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2. 被害対策の実証（大杉谷モデル地域） 

2.1. モデル地域の概況 

2.1.1. 位置 

大杉谷モデル地域は、紀伊半島南部の三重県大台町宮川ダムの上流域に該当し、日本有数の清流

として知られる宮川の水源地域に該当する。モデル地域の位置を図 2.1.1に示す。 

 

 

【大杉谷モデル地域（全体図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大杉谷モデル地域（詳細図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1 大杉谷モデル地域の位置 

  

宮川ダム 
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大台ケ原 
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加茂助谷ﾉ頭 

正木嶺 
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2.1.2. 森林の概況 

大杉谷モデル地域における、森林状況（未立木地の分布）を国有林 GISにて作成したものを図 2.1.2

に示す。未立木地はモデル地域の西側に多く、また、正木嶺や正木ケ原は天然林と区分されている

ものの、現状では立ち枯れ状況を呈し、ササ覆地となっている。 

大台ケ原の森林は、シカの過度の食害によりトウヒ・ツガの立ち枯れが著しく、また、下層はサ

サ覆地となっているがその高さも低く、現状においてもシカの食圧が見られている状況となってい

る（写真 2.1.1）。大台林道周辺においては、斜面の一部が裸地化・侵食・崩壊が発生しており、シ

カにより更新が阻害されていることから、植生保護柵や筋工が施されている箇所がある（写真 

2.1.2）。 

国有林 GIS及び森林調査簿を活用して、モデル地域の地形、地質、土壌、森林の状況等について

林小班単位で整理し、その概要を表 2.1.1に示す。 

 

 

図 2.1.2 未立木地分布図 
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写真 2.1.1 大台ケ原の状況 

（平成 27年 10 月撮影） 

 

写真 2.1.2 大台林道付近の植生保護柵 

（平成 27年 10 月撮影） 

 

表 2.1.1 モデル地域の概況 

項目 概況 

地形・地

質等 

地質 
古生層細中粒砂岩が大杉谷モデル地区の 9割を占めており、モデル地区

東南側の主尾根から北に向けて中生層細中粒砂岩が分布している。 

表層土壌 

適潤性褐色森林土（偏乾亜型）がモデル地区全体の 66％を占めている。

また、乾性褐色森林土（粒状・堅果状構造型）はモデル地区の 21％を占

めている。 

斜面方位 
北～東向き斜面の出現が多く、北・北東・東斜面でモデル地区全体の約

半数を占めている。その他の斜面は 1割程度ずつ各斜面が分布している。 

斜面傾斜 
モデル地区のほぼ全体が急傾斜地となっている。その他、中傾斜はモデ

ル地区の北側と南側に分布しているが、全体の 5％程度となっている。 

森 林 概

況等 

林種 
約半分が天然生林（トウヒ・ツガ等）となっており、次いで育成単層林

（スギ・ヒノキ等）がモデル地区の東側に比較的多く分布している。 

林相 

5割近くを針広混交林が占め、モデル地区の西側に広く分布している。

次いで針葉樹林（ヒノキ等）がモデル地区の東側に多く分布し、全体の 3

割程度を占めている。 

樹種 

3割をヒノキ人工林が占め、次いでその他広葉樹がモデル地区の北側を

中心に分布している。天然生林であるブナやツガは 2割弱の割合でモデル

地区の中央から西側を中心に分布している。 

林齢 

40～59 年生と 100 年生以上の割合が多く、40～59 年生にはヒノキ人工

林が多く該当し、100年生以上にはブナやツガ・トウヒ等の天然林が該当

する。 

樹高 

国有林 GIS 樹種別簿に記載されているデータは少ないが、5～19ｍのも

のがモデル地区全体の約半分を占めており、20ｍを超す樹高データはなか

った。 

胸高直径 

国有林 GIS 樹種別簿に記載されているデータは少ないが、10～29cm の

区分が多く分布している。多くがヒノキ人工林に該当し、モデル地区の約

半分を占めている。 

樹冠疎密度 

モデル地区の北側から西側に分布しているブナやツガなどの天然林で

は「中」が多く、中央部から東側に分布しているヒノキ等の人工林では「密」

が多い。 
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表 2.1.1 モデル地域の概況（つづき） 

項目 概況 

法 的 規

制等 

公園区域 

モデル地区全域が吉野熊野国立公園に指定されている。そのうち西

側の日出ケ岳の高標高付近、及び中央部北から東に流れる宮川沿いは

特別保護地区に指定されている。 

保安林 

千尋谷造林所跡地の周辺を除き、ほとんどが水源涵養保安林に指定

されている。また、宮川沿いから西ノ谷及び日出ケ岳にかけては水源

涵養保安林と保健保安林に重複指定されている。 

鳥獣保護区 

モデル地域の全域が鳥獣保護区に指定され、さらにカモシカ保護地

域となっている。宮川上流の大杉谷は鳥獣保護区特別保護地区に指定

されているとともに、文化財保護法に基づく史跡名勝天然記念物に指

定されている。 

保護林 

モデル地域の北部から西側にかけて「大杉谷森林生態系保護地域」

が設定されている。そのうちモデル地域の西側（日出ケ岳の北側）と

宮川周辺は厳重に保護すべき保存地区として設定されている。 

機能類型 

モデル地区中央部から東及び南側に水源涵養タイプの森林が広く

分布し、全体の約半分を占めている。次いで、北部から西側の天然生

林が分布している箇所では、自然維持タイプとなっている。山地災害

防止タイプ（土砂流出崩壊防備）はモデル地区の南側に分布している。 
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2.1.3. シカ対策に係る背景と既往成果の概要 

大杉谷モデル地域におけるシカ被害に関わる背景と昨年度実証結果の概要を表 2.1.2に示す。 

 

