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持続的な地域社会と獣害対策
～ 過去の優良事例から考察する地域と技術の力 ～

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所

（併任）兵庫県森林動物研究センター

山端 直人

山端 直人 三重県農業研究所
→兵庫県立大学自然・環境科学研究所

（兵庫県森林動物研究センター併任）

専門：「農村計画」「アクションリサーチ」
「野生動物の被害管理」

→そのための地域づくり

～社会調査、集落支援、
被害防除から捕獲までの実証研究～

自己紹介

アクションリサーチ
長期に「共同で」「改善」していく「実践」

計画

実践

検証

計画

実践

提案・合
意形成

提案・合
意形成

改善

改善

検証
目標

集落や地域で獣害の改善方法を「提案」し「課題解決」を図る実践

■獣害対策を維持する集落機能

■技術や支援の在り方

を考えてみたい

過去の受賞対象地域での

獣害対策を通じ

自身で関わった

兵庫県相生市
小河集落

三重県伊賀市
阿波地区
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兵庫県
相生市小河集落

イノシシ、シカ対策
集落主体の防護+捕獲

• 戸数 ７５戸

• 人口 ２４０

• 高齢化率 ３７％

• 農家 ５２戸

• うち稲作 ３２戸

• 農地 ２５ha

相生市小河

14

戸数はこの20年で８３⇒75戸 人口は350→240人

地域施ＷＭ柵（鉄柵）を設置 15

相生市小河

16

１ 班

２ 班

３ 班

観音 班

４班で２回/月の柵点検

設置したＷＭ柵は地域で点検 17

10 11

14 15

16 17
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設置したＷＭ柵は地域で点検 19

25 27

■シカの被害は軽減

■しかし、川・一般道路の開口部から、
イノシシ、シカの侵入があり十分には被
害が解消しない

30

提案：地域で捕獲は？

19 24

25 27

30 31



4

集落で捕獲を！

■地域には捕獲者がいない

■H２９開始

■集落で１名が免許取得（箱罠）

■檻は３基購入・その後５基増設

■エサ管理などは集落全体で分担

■猟友会も小河では檻の設置をしない

32 地域で箱罠を設置して捕獲

加害個体を捕獲！ 箱罠は地域でこまめに移設 44

箱罠は地域でこまめに移設 45

結果：捕獲の成績は？

32 35

37 44

45 54
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小河集落の捕獲数推移（シカ＋イノシシ）

場所の改善×技術向上で集落の捕獲数は増える
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H29 H30 R1 R2

総捕獲数

結果：被害は？

360万円
（担い手への
委託農地除く）

20頭/3年

10-20頭/3年

50万円
（担い手への
委託農地除く）

20頭/3年

10-20頭/3年

３６０万円→３０万円→３０万円

5万円
（担い手への
委託農地除く）

20頭/3年

10-20頭/3年

３６０万円→３０万円→３０万円→５万円（専業農家の被害も減りつつある）

結果：住民の意識は？

55 56

58 59

60 61
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■獣害は、集落皆の問題なので、（防護柵も捕獲も）皆で協力し合おう

■被害は（完全になくなってるわけではないが）去年の農業共済は「ゼロ」だった

こういう意見が出る集落が増えれば R2年度に局長賞受賞

対策の前と現在のインタビュー時の頻出語の変化
（2021山端投稿中）

注：同一人物、５名、６０分程度のインタビューによる
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中
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あ
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川
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墓

