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p鳥獣害対策の現場か ら (15)み 一日中村………… 回 目 日 園 圃η
! l | な お， 栃木県 の シ カ の食害の大 き な特色 は， 日 光国 !
+ 1 栃木県の シ カ 対策 | 立公園内の貴重 な 自 然植生 に 食害が及んで い る こ と に i
� I あ る 。 日 光 白根山 (2 ， 578 111) で は ， 22 種類 ほ ど の 高 4; i l 2 

つ じむかみ 主 む 山植物が食害でほ ぼ姿 を 消 し ， 日 光 を代表す る 高 山植 よ: (栃木県林務部 自 然環境諜 辻岡幹夫) ゃ物 シ ラ ネ ア オ イ は， 今で は 県が設置 し て い る 電気柵の Z1 1 シカの生 息 中 に か ろ う じ て 妓存 し て い る の みであ る 。 ま た ， 陥 fj 栃木県では シ カ 同四の 山岳地帯に 生息 し 四 l 山 も あ る ウ ラ ジ ロ モ ミ い ニ 山 !
て お り ， さ ら に こ の生息地 は群馬 県の北東部の生息地 の大径木が樹皮 を 輩IJ かれ多 く が枯死 し ， 奥 日 光全体で +

: ま で連続 し て 「 日 光 ・ 利根地域個体群j を 形成 し て い は林床他物が シ カ が嫌 っ て 食べ な い マ ルパ ダ ケ プ キ や ;
; る 。 生息数 は， 栃木県側が約 5 ， 000 頭， 群馬 県側 は約 シ ロ ヨ メ ナ， イ ケ マ な ど特定 の 数種類の他物 に 置 き 換 ;
: 7 ， OOO 頭， 合計約 1 2 ， 000 頭 と 推定 さ れ て い る 。 生息 わ り つ つ あ る 。 互の花の名所であ っ た 戦場 ヶ 原や小田 3
子 密度 は， こ の生息域 の ほ ぽ中央部 に 位置す る 日 光鳥獣 代原な ど の湿原， 湿性草原 で も 15 種類以 上 の 花が姿 +
4 保護区 内 で 5�20 頭/km' と 高 く ， 周 辺部 に い く に し を 消 し て し ま っ た 。 .j，: た が っ て 低 く な る と い う 構造 と な っ て い る 。 3 対策 : ; な お ， こ の生息域 は， 近年の際の継続 に よ っ て北 こ の よ う な シ カ の 食害 に 対応 す る た め ， 栃 木 県 で ;
? に 拡大 す る 傾向があ り ， 栃木県の 鬼怒沼， 群馬 県， 福 は， 平成 6 年 1 2 月 に 「栃 木 県 シ カ 保護管理計画」 を 3
十 島県， 新潟県 に ま た が る 尾瀬な ど の貴重 な高層湿原に 策定 し た 。 こ の計 画では， 保護管理の 目 標 を ， ① 日 光 +
4 も シ カ の生息域が拡大 し て い る 。 国立公園 の 自 然生態系のバ ラ ン ス の 回復， ②農林業被 ↓; 2 シカの食害 筈 の 軽減， ③適正 な 生息密度 で の シ カ の 生 息 地 の 確 ;
; 栃木 県 で は， 時代が平成 に 変わ る こ ろ か ら シ カ の良 保， の 3 点 に 置 い て い る 。 ま た ， こ の 目 標 を達耐 る ;
; 林業被害が増加 し だ し た 。 狩猟に よ る 概数 も ほ ぼ同 た め に ， 食害防護対策 の 実施 と シ カ の個体数の調整り
1 じ時期か ら 増加 し て お り ， こ の こ と か ら 昭和の終わ り 行 う こ と と し ， 個体数調整の具体的目標値 と し て ， 鳥 +
4 ご ろ か ら シ カ の生息数が急 増 し た こ と が う かがわ れ る 獣保護 区 内 で は 計 画 開 始 時点 で の 9 頭/km' を 5 頭/ 4-
; (図一1 ) 0 km' に ， 可猟 区 で は 3 頭/kl11' を 1 頭/km' に す る こ :; 林業被害 は 主 に ヒ ノ キ や ス ギ な ど造林木の校楽や樹 と と し た 。 そ し て 個体数調整 に 平行 し て モ ニ タ リ ン グ ;
? 皮の食害 (写真参照) で， 標高 の 高 い 尾根沿 い の ヒ ノ 調査 を 笑施 し ， そ の結果 を翌年度の計画 に反映さ せ て ?
+ キ の造林地の被害が特 に 大 き い。 ひ ど い と こ ろ では造 い く こ と と し て い る 。 +
4 林木が成長で き ず， 将来森林 と し て 成立 す る 見込みが こ の計 画に 基づ き ， 毎年個体数調整 を 笑施 し て い る 4; 立 た な い よ う な場所 も あ る 。 良業 は， ダ イ コ ン な ど の ほ か， 口重な 自 然植生 を 食害か ら 防護す る た め に ， 白 ;: 高 冷地良業や牧草地の被害があ る が， 林業被害 に 比べ 披山や小田代原での屯気柵の設置， 樹皮剥 ぎ を 防 ぐ た 3
; る と 小 さ い 。 め の樹木への ネ ッ ト 巻 き な どの対策 を進め て い る o j 
寺 栃木 県 で は， 鳥獣保護法改正に 先立 つ こ と 5 年前 に +

