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鳥獣保護法改正後の農林業被害対策上の 課題
あ ら

農林水産省農産園芸局植物防疫課 荒 木
やす

康 紀

I 改正鳥獣保護 法 を 巡 り 検討 さ れ た 事項

1 主 な 改正の内容

自 然環境保全審議会聖子生生物部会 は ， 環境庁長官の諮

問 を 受 け て 審議 を行い， 昨年 12 月 に ， 人 と 野生鳥獣 と

の共存 を 図 る た め に は， 生息数や生息環境 を望 ま し い状

態 に維持 ・ 誘導す る と い う 「保護管理」 を推進す る べ き

旨 の答 申 を行 っ た 。 こ れ を 受 け て ， 環境庁 は鳥獣保護法

改正案 を今年の通常国会 に提出 し ， 衆参両院 に お け る 審
議 を 経 て ， 6 月 10 日 に 成立 し た 。 改 正 法 は ， そ の 後 6

月 16 日 に 公布 さ れ， 狩猟免許制度 に 関す る 規定 を 除 き

9 月 15 日 に施行 さ れ る 見込みであ る 。

改正法の ポ イ ン ト は， 各都道府県 に お い て ， 地域的 に

著 し く 増加， 又は減少 し て い る 鳥獣 を 特定鳥獣 と し て 位

置づけ， そ の保護管理計画 (以下 「特定計画J と い う )

を策定 し ， そ の枠組み の 中 で， 当該鳥獣の適正な保護管

理 を 実現 し て い く こ と であ る 。

特定計画 に お い て は， ①望 ま し い生息環境 を実現す る

た め の生息地の管理， ②計画対象地域 に お 砂 る 望 ま し い

生息数 に 維持 ・ 誘導す る た め の個体数管理， ③当該鳥獣

が生息す る 上で生ず る 農林業や生態系 に与 え る 被害 を可

能 な 限 り 防止す る 対策， 等の事項が， 内容 と し て 予定 さ

れて い る 。

特定計画の実施 に 際 し て ， そ の 実施者であ る 都道府県

知事 は， 対象が狩猟鳥獣の場合 に は， そ の計画の範囲 に

お い て ， 狩猟 に対す る 規制等 を裁量 に よ り 緩和で き る こ

と 等 と さ れた 。

2 国会の審議 に お い て 検討 さ れた こ と

改正鳥獣保護法下 に お い て は ， 野生鳥獣の管理 に 関 し

て は， 都道府県が今 ま で よ り 大 き な役割 を 担 う こ と と な

る の であ る が， 国会に お い て は ， 各都道府県に特定計画

を 実行 し て い く だ け の 人 員 や 予算が確保 さ れて い る の

か， ま た そ れ に 対 し ， 国 に よ り 十分な支援がな さ れ る の

か， と い う 点 に つ い て ， 多 く の議論が交わ さ れた 。
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確か に 多 く の 県 に お い て ， 現時点、 に お い て は， 専門家

