
地域ぐるみの「環境づくり」
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鳥 獣被害対策
みんなで学ぼう

鳥 獣被害対策みんなで学ぼう

〈監修〉くまもと☆農家ハンター

お住まいの市町村鳥獣被害対策の担当課もしくは
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《鳥獣被害対策に関するお問い合せ》
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県南広域本部農業普及・振興課（八代地域）
芦北地域振興局農業普及・振興課
球磨地域振興局農業普及・振興課
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TEL.0965-33-3418
TEL.0966-82-2071
TEL.0966-24-4117

県南広域本部

天草広域本部農業普及・振興課● TEL.0969-22-4264天草広域本部

県北広域本部農業普及・振興課（菊池地域）
玉名地域振興局農業普及・振興課
鹿本地域振興局農業普及・振興課
阿蘇地域振興局農業普及・振興課

●

●

●

●

TEL.0968-25-4273
TEL.0968-74-2192
TEL.0968-44-2120
TEL.0967-22-5212

県北広域本部

おさらい

対策の順序が大事

1.みんなで勉強

2.守れる集落・守れる農地づくり

3.柵で守る、追い払う

4.捕　獲
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熊本県農林水産部農村振興局むらづくり課
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18 番1号　TEL.096-333-2378（直通）

野生鳥獣被害防止マニュアル改訂版　鳥類編（株）農文協プロダクション
江口 祐輔／被害の原因は「間違った知識」にあった！本当に正しい鳥獣害対策Q＆A　（株）誠文堂新光社
　　　　　 最新の動物行動学に基づいた　動物による農作物被害の総合対策　（株）誠文堂新光社
　　　　　 イノシシはなぜ田畑に害をあたえるの？　社）農山漁村文化協会
井上 雅央／人はサルと共存できるの？できないの？　社）農山漁村文化協会
杉田 昭栄／人はなぜカラスとともだちになれないの？　社）農山漁村文化協会
古谷 益郎／なぜハクビシン・アライグマは急にふえたの？　社）農山漁村文化協会
井上 雅央・金森 弘樹／かわいい目のシカが害獣ってどうして？　社）農山漁村文化協会

出典元：

複　製：転載する場合は必ず熊本県の許諾を得てください。
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などがあり、簡単に解決できる問題ではありません。イノシシなどによる

被害は、金銭的な被害以上に農家さんのやる気を低下させ、耕作放棄地

（耕作されなくなった使っていない田畑）がさらに増加するなど、深刻な影響を与え

ます。ヒトに被害を及ぼすこともあるため、対策を欠かすことができません。

イノシシやシカなどによる農作物の被害が

広がりを見せ、大きな社会問題となっています。

はじめに

目 次

日ごろの心がけと正しい知識によって少しでも被害を防ぐために、
誰でも今日からできる鳥獣被害対策を身に付けていきましょう。

どうして鳥獣被害が
増えているの？-2

身近にできる鳥獣対策-5

みんなで勉強-6

守れる集落、守れる農地に環境整備!-8

追い払う・柵で守る-9

「柵を張れば安心」はまちがい！-10

捕　獲-11

取り組み紹介-12
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鳥獣被害って何？
・イノシシなどの人に対する警戒心の低下（えづけが進んでいること）

・使っていない田畑の増加による農地付近への出没
・捕獲者（狩猟の免許を持っている人）の活動を上回る生息数の増加や

  生息区域の拡大

スイカ キャベツ レタス ブロッコリー

みかん デコポン 米、稲ぶどう

熊本県内の農作物被害額は

年間約５億円にものぼり、高い水準になっています。

地域内で被害が増加する要因として、

●被害が多い作物

●被害をもたらす動物たち

被害額の推移

熊
本
県
の
被
害
金
額（
百
万
円
）

653百万

312百万

480百万

845百万

585百万
566百万 530百万

455百万

477百万

441百万

令和
元年（平成）

カラス

ヒヨドリシカ

イノシシ サル

タヌキ ヒドリカモ

ひ がい

500百万
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被害が起きるのは地域に「エサとひそみ場がある」からです。

