肝属 南地区の佐 多町

は本土 に お け る ニホン サー ルの生息分布の南限 であ り ， ま

た熊 毛 地 区 の屋 久 島 に 生 息 す る 個 体群 は ヤ クザ ル

(Macaca juscata yalmi ) と し て ニホンザjレの亜 種 に分類

さ れて い る ( 口絵参照 ) 。 特 に屋久 島 は 九州 で最大の野猿

の生息分布領 域 を もち ， 海岸 部の亜 熱侍 性温暖林 から上

部の亜寒帯 性ヤ クザ サ帯 ま で連続 し て群 れの分布がみら
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図ー1 鹿児島県における猿の生息分布(環境庁， 1978) 
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れ る が，隣接 す る 種子 島 の野猿 は既 に昭和 40 年 ご ろ に絶

滅 し たと さ れて い る 。 な お現在のと こ ろ 鹿児島県 に 生息

す る 野猿群 の正 確 な 生息頭数 は い ま だ把握 さ れ て い な
し�o

2 野猿による被害の現状

(1) 農作物への被害

鹿児島 県 は温暖な気候 に恵 ま れ て い る こと も あ っ て ，

全国で も 有数な野猿 生息地帯 であ り ， そ れだ け に野猿 に

よ る 被害 も 多発 し て い る 。

県 内 の野猿 に よ る良 作物被害 の ほと ん ど が， 前述 の野

猿 の生息す る 山岳 地帯 の市町村 から 報告 さ れて い る 。 市

町村 の報告 に よ れば ， 野猿 に よ る農 作物被害 は昭和 50 年

代 から顕 在化し 始め ， 年々 増加の一途 を た ど っ た が， 昭

和 60 年 ご ろ から3， 000万円 から 6， 000万円 前後で推移

し て い る (図2 ) 。

平 成3 年度の被害総額 は 54， 069千円 で， 被害額 の多 い

順 に み ると ， ①果樹 類 (ポン カ ン ， タ ン カ ン ， ビ ワ な

ど) ， ②野菜 類 (実エンド ウ ， キヌ サ ヤ， ジャ ガ イ モ ， ダ

イ コ ン な ど) ， ③い も 類 ( サ ツ マ イ モ ) ， ④米， ⑤飼料 作

物 (飼料 用 ト ウ モ ロ コ シ な ど) と な っ て い る ( 図3 ) 。 な

かで も 被害総額 に占 め る 果樹園 の比率 は約 6割と 高 く ，

し か も 本県の特産であ るポン カ ン ， タ ン カ ン ， ビワ 類の

た め ， そ の被害 は深刻 で あ る 。

被害状況 を 地域別 に み ると ， 熊毛と肝属 地域が最 も 多

く ， 次 い で姶良， 大隅 地域の順と な っ て い る (図-4) 。熊
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図 - 2 鹿児島県の野猿による農作物被害額 (県全体)

(鹿児島県段政部段政課資料より)
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図 - 3 鹿児島県の野猿による農作物別被害額(平成3年度)

(鹿児島県段政部良政課資料より)
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図-4 鹿児島県の野猿による段作物の市町村別被害傾

(平成3年度) (鹿児島県農政部段政課資料より)