取り組み前 取り組み後

対策前

対策の前と現在のインタビュー時の共起ネットワーク
2021山端（投稿中）

●共に使われている言葉を繋ぐ

●頻出語は大きく

●共に使われている言葉を繋ぐ

●頻出語は大きく

対策後

対策の前と現在のインタビュー時の共起ネットワーク
2021山端（投稿中）

対策前

全体に被害は減った。やる
気も出てくる。米も作れる。対策後

対策の前と現在の頻出語と共起ネットワークの変化

柵は点検してても中に入っ
て、集落内に住んでいる。
被害は酷い

被害感情は緩和し、意欲（営農意欲含め）も向上している様子

62 64

66 67

68 69
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問い：獣害対策の

目的は？

小河での地区活動状況

農業を維持する。
暮らしやすい集落を作る。

地区での活性化活動（とんど焼き） 73

農業を維持する。
暮らしやすい集落を作る。

農業を維持する。
暮らしやすい集落を作る。

小学生低学年を招き商品「ゆず大福」の体験製造

農業を維持する。
暮らしやすい集落を作る。

問い：集落活動の

原点は？

70 71

73 76

78 79
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集落活動の目的として、共有できるものの存在

江戸期からの「ため池保全」

集落活動の目的として、共有できるものの存在

江戸期からの「ため池保全」

問い：獣害が軽減

した後は？

小河の将来を考える会

農地をどう守るか、維持するかを考える⇒獣害対策はその１つ

ここまでのまとめ
■小河集落でも人口も戸数も当然減少している

■獣害が営農継続の阻害要因の１つ。被害軽
減により営農意欲も向上

■獣害対策は手段であり、集落を維持や暮しを
守ることが目的

■そのための多様な集落活動の1つが獣害対策

■共有できる目的の重要性

三重県
伊賀市阿波地区

ニホンザル対策
集落主体追い払いと防護柵

80 81

83 84

85 86
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伊賀市の最奥部の学校区（7集落）

63

141

146 80

130

100

30

30

40
3020

30

三重県伊賀市

数年前のサル群や集落の様子。現在、この問題は
ほぼ解決しています。

■だから「役所が」「誰か」なんとかしろ？

■住民の役割は？ 行政の役割は？

■ここには、種々の地域社会の問題に共通
する課題が見えます

→獣害（に限らず）を真剣に考えると、種々
の地域社会の問題解決につながる（？）

提案：地域で追い払う？

87 88

89 90

91 92
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追い払いの研修会（提案⇒実践）

■サルに恐怖感を学習
させる
■食べられないという
学習

＝この場所を避ける

①サルが侵入した
場所に集まり

②サルが集落から出
るまで集団で追い払う

効果が出た追い払いの行動様式

結果：被害は？

（アンケート）

※サルによる食害（H18、H19年度H地区集落調査より）

７６カ所

被害指数227

金額換算

450万円

２２カ所

被害指数50

金額換算

82万円

被害があった農地の数
や被害程度も改善した

S地区のH20年とH23の全獣害の比較 （山端2011、2014）

提案：柵をする？

93 94

95 96

97 98
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金属製クリップ（注：塩ビパイプにアルミテープ又は電
気線をらせん状に巻く）

サルにも効果のある電気柵
～おじろ用心棒～

サルにも効果のある電気柵
～おじろ用心棒～

柵の効果を１年間現地検証した

－（アース）

＋線

結果：サルは？

（行動調査）

おじろ用心棒を設置した菜園でのサルの接近状況
（2014山端）
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電気柵とフェンスの間から侵入

電気に触れて逃げる

電気柵に触れた個体と一緒に逃げる

下部から入ろうとしてあきらめる

登ろうとして途中であきらめる

登らない（素通りする）

サルの接近回数が軽減＝
この農地を回避している

おじろ用心棒を設置している菜園へのサルの接近回数が減少

侵入行動の割合が減り、素通りする比率が増加
→エサ場と認識しなくなってきた

結果：被害は？

（インタビュー）

「張り合い」を取り戻す効果

99 100

102 103

105 108
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提案：もっと柵をする？

既存のイノシシ、シカ用
フェンスに「おじろ用心棒」
を追加して、サル対策に

伊賀市子延地区

集落の農地全体をおじろ用心棒型のフェンスで防御
→エサ資源の大幅な低下

結果：被害は？

（アンケート）

N地区のH20年とH24の被害の比較（集落柵と追い払いの効果 山端2018）

40カ所

被害指数1４３

金額換算

850万円

11カ所

被害指数18

金額換算

65万円

サルによる被害は大幅に軽減
「効果は絶大だった」と住民から高い評価

109 112

113 114

115 116
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同一群内の複数集落に取り組みが広がると・・・