表 2.1.2  大杉谷モデル地域のシカ対策に係る背景と既往成果の概要 

項目 内容 

生息状況等 

生息密度：5頭/㎢（地域全体の平均〔H25〕） 

移動状況：大杉谷東部地域の堂倉沢流域をはじめ、大杉谷は一部のシカの季節移

動のルートになっているが、まだ調査頭数が少なく、どの時期に、どのルートを頻

繁に利用するのかなどの把握が望まれる。 

被害状況 

高標高域の大杉谷森林生態系保護地域内では、天然樹木への剥皮被害による枯

死、稚樹食害による後継樹の消失、林床乾燥化による更新阻害が起きている。また、

ササ覆地では、筋状にササが消失し土砂流出が頻繁に見られ、国土保全上問題にな

っている。 

シカ対策 

【被害防止技術】 

トウヒ稚樹を対象としたパッチディフェンス、剥皮被害防止のための樹皮剥ぎ

防止ネット（樹木ガード）の設置（H23～25：一部ボランティアによる）が実施さ

れ、裸地化した未立木地への丸太柵工（土砂流出防止）や植生保護柵（食害防止）

と併用した稚樹の植栽（H25）が行われている。 

【捕獲技術】 

  移動状況調査用に 7 頭の捕獲（H25・H26）が行われた。また、本事業により昨年

度 8頭（モバイルカリング 5頭、くくりわな 3頭）捕獲された。 

シカ対策 

の課題等 

モデル地域は、地形が急峻でアクセスが悪く、通常の既往技術による捕獲が困難

なエリアとなっている。そのため、被害防止技術と組み合わせた効率的、効果的で

継続性があるシカの管理の実施が課題になっている。 

また、シカの被害実態等の把握調査が行なわれているが、モデル地域の全域をカ

バーしていない。 

林道がありアクセスが確保される山腹の人工林地帯、林道から尾根までのアクセ

スの悪い天然林地帯・ササ覆地における場所別、捕獲技術別、捕獲体制別の組み合

わせの検討が望まれている。 

留意事項 

下流の宮川は日本有数の清流として知られているが、将来、シカ被害による土砂

流出が進むと、河川の水質汚濁が心配される。また、モデル地域周辺は、わが国有

数の多雨地帯でもある。 

昨年度の 

実証内容 

1. 林道沿い森林内（ヒノキ人工林内）におけるくくりわな。 

2. 林道上におけるモバイルカリング。 

昨年度の 

実証結果 

1. くくりわなによりシカを 3頭捕獲するも、全て幼獣か亜成獣（♂）。 

2. モバイルカリングにより餌付け後短期間で誘引に成功し、メス 3 頭、オス 2 頭

捕獲。1頭失中、改善課題を残す。 
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2.2. 実証計画 

2.2.1. 実証項目等 

平成 27年度の大杉谷モデル地域における実証の内容は表 2.2.1に示すとおりである。 

大杉谷モデル地域では、昨年度の課題等を勘案し、高標高域におけるシカによる被害の実態把握

を行った。 

大杉谷国有林は、高標高域の大台ヶ原を除き国有林のほとんどが急峻な地形である。大台ヶ原は

緩やかな台地で、ミヤコザサが下層に優占しておりシカの利用が春季～秋季に多い地域である。本

事業の対象地域である、大台林道周辺地域は大台ヶ原に生息するシカが積雪期に越冬地へ移動する

経路にあたる地域である。 

大杉谷国有林の高標高域は、アクセスが困難であるため、捕獲のための資材搬入や捕獲後のシカ

の搬出が困難であることなど課題が山積している。このことから、大杉谷国有林内で車の通行が可

能な大台林道周辺地域において、効率的な捕獲方法を検討するため、昨年度から実施しているモバ

イルカリング及びくくりわなによる捕獲について実証試験を行った。モバイルカリングで発砲でき

ない地点での捕獲効率を上げる目的でくくりわなを併用した。なお、平成 27年 11月に、よりシカ

の利用可能度が高い地池林道が開通することから、当地域における新たな捕獲方法の検証を目的に、

忍び猟の模擬試験を行った。 

 

 

表 2.2.1  平成 27年度の事業内容 

項 目 内 容 

①被害実態把握 

◆ 森林植生衰退状況調査表による実態把握（影響度） 

◆ ハザードマップ作成による可視化 

◆ 被害状況の分布と評価（パッチディフェンス等を用いた柵の設置検

討、土砂流出対策の検討） 

②高標高域における効

率的な捕獲 
◆模擬忍び猟の検討 

③林道周辺を利用した

捕獲 

◆ 試行的な実証の実施 

◇ 誘引捕獲（モバイルカリング、くくりわな） 

◇ 捕獲者に対する事前研修 

④課題の整理と方向性 
◆ 試行的な実証の課題の整理 

◆ 既往捕獲技術との効果、課題、効率性等の比較等 
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2.2.2. 実証スケジュール 

実証時における項目ごとのスケジュールは表 2.2.2及び表 2.2.3に示すとおりに実施した。 

 

表 2.2.2  実証等に係るスケジュール 

項     目 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

（1）現地検討会の開催（H27.10/22）         

（2）森林における鳥獣被害対策の実証        

①被害実態把握         

②高標高域における効率的な捕獲         

③林道周辺を利用した捕獲（誘引作業や技術

研修等も含む） 

 
       

（3）課題の整理         

 

 

表 2.2.3 捕獲する実証事業のスケジュール 

実証項目 
10月 11 月 12月 1 月 2月 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

モバイル

カリング 

技術研修(11/14)                 

誘引作業                

捕獲実施                

くくりわな 
誘引作業                

捕獲実施                

忍び猟模

擬試験 

誘引作業                

模擬試験                
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2.2.3. 実証試験地の選定 

1） 被害実態調査の範囲 

被害実態把握（ハザードマップ作成）は、モデル地域のなかでも特にシカによる被害が顕著にみ

られる図 2.2.1に示す範囲において現地調査を行った。この現地調査の結果と国有林 GISデータ（森

林簿データ）を用いて、モデル地域全体のハザードマップを作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1 ハザードマップ作成のため現地調査範囲 

 

2） シカの捕獲地 

林道周辺を利用した捕獲については、図 2.2.2に示す位置において各種の方法で実施した。モバ

イルカリング及びくくりわなの捕獲実証は、大台林道において実施する。また、地池林道の開通後

に今後の捕獲方法の検証を目的として忍び猟の模擬試験を実施する。 

「大杉谷国有林におけるニホンジカによる森林被害対策指針」（林野庁近畿中国森林管理局、以下、

「対策指針」と言う。）を作成するため、平成 20～24 年度の 5年間、シカの生息状況及び森林被害

状況に関する調査が実施され、平成 24年度の「大杉谷国有林におけるニホンジカの生息状況及び森

林被害の現況把握調査等業務」において、シカの利用可能度分布が示された。このシカ利用可能度

分布は対策指針対象地域に限定して示されたが、本事業の対象地域である大台林道周辺が含まれて

いなかった。このため、同様の方法を用いて、広域でシカの利用可能度を算出し、その分布を図示

した（図 2.2.3）。 

シカの利用可能度が高い地域は、大台ヶ原から堂倉山及び地池林道の東の尾根まで、連続してい

る。実証調査を行う大台林道周辺においては、シカの利用可能度が低い地域が連続していることが

分かった。大台林道周辺は急峻な地形であるため、シカの利用できる地域が限定的であることが示

された。一方、忍び猟を行う地池林道周辺地域は、高いシカの利用可能度が連続している地域であ

り、捕獲に適した地域と考えられる。 

  

557林班 558林班 

559林班 

560林班 

561林班 

556林班 

562林班 

563 林班 

564 林班 

565林班 

566林班 

西側区域 

東側区域 
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図 2.2.2 捕獲等実施箇所位置図 

 

 

図 2.2.3 調査対象地域におけるシカの利用可能度分布 

  

：大杉谷国有林 

 ：大台ケ原地域（環境省所管） 

～：大台林道 

～：地池林道 

モバイルカリング、くくりわな 

 

模擬忍び猟 

 

シカ利用可能度 

■   高 

■ 

■ 

■ 

■   低 
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2.2.4. 実証手法 

1） シカによる被害実態の把握 

大杉谷モデル地域における被害実態の把握については、対策指針を参考に実施した。 

現地調査対象地は前掲図 2.2.1に示す範囲の中で合計 174地点において行い、現地の被害状況を

「森林植生衰退状況調査票」に記入し、対策指針に基づき影響度レベルを判定した。 

174 地点の影響度レベルと森林簿情報を分析したところ樹冠疎密度、方位、樹種が影響度に高い

相関がみられたことから、この要素により影響度ランクの推定値を算出した。実測値以外の現地未

調査部分の各林小班（モデル地域全域）には推定値を算出し影響度を区分しハザードマップを作成

した。 

なお、シカ被害状況把握のための現地調査は平成 27年 9月 12日、10月 21～24日、11月 17日～

20日に実施した。 

 

【参考：森林植生衰退状況調査表】 
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【参考：森林植生衰退状況調査表】つづき 
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【参考：森林植生衰退状況調査表】つづき 
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2） 高標高域における効率的な捕獲（模擬忍び猟の検討） 

（1） 対象地域 

模擬忍び猟の調査対象地域は、高標高域での捕獲を前提とするため、高標高域へのアプローチが

しやすい地池林道周辺とした。 

 

（2） 誘引地点の選定 

誘引地点は、銃による捕獲を想定しているため、①想定される射撃地点からの矢先にバックスト

ップがあること、②想定する射撃地点からの距離が約 60～80ｍであること、③想定する射撃地点へ

の移動の途中でシカに気づかれずにアプローチできること、の 3点の条件を満たす地点を選定した。 

誘引地点は図 2.2.4に示すとおりである。 

 

 

図 2.2.4 模擬忍び猟のための誘引地点 

 

（3） 調査実施時期 

今年度、地池林道は開設工事が実施され、11月末日までの工期となっていたため、模擬忍び猟は

12月 6日、13日、14日の 3日間で実施した。 
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（4） 誘引方法 

給餌は、模擬忍び猟を開始する約 1ヶ月前の 11月 8日から毎日実施し、各地点に 1kgのヘイキュ

ーブを設置した。模擬忍び猟の前日は、各地点に 3kg のヘイキューブを設置した。 

 

（5） 実施方法 

模擬忍び猟は、2名で実施し、各調査員が別のルートを踏査した。実施ルートは事前に決定せず、

シカの足跡や糞などの痕跡の状況から、シカの利用している地域を探しながら、歩くこととした。

また、調査員は約 10分から 15分毎に、位置をハンディ GPSにより記録し、調査員同士で現在地を

無線で連絡し、確認しながら踏査を行った。 

シカを目撃した場合は、シカの位置、性・齢クラス、シカの反応を記録し、調査員からシカまで

の距離をデジタル距離計で計測して記録した。また、目撃したシカを追跡できる場合は、できるだ

け接近することを試みることとした。 

 