毛 地域 は す べて屋久 島の被害であ り ， 肝属 地域で は佐 多

町 の被害が多 い。

以上 の よう な野猿 に よ る農 作物への被害 は 1 年 を通

し て 多 岐に わ た っ て発生 し て い る が (表-1 ) ， そ の被害の

様 相 は直 接 の 食 害 の ほ か に ， 野菜ゃ い も 類 で は引 き抜

き ， 果樹 類では枝折 り な ど の樹 体等 への損傷 も あ り ， 翌

年の収穫 に与 え る 影響 も危倶 さ れ るとこ ろ で あ る 。

ま た相次ぐ 野猿 の被害 に よ り ， 作付 け す る 意欲 を失 っ

た り ， な か に は営農 意欲 を失 い集落 を離 れ る段家 も 現れ

て お り ， 薩摩町 で は猿 害が原因で一 つ の 集落 が離農 し た

事例 も 発生 し て い る ( 口絵参照 ) 。

( 2 ) 農作物以外への被害

人慣 れ し た 野猿群 は ， 農 耕地の み なら ず市街 地や人 間

の居住 地に も 出没 し， 屋根瓦 ， ア ンテナ ， サッ シ戸 な ど

の家屋 を破壊 し た り ， 家 の 中 ま で侵入 し て き て 食べ物 を

食い荒ら す な どの 被害 も 発生 し て い る 。

野猿 は人 聞 を識 別す る 能力 も あ り ， 成人男 性と 老人 ，

女 性， 子供 を 区別 で き ， 特 に 老人 ， 女 性， 子供 に対 し て

は攻撃 的な行動 に 出 る 場合 があ り ， 危 害 を 加 え る事例 も

発生 し て い る 。 例 えば 一昨 年の 出水地域 で は離 れ猿 が出

没 し， 約 1週 間 に わ た っ て 老人 や婦女子 に対 し て危 害 を

加 え ， 新聞 の社会面 を にぎ わ し た事件 は記憶 に 新 し い。

ま た 出没 す る猿 が怖 く て登校 を嫌 が る子供 や外出 で き な

く な っ た女 性や老人 が出 て き て い る 。

ま た ， 道路 に 出没 し た 野猿 を避 け る た め に車 の運転 を

誤 り ， 事故 を起こ し て負傷す る事態 も 発生 し て い る 。

こ の よう に良 作物被害 にと ど まら ず， 地域住民 の 生活

や， 時と し て は人 間の 生命 を脅 かす よう な危険 性 も 含ん

だ被害が出始め て お り ， 今 や猿 害 は大 き く社会問題 化 し

て き て い ると い っ て も 過言 で は な い。

3 鹿児島県における猿害防止対策事業

以上 の よう な 野猿 に よ る 被害 の深刻 な事態 に か ん が

み， 鹿児島 県 に お い て も昭和 54 年度から補助事業 に よ る

被害防止施設 (電気柵等 ) が導入 さ れ るとと も に ， 昭和

57 年度から捕磁器 に よ る 防止対策事業が開始 さ れ て い

る 。 ま た昭和 59 年度から農 作物被害の回避 方策 に 関す る

研究 が鹿児島大 学農 学部 に委託 さ れ， 各種の対策 が検討

さ れ る一 方， 地元側 で も 鹿児島県野猿 被害市町協議会が

結成 さ れ， 生産者 を 含 め 各種対策 が講 じら れ て き て い る

が， 野猿 の 高 い 知恵 が障 害と な り ， 抜 本 的 な対策 が確立

す る ま でに は至 っ て い な い の が現状 であ る 。 し か も 一方

では有害駆除対 象動物と し て駆除 さ れ る 野猿 の数 は ， 昭

和 60 年以降年々 増加の傾向 に あ り (図-5) ， 野猿 の絶滅

を危慎 す る声 も上 が っ て い る 。 し た が っ て今 後は ， 野生

動物保護の面に も配慮 し ながら ， 猿 害防止対策 を講 ず る

必 要 に迫ら れ て い る 。

こ の よう な状況 を踏 ま え て ， 平 成2 年度 に は鹿児島県

農 政部 に よ り ， r 鹿児 島 県猿 害対策協議会」 が結成 さ れ，

被害の 実態 を把握 す るとと も に ， 総合 的 な防止対策 の検

討 が積み重ねら れ， そ の成果が「 野猿 に よ る農 作物被害

防止対策 報告書」と し て まと めら れた (鹿児島県猿 害対

策協議会， 1991) 。

ま た， 有効な猿 害対策 を講 ず る 上で， 対 象地域の野猿

の生息数や分布 を 明ら か に す ること が前提と な る が， 平

成3 年度 よ り 鹿児島県林務 水産部 に よ り ， 屋久 島 に お け
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表-1 鹿児島県における農作物被害状況