しかも、被害が広がっているのは無意識に

「エサを与えている」「ひそみ場を提供している」からなのです。

ひとつでも該当項目があれば、イノシシなどが住みやすい「ひそみ場」です。 

ひとつでも該当項目があれば、イノシシなどに狙われやすい「エサ場」です。 

集落に行ったが危ない目に

遭わずにエサが食べられた。
もう一度行ったが、また危

ない目に遭わずにエサが食
べられた。

～集落のえづけ・人慣れ度チェックリスト～

お墓のお供え物・ゴミ捨て場の生ゴミを回収していない。 

9月以降に草刈りをして、1月から2月にかけて、青草がおいしげっている。 

収穫しないままの果実(ビワ､スモモ､クリ､カキ､ミ カンなど)を放置している。 

野菜くずや生ゴミなどを田んぼや畑に放置している。 

2番穂や、収穫後の落ちたイネや麦などが残っている。 

タケノコを収穫せずに、そのまま放置している。 

□

□

□

□

□

□

使っていない田畑に、雑草がおいしげっている。

見通しの悪い雑木林や竹林がある。

イノシシなどを見かけても誰も追い払わない。

□

□

□

人に慣れさせていませんか？
エサとなるものが地域内に放置されている状況で、イノシシたちを見かけ

ても、追い払ったりしなければ、イノシシたちにエサを準備してえづけを

したことになります。

度え づ け

場ひ そ み
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ヒトに見つかったが、簡単に
逃げることができた。
もう一度行った時もヒトに
見つかったが、簡単に逃げ
られた。

「ヒトに見つかっても
 大丈夫、ヒトは怖くない」

と学習します

「ここはいつ行っても
 エサが食べられる場所」

と学習します

事例
1

事例
2

稲刈り後の
雑草や2番穂※

ゴミ捨て場の
生ゴミ

※

放置された
野菜くずや収穫物

放置した
竹林のタケノコ

お供え物

ひそみ場

植えたまま
未収穫の果実

どうして鳥獣被害が
増えているの？

えづけしていませんか？

鳥獣被害が増えた場合、必ず地域内に原因があります。

被害が増えるような状況を地域内に作ってしまっていたり、

イノシシたちが人に慣れることを後押ししてしまっていることなどです。

まずは鳥獣被害発生の原因について勉強してみましょう。

※2番穂とは稲刈りが済んだ株から出ている稲のこと

はか
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人間本位の考えはイノシシたちには通用しません。

イノシシたちはそんな人間の考えを敏感に感じ取って行動します。

人間本位に考えていませんか？

身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近ににににににににににににににににににににににににににでででででででででででででででででででででででででででできききききききききききききききききききききききききるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策

みんなで勉強

守れる集落、守れる農地に環境整備！

追い払う・柵で守る

「柵を張れば安心」はまちがい！

捕　獲

取り組み紹介

みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんなななななななななななななななななななななななででででででででででででででででででででででで学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼううううううううううううううううううううう
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人間はこう考える イノシシたちの気持ちになれば…