3） 林道周辺を利用した捕獲 

（1） モバイルカリング 

ⅰ）実施日 

捕獲の実施は、高標高域に生息するシカが低標高域へ移動すると予想される冬季で、登山道が閉

鎖される 11月下旬以降に実施することとした。また、捕獲の実施間隔は、昨年度は週 2回実施した

ことによりシカの逃避反応が早くなったことが考えられたため、今年度は週 1 回とした。実施日は

以下の通りである。 

11月 28日、12月 5日、12月 12日 

 

ⅱ）対象地域 

捕獲の実施にあたっては、通行止めとした林道の区間の中でモバイルカリング対象地域を設定し

た。モバイルカリング対象地域は、566～573、575～577、579，580林班の大台林道とした（図 2.2.5）。 

 

ⅲ）誘引方法 

【誘引地点の選定及びブラインドテントの設置】 

誘引地点は、①想定される射撃地点からの矢先にバックストップがあること、②車両から射撃す

る際の想定する射撃地点からの距離が約 30～50ｍであること、③極端な打上げにならないこと、の

3 点の条件を満たす地点を選定した。また、誘引効果を高めるため、昨年度の誘引地点近くを中心

に選定した。 

ブラインドテントの設置は、①木が遮蔽する、人工物の横にある、シカの視点と水平の位置にな

いなど誘引されたシカから目立たないこと、②給餌場までの距離が約 50ｍ以内にあること、③シカ

が給餌場へ移動する際の動線上にないこと、④極端な打上げにならないこと、の 4点の条件を満た

す地点を選定した。 

図 2.2.6に誘引地点及びブラインドテントの設置地点を、また、使用したブラインドテントを写

真 2.2.1に示す。 
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図 2.2.5 モバイルカリング実施地域 

（～：大台林道 □：林班界 ※図中数字は林班番号を示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.6 誘引地点及びブラインドテント設置地点 

 

MC6MC6MC6MC6MC6MC6MC6MC6MC6
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MC1MC1MC1MC1MC1MC1MC1MC1MC1

MC8MC8MC8MC8MC8MC8MC8MC8MC8

MC9MC9MC9MC9MC9MC9MC9MC9MC9

MC10MC10MC10MC10MC10MC10MC10MC10MC10

MC7MC7MC7MC7MC7MC7MC7MC7MC7

：誘引地点  

：誘引及びブラインドテント設

置地点 

：2014 年度誘引地点
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（MC-6） （MC-9） 

写真 2.2.1 使用したブラインドテント 

 

【給餌プログラム】 

給餌は、11月 8日から毎日実施し、各地点に 1kgのヘイキューブを設置した。捕獲実施の前日に

ついては、各地点に 3kgのヘイキューブを設置した。 

なお、捕獲作業内容と日程は表 2.2.4 捕獲作業の作業内容と日程に示すとおりである。 

 

表 2.2.4 捕獲作業の作業内容と日程 

作業内容 作業日（期間） エサの追加頻度 

① ブラインドテント設置 11/8 
1kg/地点 

終了まで毎日 

② 捕獲日 

11/28 

12/5 

12/12 

捕獲日前日は 

3kg/地点 

③ 捕獲終了 12/12  

 

 

【誘引状況の評価】 

10箇所の給餌地点のうち、ブラインドテントを設置した 5箇所については、センサーカメラを設

置し、撮影されたシカの頭数、撮影時刻等から誘引状況を評価した。 

 

ⅳ）捕獲体制と捕獲方法 

【捕獲日及び捕獲従事者】 

前述の通り、捕獲日は 11月 28日、12月 5日、12月 12日に実施した。各捕獲日の捕獲従事者は

以下の通りである。 

11月 28日：大台町猟友会 

12月 5日：紀北町猟友会 

12月 12日：紀北町猟友会 
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【捕獲方法】 

昨年度、モバイルカリング実施時に、誘引地点に出没しているシカが車両の接近により逃走する

事例が確認されたため、今年度はブラインドテントを設置し、定点狙撃も実施した。 

11 月 28 日は、車両からの狙撃は行わず、射手各 1 名を 2 箇所のブラインドテントに配置し、定

点狙撃のみを実施した。詳しい内容は後述するが、できるだけ捕獲機会を増やすため、12月 5日及

び 12月 12日は、ブラインドテントに射手 1名を配置し、もう 1名は車両からの捕獲を実施する方

法に変更した。 

なお、射手を配置するブラインドテントは、前日にセンサーカメラによる撮影状況を確認し、日

中への出没の多い地点を選定することとした。 

 

【捕獲作業の体制】 

定点狙撃のみを実施した 11月 28日は、第 1班に運転手 1名と射手 1名が同乗し、運転手が誘引

地点での給餌作業をしながら進行し、配置予定のテントに射手を配置した。第 2班は、第 1班の出

発 30分後に千尋峠を出発し、低速で移動しテントに射手を配置することとした。 

第 1班及び第 2班の運転手は、捕獲状況に応じて、捕獲個体の回収作業及び待機するテントの移

動を行えるよう、射手が待機しているテントから無線が受信できる範囲内で待機した。 

定点狙撃とモバイルカリングを組み合わせた 12月 5日及び 12月 12日は、第 1班に運転手 1名と

射手 1名が同乗し、運転手が誘引地点での給餌作業をしながら進行し、配置予定のテントに射手を

配置した。第 2班は、第 1班の出発から 45分後に千尋峠を出発し、車両からの捕獲作業を開始した。

捕獲個体の回収は、全ての捕獲作業終了後に、回収班 1名と林道終点の保安員 1名が回収作業を行

った（表 2.2.5参照）。 

 

 

表 2.2.5 モバイルカリング実施体制 

狙撃車① 

（ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ） 

狙撃車② 

（軽ワンボックス） 

保安員 

（林道入口・終点） 

回収作業 

（ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ） 

運転席：WMO（誘引作業） 運転席：WMO（誘引作業） 入口：森林管理局署員 狙撃車①、②の運転手 

助手席：射手（猟友会） 助手席：射手（猟友会） 終点：WMO 1名 林道終点の保安員 

 

 

捕獲個体の回収作業終了後に、千尋峠に関係者全員を集合させ、当日の反省点や改善点等の意見

を徴収し、次回の捕獲の体制を取り決めることとした（写真 2.2.2）。 
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捕獲開始前の全員でのミーティングの様子 捕獲終了後の反省会の様子 

写真 2.2.2 ミーティング及び反省会 

 

 

【捕獲実施日の作業工程の変更】 

捕獲実施日には、前日の反省を踏まえ、予定を変更して対応した。以下に、変更点を示す。 

 当初の予定では定点狙撃を中心に行うこととしたが、出没頭数が少ないため、2 回目以降

はシカとの出遭い機会を向上することを期待し、定点狙撃と車両を利用した狙撃を組み合

わせることとした。 

 1 回目の定点狙撃では、狙撃班 2 は誘引作業終了後、約 30 分後に車両でテントに行き、

射手を配置したが、1 回目の狙撃班 2 で、シカがテントを警戒しながら出没したため、誘

引作業と同時に射手を配置するようにした。 

 車両を使用したモバイルカリングでは、前年度誘引地点に出没したシカのみを狙撃対象とす

ることとしていたが、当国有林ではシカ密度が低いため、誘引地点以外で出没した場合で、

矢先の安全が確認された場合には、狙撃対象とすることとした。 
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ⅴ）安全管理 

【林道の封鎖】 

捕獲の実施日においては、千尋峠及び林道終点（登山道入口）に保安員を配置し、林道を車両・

人ともに全面通行止めとした。 

林道終点の保安員は、捕獲の開始 1時間前に、対象路線のパトロールを実施し、関係者以外の人

がいない事を確認し、配置につくこととした。 

 

【周知・注意喚起】 

関係機関への周知については三重森林管理署が実施した。周知先及び内容は表 2.2.6に示すとお

りである。また、林道周辺の利用者（林道工事関係者及び登山客等）に対し、注意喚起を行うため、

誘引作業等の現地作業を実施する約 1 ヶ月前の 10 月 4 日～5 日に注意看板を 9 箇所設置した（図

2.2.7、写真 2.2.3参照）。 

 