i 仕プ車問 保護管理計画を策定 し た こ と に な る が， 野生鳥獣の大 t
+ ・ 狩州 一一一…一一一一一一一一一一 .j.
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+ 眼 鏡強磁欝翠臓器畿税乙繍蹴繍繍憲懇馳語講 +; 図 ー 1 シ カ に よ る 段林業被噸 と 捕獲数 是航 さ れた ヒ ノ キ ( 5 年生) (薬野町
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リ レ ー随筆 : ，I.'.-!it紋筈対策の現場か ら ( 15) /栃木県の シ カ 対策 4 1  

φ 規模な{団体数調整 を 行 う に 当 た っ て は， こ れ ま での対ゆ
千 症療法的な有害鳥獣駆除の繰 り 返 し で は と う て い 県民
ゅ の理解 は 得 ら れ な い で あ ろ う こ と ， ま た 行政の担当者
; と し て も 客観性の あ る 計画な し に は と て も 踏み切れな
; か っ た こ と が， 策 定 の 際 に 強 く 働 い た 気持 ち で あ っ
か た 。� 
m 計画策定時 に は， 必ず し も す べ て の デー タ が そ ろ っ
ゅ て い た わ け で は な く ， 当 初 は 自 然 保護団体や 一般 の
; 方々 か ら 多 く の反対意見が寄せ ら れた が， そ の後の↑i5
: 報公開 と 合意形成 を組み込 ん だ シ カ 対策 の 過程 ( 図
+ 2) の 中 で し だ い に 理解 さ れて い っ た よ う に 思われ る 。や

栃木県の シ カ 対策 は， 個体数調整 な ど の対策 を 実施: す る に 当 た っ て は， 生息密度 や齢構成， 妊娠率， 栄養
; 状態 な ど個体群の動態や生息環境 に 加わ っ て い る 食圧
: な ど に つ い て モ ニ タ リ ン グ調 査 を 実施 し， そ れ ら の結

果 を 複数の研究者で構成 さ れた 「栃木県 シ カ 保護管理
: 検討会」 でl吟l床 し た 後， I栃木県 シ カ 対策 協議会」 に: お い て情報公開， 説明， 合意の形成 を行 っ て 次の ス テ
? ッ プに 進 む と い う 方式 を と ヲ て い る 。 「栃木県 シ カ 対
: 策協議会J は， 国， 県， 市町村の関係機関， 農林業団
T 体， 自 然保護団体， 学識経験者か ら 構成 さ れ て お り ，
4 必要 に応 じ て 年 に 1 �2 回開催 し て い る 。: 環境庁で現在検討 さ れ て い る 野生鳥獣保護管理ガ イ
; ド ラ イ ン の 中 で表現 さ れ て い る よ う な こ と を ， 期せず
: し て栃木県 で は 実践 し て き た わ け であ る が， 野生鳥獣
キ
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を め ぐ る 多様な価値観があ る 中 で保護管理 を 進め て い f
く た め に は， 必要で， ま た 有効 に 機能 し た シ ス テ ム で +
あ っ た と い え る 。 ; 