(各市町村アンケート調査より， 1983�84) 

被害期間(月)

5 6 7 8 9 10 11 

年度

備考(被害部位， 被害状況)
12 

殺粒をしごいて食べる。 イネを倒す。

手でしごいて食べる。踏み倒す。

手でしごいて食べる。

ツノレを引きおろし， 笑を食べる。

サヤをもぎ取り， 食べる。

掘って食べる。

大きいものから食べる。

苗を引き抜く。 レタスを食べる。

作付と同時にツノレを引き抜く。

茎を引き抜いたり， パレイショを食べる。

引き抜いたり， 食べたりする。

引き抜いたり， 食べたりする。

タケノコの先端を食べる。 掘り出す。

大小間わず食べる。

食いちらす。

実を食べる。 枝を折る。

実を食べる。

実を食べる。

実を食べる。 枝を折る。

実を食べる。 枝を折る。

実を食べる。 枝を折る。

ワラを散らかす。 猿の臭いがつくと飼料にならない。

手当たりしだいにもぎ取って食べる。

踏み倒す。 猿の臭いがつくと飼料にならない。

踏み倒す。 猿の臭いがつくと飼料にならない。

る ヤ クザjレの生息実態 調査が開始 さ れ て い る 。

4 猿害の背景

有効な猿 害対策 を打ち立 て る に は ， 昭和 40 年代 以降，

なぜ こ の よう な猿筈 が発生す る よう に な っ た の か， そ の

猿 害の背景 を明確に す る こと が ま ずな に よ り も 重要 で あ

る 。 猿 害発生の背景と し て は， 次 の よう な こと が考 えら

れ る。

一次 的要因

( 1 ) 野猿 の生息環境の悪 化

(2 ) 人 間 の生活圏 の拡大

図-5 鹿児島県における野猿の有害駆除数

( 3  ) 餌 付 けや人 付 け に よ る 観光事業の拡大

( 4  ) 中 山 間部 の農村 の過疎 ・ 老齢化

(鹿児島県林務水産部森林保全課資料より) 二 次 的要因
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( 1 )  農作物 に よ る 高栄養化で個体数増加
( 2 ) 人聞社会への適応行動
猿害の第一段階では， 野猿の生息環境の悪化等 に よ る

一次的要因の も の が主因であ っ た が， 現段階で は二次的
要因の ほ う へ移行 し て い る と み る べ き で あ ろ う 。 す な わ
ち 人里に下 り て き た野猿群は高栄養 に よ る 個体数の増加
と と も に， 人聞社会への適応行動 に よ り ， そ の行動 は大
胆でかつ悪質 に な っ て お り ， 天然林等の森の復元 に よ っ
て も ， そ う た や す く は 山へ は 帰 ら な い よ う に な っ て き て
い る 。 そ の こ と を 実感 し て い る の は， 被害 を 受 げ る 農家
等の現場サ イ ド であ り ， 依然 と し て 天然林の復元 に よ っ
て あ た か も 野猿が山 に 帰 り ， 猿害が解決す る と 考 え て い
る ， 野猿の生態研究者や 自然保護 を唱え る 人た ち と の 聞
に 大 き な ギ ャ ッ プが生 じ て い る 。

5 猿害対策 に 閲 す る 研究の経過 と 成果

鳥獣 害一般 に共通す る こ と であ る が， そ の対策の 最も
困難な点は， 採用 さ れた 防除法が当初有効であ っ て も ，
そ の対象動物の学習 に よ る 慣れ に よ っ て ， 効かな く な る
と い う 問題であ る 。 特 に学習能力 に優れ る 野猿 に お い て
は な お さ ら の こ と であ る 。 筆者 ら は， 猿害対策 を 考 え る
に あ た っ て ， こ の点を念頭 に お き なが ら ， 猿の行動， と
り わ 砂 猿 に 恐怖や嫌悪感 を 与 え る 方法 に つ い て 研究 を
行っ た 。 以下そ の研究の経過 と 成果， 問題点に つ い て述
Jてる 。