表 2.2.6 各関係機関及び関係者への周知内容等 

実施項目 周知内容および協力要請内容 
実施日 

実施期間 

三重県警への説明（道路交通法、

銃刀法ほか） 

三重県警本部、大台警察署、尾鷲警察署、実施方法、

林道封鎖について説明 

3/23、10/5 

紀勢地区広域消防組合への説明 緊急時の対応等について要請 11/18 

関係自治体への説明（三重県、

大台町、紀北町、奈良県、村上

村、上北山村） 

入林規制、林道封鎖について説明 

10/29、11/18 

関係者への事業（モバイルカリ

ング）実施周知 

大杉谷登山センター、大台ケ原ビジターセンター、

大台ケ原物産館、栗谷小屋、桃ノ木小屋、中部電力

三重水力センター（貸付者）、大杉谷自然学校、宮川

森林組合、湯治館、請負事業体、切花等の採取者 

10/29、11/18 

三重署他事業との調整 実施機関、実施時間等 7 月上旬～ 

注意看板設置 設置場所の指示、設置・撤去状況の確認 
11/6、11/27、 

12/12 

林道封鎖の監視 林道管理者としてモバイル時封鎖を確認 
11/28、12/5 

12/12 

安全指導・講習 
猟友会大台支部への講師依頼、銃器等の安全指導・

講習会への出席等 

11/14 

緊急連絡体制 

連絡体制の確認、モバイル時に署衛星携帯を利用し

立会（林道封鎖の監視と兼ねる）、不測時の局への連

絡 

11/14、11/28 

12/5、12/12 

カモシカ錯誤捕獲時の指示等 
見廻員からの連絡受け放獣者への指示、放獣時の立

会等 

11/14 

（錯誤捕獲な

し） 
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図 2.2.7 注意看板設置箇所（図中 ：注意看板設置箇所、  ：モバイルカリング実施範囲） 

 

 

  
写真右（日出ヶ岳山頂） 570林班 

写真 2.2.3 設置した注意看板 

 

【モバイルカリング実施時の安全確保】 

 林道入口ゲートに保安員を配置し、ゲートの封鎖を行い入山者及び車輌の規制を実施した。 

 登山者への注意喚起として、宮川ダム登山道入口、桃ノ木小屋付近及び大台ヶ原登山道入口

（川上辻・ビジターセンター）に、「猟銃によるニホンジカの捕獲作業実施中」との注意看板

を設置し、登山者への注意喚起を実施するとともに、環境省、三重県、奈良県、川上村、大

台町へ大台ヶ原への登山の問い合わせ等があった場合に、当該事業を実施している旨の説明

と注意を促して頂くよう依頼し、安全の確保に努めた。 
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 捕獲のため捕獲対象物であるシカへの狙撃を実行するに当たり、誘引作業時点から必ず、周

囲の確認及び発砲する矢先の確認を行うとともに、標的物の後方にバックストップが存在せ

ず、発砲した弾丸が標的物を越えて、遠くに飛ぶ恐れがある場合には発砲しないよう狙撃手

に徹底した。（発砲の中止） 

 狙撃手の安全を確保するため、発砲する矢先の周囲に跳弾の恐れがある岩盤、工作物、竹類

等が存在する場合も同様に発砲しないように徹底した。 

 猟友会の協力を得て、正確な狙撃技術を有した会員を選抜し、捕獲を実施した。 

 狙撃手は、安全確保の観点より車両での移動時には、銃への実包の装填は絶対に行わない。 

 獲対象物であるシカを発見すれば静かに車両を停止させ、窓より銃身を外に出して周囲と矢

先の確認を行い、安全が確保できると判断した後に銃への実包の装填を行い、狙撃（発砲）

を実行した。 

 捕獲対象物であるシカの頭部、頸部（脊椎中枢）を狙撃出来ない場合及び狙撃が失敗する恐

れがある場合には、狙撃（発砲）を中止した。（標的物であるシカを発見したからといって、

慌てて狙撃（発砲）することなく落ち着いて周囲の状況判断を行い、安全の確保と効率的な

捕獲が確保された場合のみ狙撃（発砲）を実行した。） 

 狙撃（発砲）した結果、仮に捕獲対象物のシカの頭部、頸部（脊椎中枢）を狙撃出来ず、他

の部位に弾丸が当たり半矢となった場合、直ちに追跡を行い確実に止め矢を撃ち、捕獲対象

物であるシカの回収を行った。 

 狙撃（発砲）終了後は、直ちに銃より残っている実包の脱包を行うとともに、再度、銃に実

包が装填されていないか確認を行った。 

 何らかの事情により狙撃（発砲）を中止した場合にも同じく、装填されている実包の脱包と

脱包確認を行った。 

 当日の猟銃によるシカの捕獲が終了し、車両等での移動時には再度、猟銃に実包が装填され

た状態にないか確認し、確認ができれば猟銃を銃袋に収納して運搬を行った。 

 

ⅵ）捕獲従事者との協議 

【事前打合せ】 

 開催日時と場所 

日時 ： 平成 27年 10月 5日（月）10:00～12:00 

場所 ： 紀北町役場 東長島公民館 会議室 

 事前研修（安全講習）出席者 

【実 施 者】大台町猟友会 2名、紀北町猟友会 4名 

【行政機関】近畿中国森林管理局 1名、三重森林管理署 1名 

【受 託 者】（株）野生動物保護管理事務所（以下「WMO」という）1名   計 9名 

 事前研修（安全教育）の内容 

・ 平成 26年度実証事業内容の説明：受託者 

・ 平成 27年度実証事業内容の説明：受託者 

・ スケジュール調整及び役割分担の確認 

 事前打合せにおける主な確認内容 

・ モバイルカリングの実施日及び体制の確認 

・ 1回目モバイルカリング：11月 28日、大台支部が実施。 

・ 2回目モバイルカリング：12月 5日、紀北支部が実施。 
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・ 3回目モバイルカリング：12月 12日、紀北支部が実施。 

・ モバイルカリングの実施日は、土曜日とし、翌日を予備日とする。 

・ くくりわなの設置は、大台支部が行い、止め刺し作業は紀北支部が実施する。 

・ モバイルカリング実施にあたり、約 1ヶ月前にブラインドテントを設置する。 

・ テント設置の際は、安土の確認及び射撃時に逆光にならないように配慮する。 

・ 事前に研修会を開催し、安全講習及び現地下見を行う。 

 

【技術研修（安全講習）の実施】 

 開催日時と場所 

日時 ： 平成 27年 11月 14日（土）10:00～12:00 

場所 ： 紀北猟友会員宅敷地内 

 出席者 

【実 施 者】大台町猟友会 2名、紀北町猟友会 4名 

【行政機関】近畿中国森林管理局 1名、三重森林管理署 2名 

【受 託 者】日本森林技術協会 1名、WMO 1名          計 11名 

 内容 

・ 実証事業内容の説明：受託者 

・ 安全対策について：三重森林管理署長 

・ 銃の取扱い等に係る安全指導：大台町猟友会会長 

・ 三重県公安委員会より委任を受けた猟友会安全指導員による銃器使用についての安全指導 

なお、当日は現地確認も予定していたが、悪天候で災害の危険性が高いことから中止とした（誘

引作業も中止）。 

 主な確認内容 

・ モバイルカリングの実施に際し、該当法令において特別な許可を得ていることを自覚し、法

令順守を徹底すること。 

・ 当該地域は車に対する警戒心が少なく、かつ誘引も成功しているので、スレジカを作らない

ことに重点を置く（即倒のためのスコープ調整と練習）。 

・ スレジカを作らないため、2 頭以下の出現に限り実施し、3 頭以上出てきたら実施しないこ

と（実証事業であることを忘れずに）。 

・ 天候等による事業実施の判断は WMOが行い、前日 18:00に関係者に連絡する。 

・ 中止の場合は、翌日の日曜日に実施する。両日とも困難な場合はその回は中止とする。 

・ 実施中の移動は必要最小限とし（①シカに気づかれ捕獲の支障となるため、②事故を防止す

るため）、森林管理局・署職員は実行中に配置位置から移動しない。 

・ 職員の配置は、森林管理局2名は国有林入口、三重森林管理署1名は千尋支線分岐点とする。 

・ 開始時（9:00）及び終了時に入口でミーティングを実施し、局署職員は安全指導を行う。 

・ 作業者間の連絡は、トランシーバー(WMO準備)で行う。 

・ 緊急連絡用の衛星携帯電話を、三重森林管理署職員が携行する。 

・ 携帯電話の通話可能箇所については、三重森林管理署で明示する。 

・ 実施当日は、従事者は従事者証を必ず携行するとともに、三重森林管理署職員は許可証を携

行する。 

・ 事業の円滑な実施及び事故防止の観点から、当日の入林は必要最小限とする。森林管理局署

職員は、千尋支線分岐点より先には入らないこととする。 
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・ カモシカ、ツキノワグマが誤捕獲された場合は、許可を受けた三重森林管理署に連絡し、署