の配置や予算が不十分で あ る こ と は否 め ず， そ の よ う な

整備が先か， 法改正が先か と い う こ と が 問題 と な っ た

が， こ の ま ま 法改正 を行わ な り れ ば， 何年た っ て も そ の

よ う な整備がな さ れ な い の は 明 ら か で あ り ， こ の 法改正

を 契機 に ， 整備す べ き 必要 な諸条件 を 明 ら か に し て， 実

施体制 を整 え て い く こ と が， 野生生物管理 に 関わ る 都道

府県 ・ 国 の 当 面の最大の課題 と さ れた 。

ま た ， 特定計画 に つ い て ， 体制 の整わ な い都道府県 ・

市町村 に そ の 実施 を 任せ た の で は ， 計画の実現のた め に

安易 に個体数調整 に 向か い ， そ の結果， 当該鳥獣が絶滅

す る と の議論 も な さ れた が， こ の点 は や や誤解が あ っ た

も の と 思わ れ る 。 む し ろ 改正前の制度下 に お い て は， 被

害が出 れ ば有害鳥獣駆除の許可 を 出 し ， 駆除す る と い う

仕組み な の で， 被害が な く な る ま で， す な わ ち ， 当 該鳥

獣が完全 に い な く な る ま で駆除が続 け ら れ る と い う こ と

と な る 。 改正法下 に お い て は， 当該鳥獣の望 ま し い生息

数の 目 標が設定 さ れ， そ の 数 ま で個体数調整が な さ れ る

の で あ る か ら ， 有害鳥獣 に つ い て は， 目 標数以下 に な る

わ け で は な し こ れ ま での無制限な駆除 に む し ろ 歯止 め

を掛けた と 考 え る こ と がで き る 。

さ ら に ， 同特定計画下 に お い て は ， 狩猟鳥獣の場合，

そ の狩猟期聞が知事の裁量 に よ り 設定 さ れ る が， こ の点

に つ い て も ， 狩猟免許の 登録有効期聞 は こ れ ま で ど お り

6 か月 と さ れて い る の で， 環境庁長官 が定 め て い る 狩猟

期間の 3 か月 か ら 6 か月 の範囲での狩猟期間 の 設定で あ

り ， 知事の権限 に よ り 無制限に期聞 を設定で き る わ け で

は な い。 こ の 点 に つ い て も や や誤解があ っ た よ う に 思わ

れ る 。

そ の他， 既 に 野生鳥獣の管理計画 は ， 一部の道県 に お

い て ， 運用 に よ り 策定 さ れて い る と こ ろ も あ り ， 法改正

し て ま で制度 と し て 位置 づ け る 必要 は な い の で は な い

か， と の議論 も な さ れた が， 運用 に よ り 策定 さ れて い る

一部の計画 は ， 個体数調整の み の計画で あ っ た り ， 十分

な モ ニ タ リ ン グ を 実施す る よ う な項 目 が抜 け て い た り 等

の問題点が あ り ， や は り 法制度 に き ち ん と 位置づ け， 必

要 な項 目 が完備 さ れた 計画 と な る よ う 環境庁か ら の適切

な指導が行 き 届 く よ う な仕組みの下で運用 す る こ と が不

可欠 と 考 え る 。
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H 農林業の被害防止対策の現状 と 課題