( 1 )  強煙火 システム に よ る 実証試験

これ は農耕 地 に 侵入 し て き た 猿 自 身が煙火台 に 乗る こ
と に よ っ て ス イ ッ チ が入 り ， 付近 に 仕掛け た 花火の鮮裂
に よ っ て 有害猿を撃退す る 方法で， 京都大学霊 長類研究
所 に よ っ て 開発 さ れた も の であ る 。 こ の 方法 は猿の学習
能力 を 回避 さ せ る 上で， 猿の行動習性 を よ く 考慮 し て お
り ， 従来の方法の 中 で は 一歩抜 き んでた有効な も のと思
わ れた 。 そ こ で京大霊 長研の協力 を得て， 屋久島の果樹
園に お い て こ の実証試験を試みた。 そ の結果， 一定程度
の防除効果 を上げる こ と は で き た が， 有害猿の煙火台 に
乗る 確率が低い こ と も あ っ て ， 従来の被害量 よ り は約 3
割程度減少 さ せ る に と ど ま っ た 。 ま た屋久島の よ う に雨
量の 多い地域で は， 花火や電気系統に 故障が 多 し こ の
方法 で は 雨対策 に 課題 を 残 し た ( 鹿 児 島 県 農政部，
1986 ; 鹿児島大学農学部 鳥獣 害研究会， 1988) 。

( 2  ) 感応式誘導ゲー ト システム に よ る 実証試験

そ こ で， 筆者 ら は 試行錯誤の 上， 強煙火 シ ス テ ム に
種々 の改良 を加 え て ， ネ ッ ト と 爆音器 を併用 し た感応式
誘導ゲ ー ト シ ス テ ム を 開発 し た (図-6) 。 こ の シ ス テ ム は
果樹園 を ネ ッ ト で囲み， 数か所 に 設 け た誘導ゲ ー ト か ら
侵入 し て く る 猿を赤外線セ ン サ で感知 し ， 時間差で爆音

図 - 6 感応式誘導ゲー トシステム の模式図

:---_�-- 3m一一一一一一一ー-----!
ポール

図 - 7 猿用電気柵の概略図

器が作動す る 仕 組みであ る 。 こ の 方法に よ り 屋久島の果
樹園の各所で有害猿の侵入 を 防 ぎ， 防除効果 を上 げ る こ
と がで き た (鹿児島大学農学部家畜管理学講座 ・ 研究
室， 1989----91) 。 し か し なが ら ， 観光地であ る ヤ ク ス ギ ラ
ン ド で餌 付 け さ れた猿群 と 比較的近距離 ( 2 km) に位置
す る 果樹園 に お い て は， 本方法 に お い て も 有害猿の侵入
を受け， 防除効果 を 上 げ る こ と は で き な か っ た 。 そ こ で
試験地の果樹園周辺の猿群 と 観光化 さ れた 餌 付 け 猿群 と
の 聞 に は， 雄猿同士の交流があ る も の と 推測 し， 両群の
雄猿の マ ー キ ング 法 に よ り 実証試験 を試みた結果， 両群
の交流が確認 さ れた。 し た が っ て餌 付 け猿群のよう に完
全に人慣れ し た 猿群 に つ いては， 本法で も 防除で き な い
こ と が明確 と な っ た 。

( 3  ) 改良型の猿用電気禍

筆者 ら は人慣れ し た 猿群 に も 有効な方法 と し て は， 電
撃シ ョ ッ ク に よ る 強烈 な撃退法 を採用せ ざ る を 得 な い と
考 え た 。 そ こ で， シ カ や イ ノ シ シ で使用 さ れて い る 従来
の電気柵を， 野猿の行動習性や雑草対策 を考慮 し て改良
し た も の を造 り 上げた ( 図ー7) ( 口絵参 照) 。 こ の改良型
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図 - 8 野猿被害防止対策の体系