から森林管理局に連絡する。カモシカの放獣には三重森林管理署職員が立ち会いを行う。ツ

キノワグマの放獣については、県、市町との調整が必要になるので、慎重に対応を行う（図 

2.2.8）。 

・ 開始前ミーティングでは、必ず緊急時の連絡方法、対応等についての確認を行う。 

 

 

写真 2.2.4 事前研修（安全講習）の実施状況 

 

 

 

図 2.2.8 カモシカ錯誤捕獲の場合の連絡体制  
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（2） くくりわなによる捕獲 

ⅰ）使用したわな 

使用したわなは、黒川式くくりわな（黒川わな工房社製）17基と非バネ式くくりわな「いのしか

御用」（三原村森林組合製作）3基で、合計 20基を設置した（写真 2.2.5参照）。 

 

  
黒川式くくりわな 

（黒川わな工房社製） 
非バネ式くくりわな 

（三原村森林組合製「いのしか御用」） 

写真 2.2.5 使用したわな 

 

ⅱ）わなの設置作業及び捕獲体制 

わなの設置作業は、平成 27年 11月 6日～7日に、大台町猟友会が実施した（写真 2.2.6参照）。

見回りは誘引作業員が毎日実施し、捕獲された場合は WMOに連絡し、シカの場合は WMOから紀北町

猟友会へ連絡し、翌日捕獲個体の処分と回収を依頼することとした。捕獲個体は、既設の埋設穴へ

運搬し埋設処分することとした。その際、捕獲個体の写真、性別・齢クラスを記録した。 

シカ以外の動物が捕獲された場合は、WMOから近畿中国森林管理局及び三重森林管理署へ連絡し、

翌日、放獣作業を行うこととした。なお、ツキノワグマ及びニホンカモシカが捕獲された場合は、

三重森林管理署職員の立ち会いのもと、WMOが放獣作業を行うこととした。 

 

 

写真 2.2.6 くくりわなの設置作業  
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ⅲ）わなの設置地点 

くくりわなの設置地点は、モバイルカリングによる捕獲が困難な地域、つまり、安土がない場所

や見通しの悪い場所で、シカの利用が多い地域を選定した。大まかな地域設定を WMOが実施し、実

際の設置箇所の選定は大台町猟友会会員に依頼した。設置した箇所には、注意看板を設置した。設

置した看板を写真 2.2.7に示し、設置した位置を図 2.2.9に示す。 

 

 

写真 2.2.7 くくりわなに設置した注意看板 

 

 

図 2.2.9 くくりわな設置位置 

 

 

ⅳ）わな周辺での誘引 

捕獲効率を向上させるため、くくりわな周辺周辺での誘引給餌を 11月 30日から開始した。給餌
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地点は、シカ道を考慮し餌の配置を WMOで選定し、誘引作業員に指示した。 

また、誘引効果を上げるため、くくり罠の設置個所の近くに、次節で述べる首用くくりわなを設

置した。 

 

  

くくりわな周辺の誘引状況 

（↓：ヘイキューブ ○：くくりわな設置地点） 

首くくり罠とくくりわな設置状況 

（↓：首用くくりわな ○：くくりわな設置地点） 

写真 2.2.8 くくりわなの設置状況 

 

（3） 首用くくりわなへの誘引試験 

ⅰ）使用した首用くくりわな 

首用くくりわなは、静岡県森林・林業研究センターが開発したもので、現在、株式会社 OSP工房

と共同開発している試作品の提供を受けた。提供を受けた首用くくりわなは、バケツ部分が垂直方

向に設置している「タテ型」（写真 2.2.9左参照）とバケツがナナメに設置された「ナナメ型」（写

真 2.2.9右参照）の二つのタイプを各 2基である。なお、本方法の当地域における有効性を検証す

るため、ばねは使用せず、誘引餌を入れるバケツとワイヤー部分のみの設置とした。また、この形

を模倣して、バケツとワイヤーのみを設置した誘引試験用のバケツ（写真 2.2.10 参照）を 6 基制

作した。 

 

  
首用くくりわな（タテ型） 

（株式会社 OSP工房製 試作品） 

首用くくりわな（ナナメ型） 

（株式会社 OSP工房製 試作品） 

写真 2.2.9 使用した首用くくりわな 
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写真 2.2.10 誘引試験用バケツ 

 

ⅱ）わなの設置状況 

首用くくりわなの設置は 11月 6～7日に実施した。設置場所の選定は、シカ道があり、誘引を継

続するため林道からの距離が近い場所を抽出した。設置場所及び設置した首用くくりわなのタイプ

を図 2.2.10に示す。 

 

 

図 2.2.10 首用くくりわな誘引試験地位置図 

 

ⅲ）誘引方法 

誘引餌は、バケツの中にヘイキューブをトリガーとなる糸よりも上まで入れ（図 2.2.11参照）、

また、バケツの外にも配置した。バケツ内のヘイキューブが腐敗した場合は、新しい餌と交換した。 
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図 2.2.11 バケツ内の餌の配置 

 

2.2.5. 関係機関との連絡調整 

本事業の実施にあたり、関連する法令とその対応状況について、表 2.2.7にまとめた。各管轄へ

の申請手続き等については、近畿中国森林管理局及び三重森林管理署により実施された。 

 

表 2.2.7 本事業に関連する法令とその対応状況 

関連する法令 法令の内容 
取得した許可もしくは 

確認、説明事項 
管轄及び申請先 申請日 許可日 

鳥獣保護管理法 

法第 28条第 1項、施行規則

第 7条第 7項イ  鳥獣保

護区 

行政目的（実証事業による個体

数調整）による捕獲許可 

環境省近畿地方環

境事務所 
10/1 10/23 

道交法 

法第 76条第 4項第 4号（禁

止行為） 

道路上の人若しくは車両等

を損傷する恐れのある物件

の発射 

林道の通行止め措置を実施し、

公道の機能停止することで道

路交通法の適用除外 

対策：保安員を林道入り口及び

出口に配置する 

三重県警察本部生

活安全部生活安全

企画課に説明の

上、管轄する大台

警察署及び緊急時

に対応される最寄

りの尾鷲警察署に

説明 

10/1 

警察署

へは 

通知 

銃刀法 

法第 3条の 13（発射の禁止） 

道路、公園等の不特定若しく

は多数の者の用に供される

場所、又はこれらの場所にお

いて「けん銃等」の発射 

＜安全対策＞ 

・安全指導員による安全講習を

実施する 

・大杉谷登山道の閉山後に実施

する 

10/1 

警察署

へは 

通知 

文化財保護法 

法 168条第 2項 

史跡名勝天然記念物の現状

変更 

＜現状変更の内容＞ 

・天然記念物大杉谷：ニホンジ

カの捕獲 

・特別天然記念物：ニホンジカ

の捕獲に当たりカモシカの誤

捕獲 

＜順守事項＞ 

・現状変更に当たっては専門家

の指導のもと実施すること。 

・現状変更後は速やかに終了報

告書を提出すること。 

・大台町教育員会から指示があ

ればその指示に従うこと。 

 

大台町教育委員

会、三重県教育委

員会を経由し文化

庁に申請 

7/1 11/5 
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2.3. 現地検討会の開催等 

2.3.1. 開催概要 

1） 現地検討会の開催日時と場所 

日時 ： 平成 27年 10月 22日（木）10:00～15:40 

場所 ： 奈良県上北山村及び三重県大台町（大杉谷） 

 

2） 現地検討会の参加者 

【委    員】髙田研一、高橋裕史、濱崎伸一郎 

【行政機関】環境省 3名、森林総合研究所森林整備センター2名、三重県 1名、奈良県 2名、林

野庁 1名、近畿中国森林管理局 5名、和歌山森林管理署 1名、三重森林管理署 6名、奈良森

林管理事務所 4名、箕面森林ふれあい推進センター2名 

【猟 友 会】三重県猟友会紀北支部 3名、奈良県猟友会上北山支部 1名 

【森林組合】宮川森林組合 1名 

【受 託 者】日本森林技術協会 2名、WMO 1名                             計 38名 

 