1 鳥獣保護法改正後の対応

鳥獣保護法が改正 さ れ， 早 け れ ば平成 12 年度 に は，

特定計画 を策定す る 県が現れて く る が， そ の 際， 被害防

止サイ ド に は ど の よ う な こ と が求 め ら れ る か， 想定 さ れ

る こ と を以下 に 説明 し た い。

ま ず， 特定計画 を策定す る 際 に ， 公聴会 に お い て利害

関係人の意見 を 聞 く こ と が義務付 け ら れて い る の で， こ

の場 に お い て ， 被害サ イ ド か ら は， 被害の状況 を で き る

だ け 的確に伝 え る こ と が求 め ら れ る 。 計画 を初 め て 作成

す る 際 に は， そ れ ま で把握 さ れて い た 被害量 を報告すれ

ば， そ の数値 に 多少の誤差 は含 ま れて い て も 公聴会の場

で受 け 入 れ ら れ る と 考 え ら れ る が， 計画が実施 に 移 さ

れ， 個体数調整 な どがあ る 程度進み， 計画の変更 を 行 う

必要性が 出 て く る 際 に は， 被害量 に つ い て は， か な り 厳

密な も の が求め ら れ る 可能性が高 い。 特 に ， 個体数調整

を進め て も ， 被害量が減少 し な い こ と も 予想 さ れ る が，

真 に 被害量が減少 し て い な い の か ど う か， 調査の際の誤

差の大 き さ 等 も 含 め て検証す る こ と が求 め ら れ る 可能性

も あ る 。

特定計画 は， 当 該地域 に お け る 生息数の把握が前提 と

な る が， 生息数 は 絶 え ず変動す る の で， 何度 も 把握 し 直

し ， そ の結果 を フ ィ ー ド パ ッ ク し て 同計画 を見直す こ と

が前提 と な っ て お り ， 計画変更の機会 は か な り あ る も の

と 想定 さ れ る 。 こ の た め ， 計画対象区域内 に お け る 農林

業被害 に つ い て ， で き る だ け正確な被害状況の把握に 努

め る 必要があ る 。

次 に ， 特定計画 に お い て は， 具体的 な被害防止対策 を

どの よ う に 行 う かが重要 な項 目 と し て位置づ け ら れ る こ

と と な る 。 国会の場 に お い て も ， 生息地の 管理， 個体数

調整 と 併せ て被害防止対策 を 的確 に 実施 し ， 総合的 に取

り 組む こ と が何度 も 政府側か ら 答弁 さ れ て お り ， こ の対

策 を い か に効果的 ・ 効率的 に 実施す る かが， 同計画の 目
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被害状況
捕獲状況

調査
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図- 1 特定鳥獣保護管理計画 (特定計画) の 策定 お よ び
実行の流れ (環境庁鳥獣保護業務室作成)