ハンターなどの

専門家に
任せれば安心

イノシシたちは、「ヒトは見ているだけ。追い払われ

ないから全然怖くない！」と思っています。ハンター任せ

にせず、住民も当事者になりましょう。

イノシシたちは「怒られないから大丈夫！」と思い、耕作

放棄地にひそみます。耕作放棄地も見回りをしたり、草刈り

をし、イノシシたちを寄せつけないようにしましょう。

イノシシたちは1度柵を突破すると次からは柵をめがけて

やってくるようになります。常に柵を突破されないように

しましょう。

耕作する
農地さえ守れば

大丈夫

柵を設置すれば
大丈夫
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みんなで勉強1

被害を防止するためには、イノシシなどの生態を知ることが重要です。

まずはみんなで勉強し、正しい知識を身に付けましょう。

集落にある鳥獣のエサには2種類あります

被害をもたらす動物たちのことを知る鳥獣被害対策は、
身近なことからはじめることができます。
そのステップは

みんなで
勉強1 環境整備

追い払う、
柵で守る 捕　獲

STEP

2
STEP

3
STEP

4
STEP

まずはみんなで勉強して、正しい知識を身に付けよう。

①食べられることで被害が生じ、ヒトが困るエサ

②いくら食べてもヒトが困らないエサ

私達はつい①にばかり意識を向けてしまいがちですが、イノシシたちにとっては違い

はありません。どちらを食べられてもえづけをしていることと同じです。

②を食べているからと安心していたら、イノシシたちもヒトに怒られないからと

安心して集落に近づくことが増え、被害拡大につながります。イノシシたちが人里

近くに現れるようになった要因の一つには、こうした食べ物や水に加えて、隠れることが

できる茂みなど快適な環境が増えたことにあります。
鳥獣被害対策で最も重要なことは、

集落ぐるみでえづけを止めることです。

（詳しくはP14～P21）

アナグマシ　カ タヌキイノシシ

4本指。
前2本のみ跡が
残ることが多い

4本指。
跡が残るのは
前2本

指４本で
犬に似ている

指が短く、
爪が長い

イラストで示した糞はあくまで典型例です。

エサや乾燥状態によって形状は異なってきます。

注意

注意

アナグマシ　カ タヌキイノシシ

粒状のものが
ひとかたまりに 俵型が多い

糞粒の山になる
ため糞は小規模
テカテカしている

棒 状
粒 状

足跡だけでは特定できないことが多いので、

他の痕跡とあわせて総合的に判断しましょう。

ため糞するため糞しない

アナグマ

は
指が短く、
爪が長い

タヌキ

粒の山になる

イノシシ

粒状のもの
とかたま

棒 状

シ　カ

りに 俵型が多

粒 状

ため糞しない

シ

のが
り 俵

粒

ため糞しな

アナグマ

糞は小規模
テカしている

ため糞する

糞粒
模
いる

ため糞する

アカ

い
ため糞
テカテ
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糞

足跡
タヌキ

指４本で
犬に似ている
指
犬

こんなサインに
要注意

かんきょうせいび ほ かく

せいたい

あしあと

ぼう

つぶ

かんそう こと

こんせき

たわらがた

つぶ き ぼ
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守れる集落、守れる農地に環境整備！2 追い払う・柵で守る3