3） 実施内容 

 過年度事業の報告 

 本年度事業の方針説明 

 大杉谷におけるシカによる食害対策の概要説明 

 実証くくりわなに関する説明と作動状況の実演 

 意見交換 
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現地検討会開会（大台ケ原ビジターセンター前） 実証事業・三重森林管理署による対策等説明 
（日出ケ岳） 

  

柵の設置状況・使用わな説明等 
（正木嶺～正木ケ原） 

とりまとめ等（レクチャールーム） 

写真 2.3.1 現地検討会実施状況 

 

4） 意見の概要 

髙田委員 

 樹皮剥がし防止のために樹幹を巻くラスは、金属製だとイオンが溶出するため、蘚苔類が着生

しない。プラスチック製に変えている。プラスチック製では蘚苔類が着生する。 

 シカの樹皮剥ぎには、シラビソ⇒トウヒ⇒モミの順に嗜好性がある。 

 樹皮剥ぎは、樹皮下の蜜を舐めるため主幹を剥ぐ。枝は食べない。 

 ネットは、下アゴを網目に入れて食い千切る。ワイヤーを編み込んだネットでは、ワイヤー3

本では希に千切られる。5 本あれば、まず、大丈夫である。また、網目は 5 ㎝以下であれば、

下アゴが入らない。 

 緩斜面では、ネットで囲むとササが密生し、樹木の更新ができない。小型肉食獣が入らないと

ネズミも増える可能性もあるので、小型肉食獣が入れるような工夫が必要。 

 シカは、ネット下をくぐることが問題であり、如何に裾部を通さないかが重要。このためアン

カーピンの角度を揃えず、20㎝幅で交互に逆向きに打つなど、細かい工夫が必要。施工業者へ

の特記仕様書にも細かく記載すること。 

 傾斜のある斜面では、落石による裾部の捲れに注意すること。 

 倒木は乾燥すると撥水性を持つ。撥水性があると苔が着生せず、倒木更新もできない。乾燥さ

せないことが必要。 

 丸太杭を並べた柵は、運搬・施工性が悪く、コスト的に高くつく。ネットは景観的に悪い面も
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あるが、施工性が良く、安価である。 

 植生土のうによる裸地への木本類導入はうまく行かなかった。樹木の根系が、土のうの材料で

ある合成繊維を嫌うようで、伸根・発達しない。 

 シカの食害について、ササ類に影響が出るのは遅い。影響の度合いは広葉樹の下枝で見やすい。 

 大台ケ原では、この 10 年間で約 50ｍは森林の荒廃が進んでいる。後退の境界部を正確に把握

し、どこが元の森林に戻しやすいかを見極めることが重要である。 

 大台ケ原周辺のササ類について「食われて増えるミヤコザサ、食われてなくなる他のササ」と

覚えておくとよい。 

 

高橋委員 

 シカは柵を跳び越えるよりも、まず裾の浮いた部分をくぐったり、網目の広がった部分をすり

抜けたりする。斜面に建てた柵では落石等で破れることもあるので、見回りでは倒木だけでな

く網そのものにも目配りが必要。 

 防護柵内の稚樹がある程度成長したら、単木保護をした上で捕獲柵としての活用も考えてよい

のではないか。ただし、そのためには柵の内側からの圧力にも耐えるような支柱の組み方が必

要。 

 日出ヶ岳周辺では、風衝の影響もあるが、ササの丈が低い。シカ密度が高いと推定される。 

 日出ヶ岳周辺では、昼間はハイカー等人が多いため、出没せず休んでいる。早朝から日の出を

見るなど割に人が通る。夕方は誰も来ないので、シカが最も多く現れる。 

 大台ケ原におけるシカの捕獲が重要であるが、沢山いることと、捕ることは別であり、慎重な

検討が必要である。 

 スレジカの評価は、どの程度の距離で人を警戒し、逃避行動をとるかが指標となる。 

 シカを効率的に捕獲するためには、地域のシカの動きを知ることが重要である（GPS 調査結果

の有効活用）。 

 GPS による行動追跡も含めて、回りくどいと思われるかもしれない調査をしているのは、いい

加減に捕獲を始めると、すぐに忌避学習されて捕獲が難しくなるので、最も効果的と思われる

時期・場所等ターゲットを絞り込むため。 

 シカには行政界は関係ないので、捕獲の実効性を高めるためには人間側の制度の壁を壊すなど

臨機応変に対応する必要がある。 

 シカの採食影響は、ササより早く広葉樹下枝の採食痕として認められる（ただしカモシカ生息

地ではカモシカの可能性もあり）。その積み重ねがブラウズライン。さらに餌がなくなってしま

ったように見えても、不嗜好性と思われていた植物を食べるようになったり、樹冠から供給さ

れる落葉（リター）を主食として増えた事例あり。 

 モニタリングについては、いつ・どこで・何頭見たかだけの簡単な記録でも貴重な情報となる。

また、シカがいなかったことを記録しておくことも重要である。 

 

濵﨑委員 

 シカには、嗜好性・不嗜好性の植物があるが、胃内にいる微生物・細菌が交代し、それまで食

べなかった餌を食べるようになる。ヘイキューブは、高タンパク・高糖質であり、シカが好み、

シカを選択的に誘引する餌として有効である。 

 銃猟の使用弾丸は、シカの死肉をたべる小型・中型哺乳類の鉛中毒を配慮する観点から、鉛弾

は使用しない。 
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環境省 

 倒木がネットを壊したあとに、シカが入り込んだことがある。犬と人で追うとネット沿いに逃

げるため、ネット支柱と補強支柱の三角形の箇所に胴くくりワナを仕掛けて捕獲した。捕獲申

請のみで、胴くくりワナの大きさに制限はなかった。 

 

宮川森林組合 

 緑化対策として“エコプランター”（簡易法面植栽枠）を使用している。三角形の板で土を止め

て、その中に植栽している。傾斜角に併せて施工することが可能で、活着も良い。 

 さらに、防鹿柵を斜面と水平方向に設置することで食害を防ぐ効果がある。しかし、網目が 5

㎝以下だと土や落ち葉が溜まるので、10㎝程にする工夫が必要。 

 

奈良猟友会 

・ 奈良県側、三重県側でシカの捕獲はしているが、大台ケ原全体ではシカの密度は多いまま減っ

てはいない印象がある。三重側・奈良側で一層の連携が必要である。 

 

その他 

◆模擬忍び猟について 

 当モデル地域の高標高地対策として、より高標高地域での捕獲の検討があげられるが、搬出等

の問題もあることから、今年度は地池林道において模擬的な忍び猟を実施する。 

◆モバイルカリングの埋設穴について（3つで足りないのでは？） 

 今回の実証内容では、3つで対応できると思われるが、本格的に捕獲する時点で三重森林管理

署が地元と協議して林外に搬出することになっている。各地でも、捕獲個体の処理方法が課題

となっている。  
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2.4. 実証結果 

2.4.1. シカによる被害実態把握 

1） ハザードマップの作成 

現地調査を踏まえ、未調査地については影響度の推定値を算出しモデル地域のハザードマップを

作成した（図 2.4.1）。 

 

 

【影響度の状況】 

影響度 2：シカの痕跡がわずかに確認され、植生への影響はほとんどみられない。 

影響度 3：シカの痕跡が顕著で、下層植生の低木・草本に食痕が見られ、樹皮の摂食痕など植生への影響が顕在化している。 

影響度 4：シカの痕跡が顕著で、下層植生の植被率が低下している、もしくは不嗜好性植物が繁茂しているなどの植生への影響

が顕著である。 

影響度 5：シカによる植生への影響が顕著で、森林の更新阻害が生じている。 

影響度 6：シカによる植生への影響が顕著で、土壌の流出が確認され、森林の成立基盤が消失している。 

図 2.4.1 ハザードマップ(大杉谷モデル地域) 

 