標 を達成す る 上で大 き な 要素 と な る の で， 関係機関 と 十

分検討の上， 的確 に 実施 し て い く 必要があ る 。

2 被害防止対策の具体的取 り 組みの現状

野生鳥獣か ら 農林業 の被害 を 防止す る と い う 場合， ま

ず取 り 組みた い対策 と し て 考 え ら れ る の は ， 防護柵 ・ 防

鳥 ネ ッ ト の 設置 で あ る 。 こ れ ら の 整 備 に つ い て は， 近

年， 農林水産省の各種補助事業の メ ニ ュ ー に位置づ け ら

れ， 公共事業の一部 に も 組み込 ま れて い る の で， 地元 の

要望があ る 場合 に は ， か な り 対応がな さ れ る よ う に な っ

て い る 。 平成 9 年度 に お い て は， 約 12 億円 の 補助金が

こ れ ら の設置 に 支 出 さ れて い る 。

し か し， こ の よ う な施設の 問題点 と し て は， 設置 コ ス

ト がか な り 高 い こ と で あ る 。 電気柵 は ， 柵高が低 く 耐用

年数の短い も の で は ， 5 百 円1m 程度 の も の も あ る が，

サル用の 2 m 以上 の 高 さ の も の で は 5 千 円1m を超 え る

も の が一般的 で あ る 。 l km 設置 す れ ば 500 万 円 以 上 を

要す る こ と と な る 。 防鳥 ネ ッ ト は ， 風 に よ る 倒覆 を 防止

す る た め ， あ る 程度土台 を し っ か り 固定 す る 基礎工事 を

要す る こ と か ら ， 10 a 当 た り 50�70 万 円 の 設置費 を 要

し， 通常， 果樹な ど の 単価の 高 い作物 に対 し て し か設置

さ れて い な い。

ま た ， こ れ ら 防止施設 は ， 一体 ど こ ま で整備 を 図 れ ば

よ い の か き り がな い と い う 問題 も あ る 。 あ る 地域の被害

地 に 防護柵等が整備 さ れれば， 被害 は ま た 別 の地域 に 発

生す る と い う イ タ チ ゴ ツ コ が繰 り 返 さ れ る こ と と な る 。

や は り 生息地管理， そ の地域 に 生息 す る 適正な個体数が

設定 さ れた 中 で， 立地条件 を十分吟味 し て ， 効果的な整

備 を行 っ て い く こ と が必要 と な る 。

柵 ・ ネ ッ ト の よ う な 防止施設の ほ か， 威嚇 ・ 忌避音声

等の利用， 光 に よ る 夜行性動物の行動制御等 に よ り 鳥獣

に 何 ら かの刺激 を与 え る 防止機器 ・ 装置が現場で用 い ら

れて い る が， こ れ ら は， 鳥獣の学習 に よ り 効果が持続 し

に く い と い う 問題 が あ る 。 米 国 に お い て も ， 農務省 が

“Prevention and Control of Wildlife" ( 1994 年) と い

う 一般農業者向 け ノ 、 ン ド ブ ッ ク を刊行 し て い る が， そ れ

を見て も 一つ の威嚇等の 技術 に よ り 完全 に 撃退で き て い

る 事例 は な く ， 必ず鳥獣の慣れが生ず る の で， い ろ い ろ

な装置 ・ 技術 を組み合わ せ て ， で き る だ け効果 を持続 さ

せ る こ と に よ り 対処す べ き こ と が述べ ら れて お り ， 威嚇

等装置の設置場所， 作動時間の 多様化， 不規則化等現場

で工夫 を凝 ら し て対応す る ほ か な い も の と 考 え る 。

3 被害対策の今後の課題

被害防止施設 に つ い て は， 現状で は コ ス ト 高で あ る の

で， そ の低 コ ス ト 化 を 図 る こ と ， 防止機器 ・ 装置 に つ い

て は， 鳥獣の慣れ を で き る だ け 生 じ さ せ な い こ と に よ
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り ， 効果の持続期間の長期化 を 図 る こ と が課題 と な っ て びつ い て い な い 。

お り ， 機械メ ー カ 一等 に よ り 各種の取 り 組みがな さ れて こ の よ う な 防止施設 ・ 機器 に よ る 防止対策 と は 別 に ，

い る が， 今の と こ ろ な か な か こ れ ら の課題の解決 に は結 最近では， サ ル に テ レ メ ト リ ー を装着 し ， サ jレ群の遊動

獣類 に よ る 農林業被害の状況 と 防止柵等の設置状況

実 っ た イ ネ を 食害 し て い る ザ ノレ (平成 10 年 9 月 ， 千葉県

富津市梨沢， 川名一雄氏自在影)

イ ン ゲ ン マ メ の柵 に 上 り 食 害 し て い る サ ル (平成 10 年 6

月 ， 千葉県笥津市相 1 1 1 . 柴崎又次郎氏撮影)

サ ノレ に よ る リ ン ゴ の食筈 (平成 1 1 年 8 月 ， 長野県須坂市)

猿害防 止 の た め設i置 さ れ て い る 電気柵. 山 と 耕地 を 祁!の総

に よ り 遮断 (平成 1 0 年 1 1 月 ， 千葉県君津市)

猿筈防止の た め設置 さ れ て い る 漁網 と 笹戒音発生装iE. 音

の�)J巣 は 1�2 年で低下 (平成 1 1 年 8 月 ， 長野県須坂市)

シ カ の樹皮食い に よ り 平成 9 年に 枯死 し た ウ ラ ジ ロ モ ミ .

直後 1 . 5 m 以上 あ る (平成 1 1 年 7 月 ， 日 光中禅寺泊Jj千手

ケ 浜 )
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経路 を把握 し た 上， サル群が農作物 に近づい て き た ら ，