あなたの周りにイノシシなどのエサとなりそうなものが無いかどうか、

チェックしてみましょう。

追い払う被害を受けにくい農作物を利用する
家からはなれていて維持管理がむずかしい場所や農地には、

イノシシたちが好まない農作物を栽培することも効果的

です。

夜行性ではありません。昼間も行動します。

・タカノツメ　・コンニャク　・ゴボウ

・ピーマン　 ・にんにく など

〈イノシシが好まない農作物〉

ߪߩߎ
��ࠗࠠ

߈ߛߚ
��ߔޯ߹

とにかく人慣れをさせない、「人は怖い」「人は敵だ」と思わせることが重要

です。根気よく地域の連係プレーで追い払いましょう。大きな音など自分で

できる工夫をしましょう。

※イノシシに出会った時は、ゆっくり後退し離れ、

静かに立ち去るなど、イノシシを刺激しないよう

にしましょう（イノシシが興奮すると危険です）

柵で守る
イノシシたちによる柵破りの基本は、とびこえる、

押し倒すでもなく、「すきまをくぐり抜ける」こと

です。イノシシたちの特徴にあわせて柵を設置

することが重要です。そして一度設置した柵は

きちんとチェックして、効果を持続させていく

ことが大切です。

㯙
㮶㮢
㯝
㭾
㯙
㮶㮢
㯝

㮕
㯢
㮹
㮽
㮗

㮯
㯥
㱋

～環境整備チェックリスト～

□

□

□

□

□

□

□

収穫しない野菜や果実、間引いた株は、農地に残したままにせず、ネットで囲んだり
埋めるなど適切に処理をしている。

野菜くずや家庭から出た生ごみは庭先に放置しないで、コンポスト※等を利用している。

タケノコは竹やぶを管理してできるだけ残さず収穫している。

カキやクリなど、誰も管理していない放任果樹は、地域で合意の上伐採している。

果物、ジュース、菓子などのお墓のお供え物は、お参りが終わったら持ち帰っている。

2番穂や、収穫後の落ちたイネや麦などを放置せずに回収している。

使っていない田畑の雑草を除去し、ひそみ場を減らしている。

電気柵

ワイヤーメッシュ

•イノシシは夜行性だから昼間は切っても大丈夫。

•昼間は子どもたちが通るから電流を流さない。

※通電していることを知らせる表示板も忘れず設置しましょう

イノシシたちが柵に慣れ、逆効果になることがあり
ますので、24時間通電させましょう。

《電気柵でのよくあるかんちがい》

さいばい

こわ

はな

しず

たお

とくちょう

しげき

こうふん

てき

ばっさい

はら さく

※コンポストとは生ごみ等を分解してたい肥にする処理方法のこと。
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「柵を張れば安心」はまちがい！ 捕　獲4
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集落ぐるみで徹底的に「嫌がらせ」をしましょう
収穫しない野菜、果実、生ゴミ、お供え物などの放置はえづけと同じです。すぐに

回収するなどの処置をしましょう。また、ひそみ場をなくすなど、イノシシが嫌がる

環境をつくるのが対策の第一歩です。自分の田畑は自分で守ると同時に、集落で歩

調を合わせて田畑を守ることによって、イノシシはさらに集落へ近づきにくくなり

ます。

被害が減らない場合には、
捕獲について検討しましょう
捕獲をする際は、実際に被害を引き起こしているイノシシを捕獲しないと

被害は減りません。

電気柵で囲うのは重要な対策です。しかし安心はできません。わずかな隙間でも

あればおいしい「エサ」を見つけて侵入してきます。電線に雑草が接触している

と効果が低くなってしまうので、雑草の手入れを怠らないようにしましょう。イノ

シシは鼻先以外、電気ショックを受けないことを忘れずに。

ᓙޯߡ�

山のイノシシ

えづけによって、農地の作物を

食べることを覚えてしまった

イノシシ。

被害を引き起こしている
イノシシ

「野生鳥獣は許可なく捕まえることはできません」

ߥߐࠆࠁ

野生の鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で

保護されており、原則として捕獲が禁止されています。ただし、農林水産物

への被害防止の目的（有害鳥獣捕獲）等、許可を受けた場合は捕獲する

ことができます。捕獲についての詳細は、各広域本部(地域振興局)やお住い

の市町村窓口にご相談ください。

食

イ
被害の発

生

࠙ࠖޯ
ࡦ

߃߹߆ߟ
ߡ

�߁ࠈ߿
�

※慣れていない人だけでイノシシなどを探索すると非常に危険ですのでやめましょう。

「ウリ坊だけ獲れた」「親イノシシは逃がした」ということになると、その親イノシシはワナへ
の警戒心が強くなり、ワナにかからなくなってしまいます。

〈捕獲の際の留意点〉

注意

ෂ㒾
ὐᬌ⚳ੌ��

ޔ߾ߓࠇߎ
߿ߥࠇ

断線や漏電が
ないか確認。

電線に雑草が接触して
いると効果が低くなる。

鼻先から足先へ電気が通る

「電気柵」を張ったあとも
手入れをすることを心掛けましょう

ほ かく

てっ てい てき
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山鹿市鹿北町
浦方集落

事例紹介-❶

事例紹介-❷

適切な設置ラインやダンポール
を使った低コストの電気柵を設
置することで、維持管理しやすく
なります。

農地と柵、柵とひそみ場の距離をとることで防
除効果が高まります。

維持しやすい守り方を学ぶ
24時間通電、果樹の枝の伐採、防
草シートの設置により被害防除
効果を高める。

電気柵24時間通電が鉄則

農 地 ひそみ場

ほう ばる

鳥獣被害を止めて
「観光たけのこ園」に発展！

熊本県玉名市天水町 上有所集落

《主な対策》

《対策の効果》
平成27年度にはイノシシ被害額が約170万円を
超えていましたが、「えづけSTOP！対策」を実践した
結果、平成30年度には約30万円程度まで被害を
縮小できています。