2） 被害状況の分析と評価 

当該モデル地域においてシカの影響度（土砂流出等を含む）が高いところは桃色～赤色で着色さ

れている。特に影響度の高い（影響度 6）箇所は、既に土砂流出を起こしている、又は、近い将来

に土砂流出の危険性が高い地域である。このような箇所については、現地状況を詳細に把握し、必

要に応じて土砂流出防止対策の検討が必要である。また、影響度 5については、希少種の保護や地

域的に保全すべきトウヒ等を守るためパッチディフェンスを検討する。 

当該モデル地域において、影響度の低い箇所は概ね急崖地に成立している天然林（ゴヨウマツ等）

であり、シカの侵入も困難と思われる箇所である。植生保護柵や補植を実施し植生の回復に努める

とともに、並行して周辺部のシカ個体数の管理が必要となる。 
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2.4.2. 高標高域における効率的なシカ捕獲手法の実証（模擬忍び猟） 

1） 誘引状況 

誘引地点における、延べ撮影頭数の日変化を図 2.4.2、図 2.4.3に示す。 

11月 8日から誘引を開始したが、シカが撮影されるまでに約 1週間程度を要した。誘引されたシ

カはオスが多く、メスの撮影はほとんどなかった。また、撮影されたオスの角の形状から、数頭の

オスが誘引地点を巡回している様子が伺え、シカの密度が低いことが考えられた。 

地池林道は前述したように開設工事が実施されており、シカが当地域を忌避している可能性と、

調査が 12月であったため、シカが越冬地へ移動してしまった後である可能性が考えられた。 

 

 

 

図 2.4.2 誘引地点における日別延べ撮影頭数 
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図 2.4.3 誘引地点における日別延べ撮影頭数 
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2） 模擬忍び猟の実施 

模擬忍び猟の実施概況について、表 2.4.1 に示す。調査は、4 回実施し、午前中 2 回、午後 2 回

できるよう、調査時刻を設定した。見通しは、ガスにより不良となることがあったが、概ね良好で

あった。 

 

表 2.4.1 調査概要 

 

 

模擬忍び猟におけるシカの目撃状況について表 2.4.2 に示し、踏査ルート及びシカの位置を図

2.4.4～図 2.4.7に示した。 

12月 6日の調査では、主に稜線周辺を踏査した調査員が成獣のオスを発見し、追跡することがで

きた。最初にシカと出遭った際は調査員から 29ｍの距離であったが、すぐに逃走し、立ち止まった

のは調査員から 219ｍ離れた地点であった（写真 2.4.1参照）。シカを確認した地点は未立木地とな

っており、見通しは良いものの、シカが逃走しやすい環境であると考えられる（写真 2.4.2参照）。 

12月 13日の午前中に実施した調査では、1回の目撃と 1回の警戒声の確認があった。目撃した亜

成獣メスは緩やかな谷部にいたが、調査員に気づくとすぐに逃走した。調査員とシカまでの距離は

105ｍであった。その後、接近を試みたが、シカの発見はできなかった。 

同日 12:26に警戒声を確認した。声及び足音からシカは斜面下部へ移動したと予想され、接近を

試みたが、シカの発見には至らなかった。最初に声を確認した場所と、調査員までの距離は約 50ｍ

と考えられる。 

13日の午後に実施した調査では、シカの目撃はなかった。 

14日の調査では、誘引地点 1で想定する射撃地点へのアプローチ中に、誘引地点で採食している

成獣のオスを確認した。射撃地点へ移動する途中でシカが調査員に気づき逃走した。シカと調査員

までの距離は 74ｍであった。その後、調査員は林道に戻り、林道を踏査しながら、誘引地点 1の直

下の林道で 30分程度待機した。待機し始めてから約 30分後に、林道から誘引地点を確認したとこ

ろ、成獣メスと亜成獣メスが採食しているのを確認した（写真 2.4.3 参照）。その後、射撃を想定

して位置を移動すると、シカが調査員に気づきゆっくり逃走した。調査員とシカまでの距離は 30ｍ

であった。林道は川の流水音があり、林道を歩く足音が消されるため、シカは調査員に気づくのが

遅れたものと考えられる。 
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表 2.4.2 模擬忍び猟における目撃状況 
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図 2.4.4 踏査ルート、調査員の位置、シカの目撃状況 

（2015年 12月 6日 13:53～16:18） 

 

 

図 2.4.5 踏査ルート、調査員の位置、シカの目撃状況 

（2015年 12月 13日 10:33～13:03） 
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図 2.4.6 踏査ルート、調査員の位置、シカの目撃状況 

（2015年 12月 13日 13:52～16:06） 

 

 

図 2.4.7 踏査ルート、調査員の位置、シカの目撃状況 

（2015年 12月 14日 9:18～13:01） 
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写真 2.4.1 目撃した成獣オス    写真 2.4.2 稜線部付近の未立木地 

（12月 6 日） 

 

 

写真 2.4.3 誘引地点 1で確認された成獣メス 

（12月 14日） 
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2.4.3. 林道周辺を利用した捕獲 

1） モバイルカリング 

（1） 誘引状況 

日ごとの誘引状況について、延べ撮影頭数により図 2.4.8、図 2.4.9に示す。 

給餌を開始して、シカが誘引されるまでの日数は 1～5日後であった。給餌は毎日行うこととした

が、11月 14日は豪雨のため中止した。MC-6を除き、給餌を行わなかった影響が顕著に表れ、11月

14日の撮影頭数は減少した。 

センサーカメラの画像から積雪が確認されたのは、11月 27日と 12月 4日であった。これらの日

についても撮影頭数が減少した。急な積雪の場合、シカの行動が抑制されることや積雪のない地域

への移動が考えられ、撮影頭数に影響を与えたことが推察される。モバイルカリングの実施日は、

11月 28日と 12月 5日でいずれも積雪の翌日にあたり、撮影頭数はセンサーカメラを設置した 5地

点中 3地点が減少したままであった。特に MC-4は 12月 4日の積雪以降撮影頭数が激減し、ほとん

ど撮影されなかった。 

昨年度との比較を行うため、撮影頻度（延べ撮影頭数÷カメラ稼働日数）を算出した（図 2.4.10

参照）。MC-10については、今年度カメラを設置していないため分析から除外した。昨年度データと

比較すると、MC-2のみ撮影頻度が低下し、その他は上昇したことから、今年度の方が誘引状況は良

好であると考えられる。 
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図 2.4.8 誘引地点における日別延べ撮影頭数 

（図中 は給餌を行っていない。 は積雪が確認された日） 
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図 2.4.9 誘引地点における日別延べ撮影頭数 

（図中 は給餌を行っていない。 は積雪が確認された日） 

 

 

図 2.4.10 平成 26 年度及び平成 27年度の撮影頻度の変化 
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図 2.4.11、図 2.4.12 に時間帯別の延べ撮影頭数を示す。また、日中を 6:00～16:59 とし、日中

と夜間の撮影頭数の比較を平成 26年度の結果と合わせ、表 2.4.3に示し、日中の撮影割合の変化を

図 2.4.13に示す。 

MC-2は午前中と深夜に撮影頭数が多くなる二山型の分布を示したが、他の地点では夕方から深夜

にかけて撮影頭数が多くなり、明け方には低下する傾向がみられた。 

日中の撮影頭数割合の変化を見ると、MC-6を除き、平成 27年度は低下を示した。MC-6について

は、昨年度誘引状況が良くなかったため、給餌場所を林道から見えない位置に移動させ、定点狙撃

のみの対象地としていた。誘引場所が林道から見えないため、当地点は昨年度よりも日中の撮影頭

数割合が上昇したと考えられる。一方、その他の地点については、低下を示した。今年度は、地池

林道の工事が 11月末まで実施されており、車の往来が多かったことが要因の一つであると考えられ

る。 

 

 

 

図 2.4.11 誘引地点における時間帯別延べ撮影頭数 
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図 2.4.12 誘引地点における時間帯別延べ撮影頭数 
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図 2.4.13 日中の撮影頭数割合の年変化 

 

（2） 定点狙撃及びモバイルカリングによる捕獲状況 

【定点狙撃】 

定点狙撃による捕獲状況について、表 2.4.4に示す。 

11 月 28 日の定点狙撃は、狙撃班 1 を MC2 に、狙撃班 2 を MC8 に、それぞれ射手を 1 名ずつ配置

した。MC2ではテントに入ってから 28分後に、成獣メス 2頭がテント方向を警戒しながら出没した。

射手は頭部を狙ったが外したため、捕獲には至らず、2 頭とも逃走した。その後、シカの出没が少

なくなることが予想されたため、射手を MC4 に移動させ、待機した。しかしながら、MC4 ではシカ

の出没がなく捕獲には至らなかった。MC8 では 15:27 に亜成獣メス 1 頭がテントを警戒せずに誘引

地点へ接近し、腹部を狙い命中させ捕獲した。弾は腹部に命中し、狙撃後逃走し崖下にて倒れたた

め、捕獲個体の回収ができなかった（写真 2.4.4）。 

12 月 5 日は狙撃班 1 のみが定点狙撃を行い、MC2 に射手を配置した。12:36 に成獣メス 1 頭が誘

引場所へ接近した。このときシカはテントに警戒せず出没していた。射手はシカが立ち止まった時

に頭部を狙ったが、外したため、逃走してしまった。 

 