受信機で位置 を 確認 し， 大勢が連携 し て 追 い 払 い を 行

う ， い わ ゆ る 接近警戒 シ ス テ ム の確立 に 取 り 組んでい る

地域がい く つ か見 ら れ る よ う に な っ て い る 。 サル等本来

山奥に 生息 し て い た も の が， 環境条件の変化等 に よ り 里

に 降 り て き て農作物 に い ろ い ろ な被害 を発生 さ せ て い る

が， こ れ ら に対 し て は ， 過去餌付 け を行っ た等， 人間側

の対応 に も 問題があ っ た ケ ー ス が多 く ， 古来維持 さ れて

いた獣 と 人聞 の 聞 に お げ る 適度 な 緊張関係が崩 れて し ま

っ た 結果で あ る と い わ れて い る 。 生息環境の整備の進展

に も 影響 を 受 け る と 考 え ら れ る が， 接近警戒 シ ス テ ム の

推進 に よ り ， 昔の よ う な人間 と の健全な 緊張関係 を再構

築で き る か， そ の成果が期待 さ れ る と こ ろ で あ る 。

前述の電気柵 に 仕掛 砂 を し ， サル等が柵に触れ る と ，

携帯電話が そ の襲来 を知 ら せ る と い う シ ス テ ム を持つ も

のが開発 さ れて お り ， こ れ に つ い て も ， メ ン テ ナ ン ス の

大変な電気柵の管理 を容易 に し ， 単 に 電気で撃退す る だ

け でな く ， そ の後 に追い払い を 行 え ば， 継続的な被害回

避 ・ 健全 な 緊張関係 の構築 に 結びっ く 可能性の あ る も の
と し て 注 目 さ れ る 。

そ の他， 以前か ら の 問題であ っ た が， 人間側が動物の

生態 を知 ら な い が ゆ え に ， 無用の被害 を 招 い て い る と い

う こ と が， 最近， 益々 深 刻 な 問 題 に な っ て い る 。 本年

5�6 月 に ク マ の 人身被害 が い く つ か発生 し た が， こ れ

な ど は， ハ イ カ ー が残飯や ジ ュ ー ス の 空 き 缶 を無造作 に

山野に捨て て い っ た こ と に起因 し ， 人間の活動領域 に ク

マ が頻繁 に 現れ る よ う に な っ て い る と い う 問題が指摘 さ

れて い る 。

ま た ， な か な か改善 さ れ な い の が， 山 中 の サ ル に み す

みす越冬用 の餌 を提供 し て い る 点 で あ る 。 例 え ば リ ン ゴ

産地 に お い て ， 冬場 に 集約廃棄 さ れた屑 リ ン ゴ に サ ルが

群が っ て い る と い う 状況があ る こ と が指摘 さ れて い る 。

サル の被害地で は， 駆除 を進め る 一方で こ の よ う な不注

意 に よ り 結果的 に サ ル を増や し て し ま っ て い る 。 今後，

特定計画 を 策定 し ， 個体数調整 を行 う 場合 に ， こ の よ う

な こ と が あ る た め ， 計画の推進 に つ い て 動物保護団体か

ら の理解 を 得 る こ と が困難 に な る 可能性が あ る 。

こ の よ う な人間側の活動 に 関 し ， 動物の生態 を十分理

解 し た 上での対応がな さ れ る よ う 農業者の み な ら ず， 農

業者以外の人 も 含め て こ の面の啓蒙活動 を行 う こ と が課

題 と な っ て い る 。

皿 外国 に お け る 野生動物管理の事例

欧米 に お い て は， す で に 数十年前か ら ， 野生動物の科
学的 ・ 計画的 な保護管理が実施 さ れて き て い る が， そ の

中で， こ れ ま で どの よ う な管理が行わ れ， 現状 ど の よ う

な課題が あ る の か米国， ド イ ツ の 事例 に よ り 紹介 し た
b ミ。

1 米国 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 に お け る シ カ の保護管理