手つかずだった竹林の整備を行ったことで、イノシ
シの侵入を防止し、現在では、観光タケノコ園に生
まれ変わりました。

《主な対策》

《対策の効果》
住民だけではなく、大学生などのボランティア
や行政と連携し、外部との交流も実施しま
した。その結果、被害対策だけでなく、鳥獣
被害対策を軸とした地域づくりに発展して
います。

熊本県立大学の学生たちと平成２１年３月に
発足し、集落に住む人々のコミュニケーション
の場として活用し、愛されています。

専門家からの講演や集落点検を通じて、
放任果樹の伐採など集落環 境 の 改 善 の
重要性を学習しました。防護柵の設置など、
集落に住む一人ひとりが主体的に鳥獣被害
対策に取り組み始めたことで、被害ゼロを
実現しました。

《主な対策》
平成28年度から熊本県の「えづけＳＴＯＰ！
対策」に集落ぐるみで取り組んでいます。
さらにはＩＣＴを活用した大型囲いわなを
導入し、効果的な捕獲にも取り組んでいます。

《主な対策》
イノシシの出没場所を記した
集落点検マップを作成しま
した。想像していたイノシシ
の出没場所と、実際の出没
場所が全く違うことがわかり、
今でも防除や環境整備の際
に活用しています。

《対策の効果》
現在では被害額を4年連続
でゼロにすることができて
います。

《対策の効果》
取り組み1年目からイノシシ被害を大幅に
減少させることに成功しました。樹園地の
整備を行ったことで農作業負担の軽減にも
つながりました。

「えづけSTOP！対策」と「捕獲」で被害の大幅削減に！

鳥獣被害対策を軸に地域づくりを促進！

「えづけSTOP！対策」で4年連続被害0に！

活動拠点「さくら庵」

玉名市

上有所集落

事例紹介-❸

熊本県球磨郡あさぎり町 松尾集落

事例紹介-❹

天草市楠浦町 方原集落

かみ う　そ

うらがた

山鹿市

浦方集落

松
尾
集
落

あ
さ
ぎ
り
町

集落点検マップ集落点検マップ

天草市

方原集落
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イノシシ

ニホンジカ

ニホンザル

タヌキ・アナグマ・アライグマ

カラス・ヒヨドリ・ヒドリカモ

イノシシ
偶蹄類（ウシ目）イノシシ科

イノシシの生態・習性・対策

イノシシの体で電流を
通すのは鼻だけです。

鼻先で70kgの物を持ち
上げる力があります。

作物をイノシシから見え
ないようにすることで被
害を防ぎましょう。

イノシシのジャンプ力は
助走なしで1mを飛び越
えます。

20cmの高さがあれば
くぐることができます。

鼻だけ

1m

߿ߥ߽ߣࠎߥ

��ࠂߒࠃ

70kg

シシࠄߋࠇߎ
��

㰄
㰴
㰄
㰴 20cm

イノシシの足跡 イノシシの糞

果実、クズ、ヤマイモ、
タケノコ、地下茎、
ドングリ、カエル、昆虫

【体 長】
【体 重】
【食 性】

90～180cm
50～150kg

【繁 殖】1頭あたり、年に4～6頭出産。
9月から11月に繁殖するため、
この時期は特にえづけSTOP!対策が効果的です。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

妊娠期 出産期 繁殖期
（にんしんき） （しゅっさんき）

※春に出産できなかった場合は秋に出産することがあります。
（はんしょくき）

㘩ޯߥ߆ߥ߇‛ߴ!

体は剛毛で、電気や有刺
鉄線が当たっても平気
です。

鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥 獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣獣  情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情  報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報
みみみみみみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんなななななななななななななななななななででででででででででででででで学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼうううううううううううううううううう



16 17

デ
ィ
ア
ラ
イ
ン

ニホンザル
哺乳綱霊長目オナガザル科

ニホンザルの生態・習性・対策

ニホンジカ
鯨偶蹄目シカ科 

繁殖期

妊娠期 妊娠期

出産期 期殖期期

娠妊娠娠期

ޔࠄߋࠇߎ

ߥ߽ߢࠎߥ
߿

㰬
㯺
㰬
㯺

��

㮙
㯑
㮗
㮽
㱂

【体 長】
【体 重】
【食 性】

オス53～60cm・メス47～55cm
オス10～18kg・メス8～16kg
雑食性。植物、葉、種子、果実、昆虫

【繁 殖】メスは５～7歳頃から、1～3年に1頭
出産する。栄養状態が良くなると、初産
年齢が低くなり、毎年出産するように
なる。出産時期は3～5月頃。

ੱ
㯥
ⷅ
㮶
㮲
㯝

㭽

㮪
㮽
㮗
㯛

ニホンジカの足跡

ニホンザルの足跡

㮦
㯢
㮗
㯛
㱂

᳇
㯇
㮳
㯆
㮠

㮗
㮲
㮭
㯜

㮪
㮴
㯖
㮙
㯛

パパ
ー
ン
ー
ン

パ
ー
ン
ー
ン

コ
ラ
ー

コ
ラ
ー

カの足跡

（はんしょくき）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（にんしんき）

（しゅっさんき）

（にんしんき）

※

ニホンジカの糞

ニホンザルの糞

【体 長】
【体 重】
【食 性】

オス90～190cm・メス90～150cm 
オス50～130kg ・メス25～80kg
草食性。牧草、野草、ドングリ、木の葉

【繁 殖】雌の妊娠期間は7ヵ月程で、5～7月に
1頭出産する。1年半で性成熟する。
栄養状態の良い雌は毎年出産するこ
ともできる。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

妊娠期 繁殖期出産期
（にんしんき）

妊娠期
（にんしんき）（はんしょくき）（しゅっさんき）

ニホンジカの生態・習性・対策

フェンスやネットの下に
潜り込んできます。

口の届く高さの草木を
食べ尽くし、ディアライン
をつくります。

木の樹皮を食べ、木その
ものを枯らしてしまい
ます。

雑草を食べに来るつい
でに農作物も食べてし
まうため、雑草を減らす
ことが重要です。

��ࠆߡ߈ޔߚ߹

シカは大人しく落ち着い
た動物で、ヒトを襲うこと
はほとんどありません。
出会っても落ちついて
対処しましょう。

近くに出没したら、大き
な音が出るロケット花火
などを使用し、追い払い
ましょう。

日の出から日の入りまで
活動し、夜間は休息し
ます。

新しいものを警戒します
が、慣れると行動が大
胆になります。

ოߥࠎߎ
��ࡦ࠲ࡦࠞ

数ミリの凹凸があれば
壁などを登ることができ
ます。

畑や果樹園の周りに
かこいを作るとサルが
来にくくなります。

屋根に上がる時に雨ど
いを壊したり、屋根に
上って瓦をずらしたりする
ことがあります。

<�<�<�<�

ਛߪߦ
ߥࠄߠࠅ

慎重で臆病な性格のた
め、ヒトになれさせない
ことが大切です。

ߪ࠻ࡅ
㧩ޯߥ߆ߥ

ルの足跡 ニホンザルの糞

※ディアラインとは、鹿が届く範囲の草
木が食べられ、遠くまで見通しがよく
なることです。
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タヌキ
ネコ目イヌ科タヌキ属 

中型獣類

【体 長】
【体 重】
【食 性】

【繁 殖】

40～60cm
3～10kg
雑食性。果実や昆虫、
草本植物、昆虫、ミミズ
2月～4月に繁殖期があり、約2ヶ月の妊娠期を
経て、春から初夏にかけて4～5頭出産する。

【体 長】
【体 重】
【食 性】

【繁 殖】

40～60cm
5～13kg
昆虫、カエル、モグラ、鳥、
果実木の実、穀類
繁殖期は4～8月頃。
一夫多妻、1～3頭出産する。

タヌキの糞

アナグマの糞

アライグマの糞

タヌキの足跡
指は4本で
イヌのあしあとに
足跡に似ている。

「同じ穴の狢(ムジナ)」とは、無関係のように見えて実は同類・仲間であることを指す
ことわざです。ムジナとは、本当はアナグマの別名ですが、よく似ていることから、タヌキや
アライグマのことを被害をもたらす同類の鳥獣として「ムジナ」と言うこともあるようです。