追い払い＋おじろ用
心棒

追い払い中心

追い払い中心

結果：サルの行動は？

（選択場所の変化）

H20 被害対策なし 60頭
H25 広域での被害対策進展 90頭

集落への出没率（林縁を含む目視率）は大幅に低下→しかし頭数は増加

※15回／月、200回／年程度のテレメトリー調査時の目視、利用環境調査より

出没環境の変化（2019山端他）

併せて
群れの頭数管理

63

141

146 80

130

100

30

30

40
3020

30

・加害レベル高
・行き場がない
＝全頭捕獲

・加害レベル高
・行き場はある
・多すぎる
＝部分捕獲

・加害レベル中
・頭数少ない
・行き場はある
＝選択的捕獲

・加害レベル低
・行き場はある
・頭数少
＝モニタリングのみ

117 119

120 123

124 126
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ネットワークカメラ
投光器

ソーラーパネル
バッテリーボックス
制御ボックス
電子トリガー

ICTによる大型檻・罠の遠隔監視・操作システム
～クラウドまるみえホカクン、ロボットホカクン等～

共同開発：鳥羽商船高専、（株）アイエスイー

大型箱罠（移動可能）

H28地域戦略プロ、H31イノベーション事業等の成果

追い払い

最終的な管理目標
被害対策と群れ単位の個体数管理

30～40（♀10弱）

30～40（♀10弱）

30～40（♀10弱）

30～40（♀10弱）

集落への出没率（林縁を含む目視率）は更に低下し、それを維持

※15回／月、200回／年程度のテレメトリー調査時の目視、利用環境調査より

H20 被害対策なし 60頭
H25 広域での被害対策進展 90頭
H27 個体数削減後 32頭

出没環境の変化（2019山端他）

135

127 128

131 133

134 135



15

■冒頭のビデオで苦情が多発していた集落（同一人物）
■被害は全くない。野菜も採れる
■過去の苦情多発からの大きな変化

今年

柿はほとんどが残っている

優良事例表彰で大臣賞
伊賀市阿波地域（H25年度大臣賞受賞）

提案：

どうやって維持する？

集落A 集落B 集落C 集落D 集落E 集落F 集落G 合計

集落の状況等

農家戸数(戸） 27 20 33 31 22 26 30 189 

耕地面積（ha） 21.5 11.1 24.1 24.0 12.7 13.9 21.6 128.9 

65歳以上農家率
（%） 29.3 26.9 32.0 41.0 31.5 34.5 25.7 28.6 

「集落」単位では人口も社会資本も限界（？）

伊賀市阿波地区
集落A 集落B 集落C 集落D 集落E 集落F 集落G 合計

集落の状況等

農家戸数(戸） 27 20 33 31 22 26 30 189 

耕地面積（ha） 21.5 11.1 24.1 24.0 12.7 13.9 21.6 128.9 

65歳以上農家率
（%） 29.3 26.9 32.0 41.0 31.5 34.5 25.7 28.6 

「集落」単位では人口も社会資本も限界（？）

伊賀市阿波地区

136 139

140 142

144 145
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集落A 集落B 集落C 集落D 集落E 集落F 集落G 合計

集落の状況等

農家戸数(戸） 27 20 33 31 22 26 30 189 

耕地面積（ha） 21.5 11.1 24.1 24.0 12.7 13.9 21.6 128.9

65歳以上農家率
（%） 29.3 26.9 32.0 41.0 31.5 34.5 25.7 28.6 

「旧村」「学校区」単位で考えると・・

伊賀市阿波地区

「旧村」「学校区」単位の組織
に可能性があるのでは？

獣害対策

学校区単位の住民組織
住民自治協議会
まちづくり協議会

「旧村」「学校区」単位の組織
に可能性があるのでは？

住民自治協議会

※伊賀市市民生活課HPより抜粋

住民の自治組織であり、共同体とし
て、なかば公的機関の役割も果たす

住民自治協議会による「サル見回り隊」

自治協議会が獣害対策の主体に

住民組織内で、「追い払いチームを作りましょう」と呼びかけている様子

問い：獣害対策の

目的は？

146 147

150 151

154 155
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阿波地域の農業と暮し

コミュニティーレストランでシカの料理も販売

阿波地域の農業と暮し

これらを維持するには
関係機関の支援も必要

あまりいい言葉とは思
わないですが、ここで
はそう呼んでおきます

お問い合わせ：（一社）獣害対策先進技術管理組合

地域住民×企業×研究機関×行政

・伊賀市でのサルとシカ対策の成果や
管理を維持する
・その手法を普及する
（定期的な研修会を開催してます）

三重県伊賀市に社団法人を設立

https://sites.google.com/view/jugai-tech/

jugai.tech@gmail.com

ここまでのまとめ
■阿波地区は伊賀市最奥部の学校区。
最も奥の集落はいよいよ農地は危ない

■それに拍車をかけているのが獣害

■個々の集落では人材的にも限界は来る

■学校区を１単位とすると当分は活動可能

■なんらかの公的支援（お金だけじゃなく伴走
の）は必要

獣害対策で
地域は「良く」なる？

獣害対策は地域活動の核になるか？

156 157

158 159

161 169

https://sites.google.com/view/jugai-tech/
mailto:jugai.tech@gmail.com
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追い払いでも、防護柵設置でも、捕獲でも、集落での獣害対策は集落
の結びつきを強める効果がある