米国 に お い て も ， 土地利 用 の 変化 に よ り ， 最近至 る 所

で シ カ が増加 し て い る 。 米 国 北 東部 で は ， こ の 25 年聞

に小規模農家が離農 し ， そ の農地が薮や林地 に 変化 し た

結果， シ カ に と っ て 格好の生息地 を提供 し て い る 。 特 に

都市 の周辺部 に お い て は ， 土地利用 の変化， 無秩序な都

市化の進展 に よ り シ カ の増加が著 し い。 こ れ は ， 多 く の

都市住民が耕作放棄農地 を購入 し， シ カ の生息地の 中 に

家 を建て て お り ， そ の敷地 に お い て は狩猟 を 行わ せ な い

こ と か ら ， シ カ に格好の逃げ込み場所 を提供 し て い る こ

と が一 つ の 要因 と な っ て い る 。 さ ら に 住宅密度が多 く な

る と 地域全体で狩猟が禁 じ ら れ る 。 ま た ， 住民が栽培 し

て い る 観賞用樹木や園芸作物が シ カ の餌条件 を 向上 さ せ

て い る 。 こ の よ う な 条件の変化か ら ， シ カ が増加 し ， 1 

km2 当 た り 39 頭を超 え る と こ ろ も あ る 。

シ カ (Whitetail) の 生 息 数 は ， ニ ュ ー ヨ ー ク 州 南部

の約 75 千 ha の シ カ 猟区だ け で， 120 万か ら 150 万頭 に

上 る 。 ス ポ ー ツ ハ ン テ ィ ン グ に よ り ， 州 全体 で 1997 年

216 千頭 ( う ち 雌 シ カ 75 千頭) ， 1998 年 23 万頭 ( う ち

雌 シ カ 85 千頭) の 捕獲が行 わ れ て い る 。 州 全体 でハ ン

タ ー は 70 万人程度 い る が， 近年， 年 に 2�3%程度 ず つ

減少 し て お り ， 十分 な狩猟 を 実施す る こ と が困難 に な っ

て い る 。 こ れ は， 若 い人がサ ッ カ ーや 野球 な ど の チ ー ム

ス ポ ー ツ を好む よ う に な り ， 冬場の寒い時期 に 1 人 で行

う 狩猟を好 ま な く な っ て い る こ と に よ る 。

1990 年 よ り ニ ュ ー ヨ ー ク 州 で は ， 州 内 に い く つ か の

シ カ 管理ユ ニ ッ ト を設定 し ， そ の 管理ユ ニ ッ ト の 管理官

(州政府職員) に， シ カ の 個体数 目 標 を 勧告 す る 役割 を

持つ市民特別 チ ー ム を組織 し て い る 。 こ の チ ー ム は， 農

家や地域住民， 交通事故被害者 な ど の利害関係人 を メ ン

ノ fー と し， 目 標数の検討や調整 プ ロ セ ス の評価 を 行 っ て

い る 。 目 標数の設定 に お い て は， 管理ユ ニ ッ ト の野生動

物管理官が提供す る シ カ の増加率， 年齢， 性比等の 生物

学的デー タ ， 捕獲率， 被害状況， 交通事故件数， 生息地

条件等 の技術的デー タ ， シ カ 密度 に対す る 一般市民の晴

好， 異 な る 管理措置 の受容等 の社会学的デー タ に基づ き

検討が行わ れ る 。 こ の仕組み は ， 州 の行 う 地域 の シ カ 管

理に一般市民 の意向 を反映さ せ る と と も に ， 野生動物管

理 に 関す る 市民への啓蒙 を 図 る 役割 を果 た し て い る 。 最

近 は一般か ら の シ カ に つ い て の被害や生息状況等 に つ い

て の 問 い 合わ せ が多 く ， 関 心 も 高 ま っ て い る こ と も あ

り ， 市民へ の動物教育 は シ カ 管理 を 円滑 に 行 う 上で欠 く
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こ と の で き な い も の と 考 え ら れ て い る 。