アナグマ
食肉目イタチ科アナグマ属 

【体 長】
【体 重】
【食 性】

【繁 殖】

40～60cm
6～8kg
魚、果実、木の実、昆虫や小動物、
鳥の卵、トウモロコシ
主に1～３月に繁殖し、
4～６月に3～６頭ほど出産する。

アライグマ
哺乳綱食肉目アライグマ科アライグマ属 

アライグマの
足跡
指は5本で
細長いつめが
でている。

タ キ 糞タヌキの糞

足跡足跡の足の足
本で本で
あしあとに
似似ている。

アナグマの糞

タヌキの生態・習性・対策

アナグマの足跡
指は5本で
つめがでている。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

妊娠期 妊娠期
出産期（しゅっさんき）

繁殖期（はんしょくき）（にんしんき） （にんしんき）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
繁殖期（はんしょくき）

妊娠期（にんしんき）

耳は小さく先端が丸い

目のまわりの黒い部分が
たて方向にのびている

鼻先がつきでている

ひげが黒い

目のまわりが黒いが、
両目の部分は
つながっていない

黒い鼻すじ

目のまわりが黒く、
両目の黒い部分は
つながっている

ひげが白い

アナグマ
鼻が大きく耳が小さ
い。目の周りの黒は
縦方向。

タヌキ
アライグマに似て
いるけど顔の真ん
中の筋がない。

アライグマ
タヌキに似ている
けど、顔の真ん中
に黒い筋がある。

アナグマの生態・習性・対策

アライグマの生態・習性・対策

（しゅっさんき）

ᴧ߽ᐔ᳇�

指の間に水かきがあり、泥地や
水辺で歩行します。

体が通るくらいの穴を掘ること
ができます。

冬に備えて脂肪を蓄えるため、
秋にしっかり食べて体重を増
加させます｡

生ゴミを放置しないことを心
掛けましょう。

同じパターンの道を歩き、一度
気に入った場所を何度も通り
ます。

下を向いた姿勢が基本で、
目線の高さは10cm程度です。

掘られた穴は確実に塞ぎま
しょう。

家の床下などに棲みつくことが
あります。

地中では巣穴が複雑につながっ
ており、広範囲に移動します。

大人のアライグマは力が強く、
重い障害物も
動かします。

自ら巣を作らず、樹木や家の
屋根裏、他の動物が作った巣に
住み着き
ます。

大人のアライグマは凶暴なの
で、出会ったら注意しましょう。

泳ぎや木のぼりが得意なので
広範囲で移動します。

顔さえ入ればどんな狭いところ
でも通り抜けることができます。

タヌキの生態 習性 対

冬冬冬冬 備 脂肪 蓄冬 備 脂肪を蓄 め冬に備えて脂肪を蓄えるため冬に備えて脂肪を蓄えるため

がで

ᴧ

水

増
生ゴミを
掛けまし

、め、め、め
しょう。

を心を放置し
しょう

し

指の間に水かきがあり、泥地や
水辺 歩行

生ゴミを

ᴧ߽
水辺で歩行

を放

߽ᐔ
歩行

や

ないことを心放置ししな

水かきがあり、泥地や
行 ます。行します

ないことを心

す。

放置し

ᐔ᳇�
行しま

しな

す ⓣជ߽ࠅᓧᗧ�

㘩ߴ
ㆊޯߚ߉

�

木登りは苦手ですが、低い位置
に実った果実は狙われる可能性
があります。

<<�<�<�<�
ߢࠆ߹
ㅅ〝��

ᣧߜ⪬ߊ
ߡ

߆ߥߎ
㧩ߥ

う。

ߒߊߚࠊ
ജߪߦ⥄ା߇

ᔶ
㮿㮻
㮺
��

߽ࠈߎߣ⁜

ᄢਂᄦ��

ࠬޯࠗࠬޯࠗ

出産期

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
繁殖期（はんしょくき）

妊娠期（にんしんき）

出産期（しゅっさんき）

木登りは苦手ですが、、落ちた
果実を狙ってやってきます。

家の周りにひそみ場になりそう
な場所をつくらないようにしま
しょう。

アライグマの糞

イグマのイイ

5本で
いつめが
いる。

アライグマイイ
タヌキに似ている

「ため糞」という特定の場所に