今， 野生鳥獣の保護管理 は ， I責任あ る 試行錯誤j， ; 
科学的手法 を使 う が科学 そ の も の で は な く 「笑務」 で ;
あ る な ど と い わ れ て い る が， こ れ ま で 5 年間 シ カ 対策 す
を 進 め て き て ， こ れ は正 に 実感す る と こ ろ で あ る 。 調 +
査 デー タ が完全でな く て も (最大限の努力 は必要) ， � 
着手 し， シ ス テ ム を動 か し て い く こ と が一番重要であ I

ヰ
+ 

そ し て ， 保護管理 に 着手 す る た め に は体制の整備が す
必要であ る 。 野生鳥獣の保護管理の分野 は今の 日 本 で 4
は ほ と ん ど未整俄であ る 。 例 え ば， 建設の分野では， ; 
行政組織， 計画設討 を 担 当 す る コ ン サ ル タ ン ト 業界や ;
施工 を諮 け 負 う 建設業界が整 っ て お り ， ま た技術者の ;
数 も 多 い。 し か し野生鳥獣の保護管理 は ， ま だ始 ま っ T
た ばか り で， 社 会 の 中 に 十分 な体制 が作 ら れ て い な 干
ぃ。 当面手作 り で実行体制 を 作 る ほ か な い。 ; 

捕獲の従事者 は も ち ろ んハ ン タ ー であ る が， 捕獲一個 :
体 を 雪 の 中， モ ニ タ リ ン グ ・ ス テ ー シ ヨ ン ま でハ ン タ ;
ー に運搬 し て も ら わ な い 限 り ， 科学性 を保証す る た め ?
の モ ニ タ リ ン グ調査 も で き な い。 そ し て ， 現場で解体 +
処理 を す る モ ニ タ リ ン グの担当者の養成， そ の結果の ;
分析評価機関， 情報公開 と 合意形成の場の設定 な ど， ; 
多 く の人や組織 を束ね て い か な け れ ば な ら な い 。 関係 ;
す る す べ て の 人 に 保護管理の意味 を 理解 し て も ら わ な T
く て は な ら な い。 行政 に 鳥獣の専門職員 がい な い と い +
う 現状では， 研究者の協力 を 得 る こ と も 必要不可欠で ;
あ る 。 こ れ ら を コ ー デ ィ ネ ー ト し て い く の が行政の 大 ;
き な役割であ る 。 被害防除対策， 生息地の管理 ま で含 ;
め た総合的 な対策 を進め る た め に は， 行政内部での異 ?
な る 部局聞の調整 も 必要 と な る 。 野生鳥獣の保護管理 +
の仕事は， 野生鳥獣 そ の も の も 相手 に す る が， こ の よ 品
う な意味で， 極 め て 人間相手の仕事であ る と い え る 。 ; 

4 今後の課題 f 
平成 1 1 年 6 月 に 鳥獣保護法が改正 さ れ， 科学的 ・ 十

計画的な野生鳥獣の保護管理 を 目 指す 「特定鳥獣保護 +
管理計画」 制度が創設 さ れた 。 さ ら に ， 国会の審議の 4
過程で， 野生酬の保護管理は個体数調整 に 偏 る こ と ;
な く ， 生息溺境の整備や農林業被害の 防除対策 に も 万 ;
全 を期 す こ と ， NGO や研究者 の 意見 を 広 く 採 り 入れ ?
る こ と ， 都道府県の調査研究体制 の整備 と 人材の養成 号
を 図 る こ と ， 等 に つ い て 附帯決議がな さ れ， 鳥獣行政 4
に お い て 改善す べ き 点が一 気 に 明確 に な っ た 。 ; 

今後， と の新 た な状況下で， 鳥獣行政 を 実効あ る も ;
の に し て い く た め に ， 都道府県 に課せ ら れた任務 は 大 f
き い。 栃木県で は ， 現行の シ カ 保護管理計画 を ， 平成 +

る 。
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i 1 2 年度 に 改正 法 に 基づ く 特定鳥獣保護管理計画 と し 医恵 、 十 ; 4 て 改訂す る た め ， こ れ ま での対策の評価 を今後行 っ て 習陸 軍� ・ t 
凋雪量 a・・世 +