州政府 は， 各地に生物学者， 管理者， 技能者等の動物

管理の専門家約 120 名 を配置 し ， 管理を行 っ て い る 。 州

の野生動物管理局 は ， 狩猟許可証の発行手数料， 狩猟税

を 財源 と し た 2 ， 000 万 ド ル の年間予算 に よ り 野生動物管

理 を 実施 し て い る 。

最近は ， シ カ が増加 し て い る 都市近郊や公園な ど人の

多 い地域 に お い て は， 通常の狩猟 は で き な い の で， 特別

な駆除の許可の下 に 狙撃手等特別 な専門家 に よ る 捕獲が

行われる こ と も あ る が， 卜分 な個体数調整が実施で き な

い地域 も あ る 。

2 ド イ ツ に お け る 狩猟鳥獣管理

ド イ ツ の野生動物 は ， 農林省 に よ り 連邦狩猟法 に基づ

き 管理 さ れ る シ カ 等の狩猟鳥獣 と ， 環境関係機関に よ り

狩猟法 と は別の体系 に よ り 管理 さ れ る 希少動物等 に二分

さ れ る 。

連邦狩猟法 に よ り ， ド イ ツ 国土 は 多数の狩猟区域 に分

割 さ れ て い る 。 例 え ばバ イ エ ル ン 州 の す べて の土地 は，

6 ， 000 の狩猟区域 に 属 し て い る 。 こ れ ら の 区 域 は 1 人 の

所有権者 に 属 す る 私有 区域， 複数の所有権者の組織す る

狩猟組合に属す る 共有 区域， 州、| の所有に属 し， 森林事務

所が管理す る 公有 区 域 の 三 つ の種類の 区域 に 分類 さ れ

る 。

狩猟組合 は， そ の 区域 に お け る 狩猟の許可証 を外来の

ハ ン タ ー に対 し交付 す る こ と がで き る 。 狩猟許可 を 受 け

た ハ ン タ ー は 狩猟法 に 基づ く 狩猟 を 実施す る 責任 を 負

つ 。

連邦狩猟法 に は， 各狩猟区域 に お い て ， イ ノ シ シ を除

く シ カ ， キ ジ 等 の狩猟鳥獣 に つ い て， 狩猟諮問委員会の

意見 を聴取 し ， 関係管理機関の承認 を 経 て 当該区域の狩

猟関係者が作成 し た 捕獲計画 に基づ き 狩猟 を 行 う こ と が

規定 さ れ て い る 。 狩猟諮問委員会 は ， 各 州、| に 設置 さ れ，

農林業団体， 狩猟団体， 狩猟者 お よ び 自 然保護団体の代

表者 に よ り 成 る 。 基本的な捕獲計画のベ ー ス は森林植生

の状態 に基づ き 定 め ら れ る 。 森林事務所が森林植生 を 管

理 し て い る 。 3 年 ご と に 各狩猟区域の状態が個 別 に チ ェ

ッ ク さ れ る 。 地域の管理機関 は， 例 え ば， 次の猟期 の ノ

ロ ジ カ の訴Il波数 を 森林植生 の 状態 を 見 な が ら 定 め て い

る 。 イ ノ シ シ に つ い て は， ド イ ツ 圏 内 に 多数生息す る こ

と か ら ， 猟期 に 自 由 に捕獲す る こ と がで き る 。

な お ， 私有あ る い は共有の狩猟区域の所有者 は， ゲ ー

ム ・ ウ ォ ー デ ン (猟区番人) を雇い， 密猟や犬 に よ る 狩

猟獣の殺害 を 防 ぐ 等 の狩猟 区域の管理業務 を担わせ る こ

と がで き る 。 通常， ゲ ー ム ・ ウ ォ ー デ ン は ， 自 分の余暇

時間 に 狩猟 区域 で過 ご し て お り ， こ れ ら の管理業務 を 業

と し て い る わ け で は な い。

3 欧米の管理事例の特徴

こ の よ う な欧米の事例 を 見 る と ， 個体数調整 を 実施す

る 上で， 自 然保護団体 も 含 め た 関係者に よ り ， そ の計画

を検討す る 場が き ち ん と 位置づ け ら れ， 単 に 生物的視点

や技術的視点か ら ばか り でな く ， 幅広い視点 か ら 計画が

策定 さ れ て い る こ と と ， こ の よ う な検討の場 を 通 じ て ，

野生動物管理 に つ い て 広 く 一般の理解 を 得 る 努力 が な さ

れて い る 点が特徴的で あ り ， 今後， 日 本 に お い て 特定計

画を策定 し， 保護管理 を 進 め て い く 上 で， 大 い に参考に

な る も の と 考 え ら れ る 。

便利にご利用いただ問。 [Ii植物防疫」専用合本ファイル
本誌 i 年介 ( 1 2 冊) が簡単 に 製本で き ま す 。

く本誌名 金文字〉
定価 733 円 (本体 699 円 + 税)

送料 390 円

・ 書柵 を 飾 る 美 し い 外観 ・ 冊誌 を 傷 め ず保存がで き る

・ 取 り 外 し が簡単 に で き る ・ ビ ニ ー ル ク 口 ス で長期保存が で き る

ご 希望の 方 は ， 現金 ・ 郵便振替で直抜本会へお 1'1'1 し 込 み 下 さ い
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