フンをするという習性があり
ます。

見分け方 豆 知 識
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鳥 類
◎カラスの生態・習性

◎ヒヨドリの生態・習性

◎ヒドリカモの生態・習性

視覚は鋭いが嗅覚は鈍く、
匂いによる影響は少ないです。

眠る時は数百～数千羽集まり
ます。

ハ
シ
ボ
ソ

ハシボソは田畑など開けた環
境、ハシブトは樹木の多い環
境を好む傾向があります。

卵は1日に1個産むと言われて
いて約20日で孵化します。

カラスの巣は木の上がメイン
だが広告塔や送電線などの
人工物も
利用します。

南に渡って越冬するため、関東
以南では、冬に個体数が多く
なり、被害が多発します。

かんきつ類を食べる時は、果皮の
厚くないものを狙ってちぎったり、
つついたりして中身を食べます。

色や音で対策をする際は、
慣れさせないように工夫が必
要です。

防鳥ネットは網目が30ミリ以
下のものを使用しましょう。

柑橘系やキャベツを生産して
いる農家は特に警戒が必要
です。

成長が早く、生後2ヶ月ほどで
成鳥になります。

農地にテグスを張ることで、低
コストでカモ類の侵入を防止
できます。

カモ類の食害により、苗が枯死
するか、成長しても花やつぼみ
が正常に形成されない恐れが
あります。

生ゴミ等を放置しないように
しましょう。

河川や湖沼などの水上にいる
ことが多く、夜間に採食するため
草地や農地などに飛来します。

ハ
シ
ブ
ト

ヒヨドリはムクドリより灰色みが
強く、尾が長いことが特徴です。

【体 長】
【体 重】
【食 性】
【繁 殖】

25～29cm
66～100g
花、蜜、葉野菜、果実、昆虫
繁殖期は5月～9月。
地上1～5mの葉のよく茂った
樹木の内側の枝に椀型の巣を作り、
3～5個卵を産む。

1月

繁殖期（はんしょくき）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月

繁殖期（はんしょくき）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月

繁殖期（はんしょくき）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ヒヨドリ
ヒヨドリ科

ヒドリカモ
カモ科

カラス（ハシブト・ハシボソ）
カラス科

ⷞജߪ
ࠃߛࠎ

30ミリ
以下

㯗
㯜
㯟
㮲
㱂

【体 長】
【体 重】
【食 性】

【繁 殖】

45～51cm
640～720ｇ
植物質中心の雑食性。
海草、海藻、物片、種子、
河川敷周辺のシバ、青草
繁殖期は4～9月にかけてで、
1回の産卵で10個以上の卵を産む。

【体 長】

【体 重】

【食 性】

【繁 殖】

（ハシブト）約56cm
（ハシボソ）約50cm
（ハシブト）約500～900g
（ハシボソ）約400～700g
雑食性。ごみ、果実、種子、小動物、
昆虫、動物の死がい、鳥類の卵、ヒナ
繁殖期は2～7月。地上10～20mの高さの樹上や
高圧鉄塔に、枯枝や針金などを使って巣を作り、
3～6個の卵を産む。

食べられたあと

月 10月 11月 12月

産む。

餌を食べるのは主に夜間で、
昼間はゆったりと過ごすこと
が多いです。

ޔࠄ߆
��ߒតࠨࠛ

カモ類による被害は、生息する
河川や湖沼などの水辺に近い
ほ場で多く発生する傾向があ
ります。

テグス

⊒ޯ�
�

を作り、

9月 10月 11月 12月

ヒヨドリ

網目が30ミリ以 柑橘

厚く
つつ

べら

かドリより灰色みが かド

柑

厚
つ

べ

かドリより灰色みが

網

こ

網目が30ミリ以 柑

こ

網目が30ミリ以 柑

こ
灰色

厚
つ

網

ことが特徴です。

食べムクドリ
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