の猿用電気柵に よ り 各地の果樹園で実証試験 を試みた 結
果， 有害猿 を撃退 し ， い ずれ も 好成績 を 得た (鹿児島大
学農学部家畜管理学研究室， 1991) 。 現在， こ の 方法が
国 ・ 県の事業 と し て も 採用 さ れ， 屋久島の永田地区 に お
い て ， 広域 に わ た る 猿害対策事業が展開 さ れ， さ ら な る
成果 を 上 げ て い る (鹿児島大学農学部 鳥獣 害研究会，
1993) 。

6 鹿児島県 に お け る 猿害対策の基本方針

鹿児島県猿害対策協議会の報告書では， 今後の猿害対
策 に つ い て は， 人や農作物 に 被害 を及ぼさ な い野猿 (以
下， 野生猿) と 被害 を及ぽす野猿 (以下， 有害猿) と に
基本的 に区分 し て検討 し， ま た今後 は 「人 と 野生猿 と の
共存」 を基本 に総合的対策 を講ず る 必要があ る と 指摘 し
て い る (鹿児島県猿害対策協議会， 1991) 。

そ の 野猿被害防止対策 の体系 は ， 図-8 に 示す と お り
で， ①野生猿の保護， ②農作物の 被 害防止， ③啓発等の
実施の 3 本の柱か ら 成 っ て い る (鹿児島県猿害対策協議
会， 1991) 。 特 に農作物の被害防止対策では， 感応式誘導
ゲ ー ト シス テ ム を基軸 と し て ， 猿用電気柵， 犬， 猟銃，
花火， 人聞に よ る 見回 り ， 緩衝帯 ・ 分離帯 と の組み合わ
せに よ る 複合的な対策 を提案 し て い る が， そ の後の試験

成績では， 猿用電気柵の有効性が確認 さ れて き て い る 。
し た が っ て， 今後の農作物の被害防止対策 は む し ろ 猿用
電気柵を基軸 と し た 複合的 な対策が有効 と 思わ れ る 。

お わ り に

猿害対策の研究 を 通 じ て ， 人里に 住み つ い て 被害 を 及
ぽす野猿， いわ ゆ る 有害猿群 と ， 山 奥 に 生息 し て 被害 を
及ぼさ な い野猿， い わ ゆ る 野生猿群で は， か な り 両者聞
の行動 ・ 生態 に は相違がみ ら れ る こ と に 気づいた 。 例 え
ば， 野生猿群で は共同作業的行動 は な い と さ れて い る こ
と が， 有害猿群がネ ッ ト を越 え て果樹園 に 侵入す る 場合
に は そ の共同作業的行動が認め ら れた り ， ま た野生猿群
では雨天の際 は動かな い と さ れて い る こ と が， 有害猿群
では雨天で も 果樹園 に 侵入 し た り す る な ど で あ る 。 し た
が っ て， 有効な猿害対策 を確立す る た め に は， 人慣れ し
た有害猿群の行動 ・ 生態 を 明 ら か に す る 必要があ る と 思
わ れた。 こ の点での研究 は遅れて い る と 言わ ざ る を 得 な
�l。

猿を は じ め と す る 鳥獣害問題 は， 人間 と 自 然の調和が
崩れて い る と こ ろ か ら 派生 し た も の で あ る 。 い わ ゆ る 森
林保護の問題で も あ り ， あ る い は ま た 環境問題の具体的
事例な の で あ る 。 し た が っ て食糧の生産者で あ る 農家 の
み に ， こ の問題の犠牲が し い ら れ る こ と な し 国家的規
模での援助 と 対策が今強 く 求 め ら れて い る と い え よ う 。
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