三重県津市の「獣害対策協議会研修会の報告より」

獣害対策を続けることで地域の力も向上する

三重県伊賀市下阿波集落のインタビュー

疑問：獣害対策で集落の
「力」は向上するか？

ソーシャルキャピタルに注目
（２０１6山端）

ソーシャルキャピタル（SC)とは？

「ネットワーク(社会的な繋がり)」「互酬性の規範」
「信頼」といった社会組織の特徴で、人々の協力関
係を促進し、社会を円滑に機能させるもの

90年代以降の研究者の定義

経済では測れなかったものを測る 人

結果：集落Ａの住民グループの人数変化
（２０１6山端）

集落Ａでは、「その他住民」だった人が「積極的追い払い実践者」に変化した

170 171

172 173

174 175
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上段：％、下段：人

H21 H25

つきあい・交流

隣近所とのつきあい程度
28.6 51.4 

10 18 

隣近所でつきあっている人数
31.4 40.0 

11 14 

友人・知人とのつきあい頻度
28.6 37.1 

10 13 

スポーツ・趣味・娯楽のような地域活
動をしているか

22.9 31.4 

8 11 

親戚とのつきあい頻度
37.1 40.0 

13 14 

信頼

一般的に人は信頼できるか
40.0 42.9 

14 15 

近所の人々を頼りにするか
40.0 45.7 

14 16 

友人・知人を頼りにするか
28.6 37.1 

10 13 

親戚を頼りにするか
31.4 28.6 

11 10 

社会参加

地縁的な活動をしているか
37.1 85.7 

13 30 

ボランティア活動をしているか
28.6 62.9 

10 22 

結果：「積極的追い払い実践者」に変化した35名のSC指標値の変化

３５名のＳＣ指標は、特に「社会参加」の項目が向上した （山端2016）

地域活動としての獣害対策の意義

主体的に被害対策に取り組んだ
集落は「地域力」が向上した

疑問：モデル事例は
波及するのか？

集落はたくさんある。
「そこだけ支援してて良いのか？
全部支援するのか？」という声

核となるモデルは周辺への波及効果が期待できる

大げさに言えば「社会を変える（改善）する」
→規模の大きいアクションリサーチ

人の意識は変わる

3日置きには点検した。研修会や現地点検を通じて、点検も「やらなあかん」と思い始めた。
去年は半分は被害に。今年は被害ゼロ。

啓発や支援で人の意識も変わる
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そのためには
共有できる目標が必要

国民の利益を
最大化する

地域の豊かな暮らし

地域の農業

地域の獣害対策

柵、捕獲等基礎技術

IＣＴ技術など

手段

目的
手段

手段

手段

手段

目的

目的

目的

目的

獣害対策の「目的」は何か？

■あたりまえの事ができていない事が多い
■手段が目的かしては住民の合意は難しい
■手段から始めていないか？

それは
■集落で農業が営める
■暮らしやすい集落に

1例
兵庫県加西市畑第一営農組合

地元の米が食べたいから⇒集落営農の目標でもある

これらを維持するには
関係機関の支援も必要

あまりいい言葉とは思
わないですが、ここで
はそう呼んでおきます

個々の農地

■電気柵等で囲う
■農地の管理

集落や学校区程度の地域
■集落を囲む防護柵設置
■残さや放任果樹などのエサ資源低下
■放棄地や薮など、動物の潜み場所の除去
■組織的な追い払い（サル）
■集落の加害個体を捕獲する（イノシシ、シカ）

市町村域

■補助金などの導入
■被害防止計画策定
■捕獲や防護柵の運営体制づくり支援

■管理のための基礎調査やモニタリング
（特定計画の策定）

■市町村間の補完的支援や連携
■人材育成やその支援

都道府県域

公助

共助
自助

支援

野生動物管理・獣害対策の主体間の役割
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まとめ

■獣害対策の上位目標は農業・農村の維持や
暮しの維持。それを共有することが重要。

■農業を含めた地域の構想（人・農地プラン）
の中に獣害を

■獣害という阻害要因を改善する手段が獣害
対策。⇒（ICTはじめ）技術は有用

■そのための公的な（お金だけじゃなく伴走）
支援は必要と思われる⇒人材の重要性

ご清聴ありがとうございました
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