" い く 予定であ る 。 写Tωι r 
- J 

+ お わ り に 亀 ‘: シ カ な ど特定鳥獣保誕制管慨理磁瑚言計|画の倒対象恥 と な的り 得制 る 鳥 号警霊 主 A 九 ; i 獣飢以外似に も ， 様駅々 な野駐生鳥閥獣に よ る 良蹴林漁械業被儲害が峨発 ‘凶s意為酬吋卦 悦 '

;ピ出7詰よ孟;:ごロi2;占J，??官Z詰;品品tß立芯f3ぷ都:広臨L符詰ZZ詰課，Z諒詑Z詑?2;2雲丘?記;?rt汚fA f:::::j一湾下?\ヴγ;ヴ行rム<� 吋♂併「ιι今iiJρdtf..ム k ぷヤ1 ; ; 問枇現象 だ け 掛 か て 比 事象の本質肋 か l坤仕謹挫掛F心閑 れ 舟 γ ; ら な い。 食筈発生 に 至 つ た 因 巣関係 を j解鰐明 し な い で 努 聖乳ι 主 ? ぶ数 | ; j 対策 を駆除の み に頼っ て も 効果がな い ばか り か， 野生 いん一一一一 一ーん一一組勺
若 い オ ス のi削1. (足尾田J) ゐ+ 鳥獣の著 し い減少 を招 く こ と に な る 。 そ の結果， 自 然 + 

+ か ら 思わ ぬ し っ ぺ返 し が我々 人 聞 に 還 っ て く る こ と に す; も な り かね な い。 被害発生 に かかわ る 自 然的， 社会的 な し 別 な 方策 を と っ て も よ い の で は な い か。 野生鳥 ;
; な事象の絡 ま り 合 い を解 き ほ ぐ し， 全体 と し て よ り よ 獣 に 全面戦争 を 挑 ん で も 得 ら れ る も の は少 な い の で は ;
; い 方 向 に 進 む よ う マ ネ ー ジ メ ン 卜 し て い く こ と が求 め な い だ ろ う か。 む し ろ 野生鳥獣 を 自 然 の ま ま に 受 け 入 ;
f ら れ る の で は な い か。 野生鳥獣の保護管理 と は， 問題 れて ， 例 え ば シ カ の ナ イ ト ウ ォ ッ チ ン クeや ハ イ レ ベlレ キ
+ 解決の プ ロ グ ラ ム そ の も の で あ る と 思 う 。 の ゲ ー ム ハ ン テ ィ ン グ で地域興 し を 行 い， そ の 利 主主 ;
; ま た ， 鳥獣害対策 を農林業維持の た め の社会的 コ ス ゃ， 都市住民， NGO の支援で電気柵 な ど農地の防護 ;
; ト と し て考 え た場合， どの地域 に つ い て も 一律の コ ス 対策 を 行 う と い う 考 え 方 も あ る の で は な い か。 地域 の :
; ト の か け か た で よ い の か ど う か も 検討 さ れ る べ き であ 自 然や産業， 人々 の 考 え 方 に よ っ て い ろ い ろ な知恵が ;
す ろ う 。 か け た コ ス ト を上回 る 生産が得 ら れな け れ ば， 出 さ れ る べ き であ ろ う 。 t
+ 社会 的 に は マ イ ナ ス と な る 。 い ずれ に せ よ 鳥獣保護法の 改正 を き っ か け に ， 野生 ;
; lil 問地の零細 な 農業や， 鳥獣害がな く て も 成績の恩 鳥獣行政が今後 よ り 良 い 方向 に 進 ん でい く こ と を願 つ ;
; わ し く な い 高標高地の造林地な ど に つ い て は， 大 き な て い る 。 ; ; コ ス ト がか か る 駆除 に 頼 っ て 維持 し よ う と す る の では : 
4+++++++++++++++++++++++++++++中中++，+++キ++++恥←+++++←←++++中、+++++ぷ

人 事 消 息
( 12 月 1 日 付)

疫課謀長補佐 (品業航空班担当 ) に
角 巌氏 (植物防疫課農薬対策室農薬第一班農薬環境

川 崎建次郎氏 (蚕糸 ・ 昆虫段業技術研究所追伝育種部天
敵育種研室長) は技会事務局併任解除

基準係) は同係長に
荒木康紀氏 (向上課謀長補佐 (1品業航空班担当) ) は 同

課付 に0豊崖盟主昼 ( 10 月 1 日 付 )
高島友三氏 (技会事務局企画調査課課長補佐) は他物防
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