表 2.4.3 日中と夜間の延べ撮影頭数及び頭数割合 

H26 H27 H26 H27

日中 102 176 64.6 52.5

夜間 56 159 35.4 47.5

日中 80 163 75.5 33.4

夜間 26 325 24.5 66.6

日中 56 195 24.3 31.4

夜間 174 427 75.7 68.6

日中 60 279 50.0 22.1

夜間 60 984 50.0 77.9

延べ撮影頭数 頭数割合（％）

MC2

MC4

MC6

MC8

誘引地点 昼夜の別
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12月 12日も狙撃班 1のみで定点狙撃を行い、MC2では 2回の失中のためか、出没頭数が減少した

ため、MC8に射手を配置した。12:25に成獣オス 1頭がテントを警戒しながら誘引地点へ接近した。

射手は胸部を狙い、命中させその場で即倒した。狙撃部位は胸部であり、左前脚の付け根であった

ため、逃走できずその場に倒れたと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.4 捕獲個体（11月 28 日） 

（MC-8において捕獲され、回収不能となった個体） 

 

【モバイルカリング】 

モバイルカリングによる捕獲状況について表 2.4.5に示す。 

モバイルカリングは、12月 5日と 12月 12日の 2日間実施し、各日 4回実施した。シカの目撃数

は 2 頭のみで、捕獲に成功したのは、成獣メスのみであった。12 月 12 日はシカを目撃できず、捕

獲には至らなかった。前述の通り、12月 4日の積雪以降誘引頭数が減少したことが要因であると考

えられる。また平成 26年度の実施結果に比較して、日中の出没が少なくなったことから、シカの行

動の誘導が十分でなかった可能性、また、工事の影響による日中に林道へ出没することを忌避して

いる可能性も考えられる。  

年月日 天候
ﾃﾝﾄ
No.

ﾃﾝﾄｲﾝ
時刻

ﾃﾝﾄｱｳﾄ
時刻

出没
時刻

目撃頭数＊ 発砲の
有無

距離
（m）

狙点 結果 狙撃後反応

2015/11/28 晴 MC2 9:30 11:50 9:58 A♀2頭 有 40 頭部 失中
1頭目発砲後、2頭とも走り去

る。

2015/11/28 晴 MC4 12:05 15:40 - - - - - - -

2015/11/28 晴 MC8 10:30 15:40 15:27 SA♀1頭 有 30 腹部
逃走後
倒れる

狙撃後、斜面下方へ逃走し倒
れた。崖下へ転落したため回

収不能。

2015/12/5 晴 MC2 9:30 15:40 12:36 A♀1頭 有り 30 頭部 失中 発砲後、逃走。

2015/12/12 晴 MC8 10:21 15:30 12:25 A♂1頭 有り 30
左前脚
(胸部)

即倒 その場で即倒。

*　Aは成獣、SAは亜成獣を示す。

表 2.4.4 定点狙撃による捕獲状況 
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2） くくりわな 

（1） 捕獲状況 

くくりわなによる捕獲状況の一覧を表 2.4.6 に示す。今年度、9 頭（成獣オス 1 頭、成獣メス 3

頭、亜成獣オス 1頭、亜成獣メス 2頭、幼獣メス 1 頭）を捕獲することができた。昨年度のくくり

わなによる捕獲数は、3頭で幼獣 2頭、亜成獣オス 1頭で、今年度の捕獲数は増加した。 

表 2.4.7に、各くくりわなにおける給餌状況及び捕獲頭数について示す。今年度捕獲できた個体

は、わな設置の翌日に捕獲されたわな番号 20 と、11 月 29 日に捕獲されたわな番号 12 を除き、給

餌実施後に捕獲された。わな番号 8 では、12 月 2 日に捕獲され、その 4 日後の 12 月 6 日にも捕獲

され、同じわなで 2回捕獲することができた。12月 2日に捕獲された個体は成獣のメスで、12月 6

日は亜成獣のメスであった。亜成獣は一般的に成獣よりも警戒心が低いため、一度捕獲された地点

であるにも関わらず捕獲されたことが考えられるが、給餌による効果の可能性も考えられる。 

給餌後の捕獲が 9頭中 7頭であったこと、また同じわなで捕獲されたことから給餌による誘引は

有効な方法であることが示唆された。 

表 2.4.8 にわなの種類別に捕獲効率を示す。黒川式くくりわなによる捕獲効率は、0.0134 頭/台

日、非バネ式くくりわな「いのしか御用」は 0.0095頭/台日で、黒川式くくりわなの方が高かった。

しかしながら、いのしか御用は 3基しか設置していないため、このわなが有効かは判断できない。

いずれのわなも捕獲効率があまり高くなった。 

  

表 2.4.5 モバイルカリングによる捕獲状況 

年月日 回数 天候
開始
時刻

終了
時刻

目撃

頭数＊
発砲の
有無

距離
(m)

狙点
狙撃
部位

結果
逃走
距離

シカの反応

1 晴れ 9:45 11:07 A♂1頭 なし - - - - -
車に気づき尾根を上

がる

2 晴れ 12:03 13:06 - - - - - - - -

3 晴れ 13:30 14:18 A♀1頭 有 26
左前脚
(胸部)

左前脚
(胸部)

逃走後
倒れる

0～10m
誘引場所で立ってい
たところを狙撃。
走って飛んで死亡。

4 晴れ 14:20 15:00 - - - - - - - -

1 晴れ 10:00 10:40 - - - - - - - -

2 晴れ 12:15 12:50 - - - - - - - -

3 晴れ 14:00 14:30 - - - - - - - -

4 晴れ 15:00 15:40 - - - - - - - -

*　Aは成獣、SAは亜成獣を示す。

2015/12/5

2015/12/12
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表 2.4.6 くくりわなによる捕獲状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わな番号 わなの種類 給餌状況 捕獲数 誘引後の捕獲

1 黒川式 首くくりわなに隣接して設置。11月7日より給餌開始

2 黒川式 首くくりわなに隣接して設置。11月7日より給餌開始

3 黒川式 首くくりわなに隣接して設置。11月7日より給餌開始

4 黒川式 首くくりわなに隣接して設置。11月7日より給餌開始 1 ○

5 黒川式 首くくりわなに隣接して設置。11月7日より給餌開始 1 ○

6 いのしか御用 首くくりわなに隣接して設置。11月7日より給餌開始

7 黒川式 首くくりわなに隣接して設置。11月7日より給餌開始

8 黒川式 首くくりわなに隣接して設置。11月7日より給餌開始 12月2日 12月6日 2 ○

9 いのしか御用 11月30日より給餌開始

10 いのしか御用 11月30日より給餌開始 1 ○

11 黒川式 11月30日より給餌開始 1 ○

12 黒川式 11月30日より給餌開始 1

13 黒川式 11月30日より給餌開始 1 ○

14 黒川式 11月30日より給餌開始

15 黒川式 11月30日より給餌開始

16 黒川式 11月30日より給餌開始

17 黒川式 11月30日より給餌開始

18 黒川式 11月30日より給餌開始

19 黒川式 11月30日より給餌開始

20 黒川式 誘引なし 1 ×11月7日

12月11日

12月7日

12月11日

11月29日

捕獲日

11月23日

11月21日

表 2.4.7 各わなにおける給餌状況と捕獲状況 

No. わな番号 わな種類 捕獲日 処理日 性別 齢クラス 推定年齢

1 20 黒川式 11月7日 11月8日 メス 亜成獣 1

2 5 黒川式 11月21日 11月22日 オス 成獣 2

3 4 黒川式 11月23日 11月24日 メス 幼獣 0

4 12 黒川式 11月29日 11月30日 オス 亜成獣 1

5 8 黒川式 12月2日 12月3日 メス 成獣 3-4

6 8 黒川式 12月6日 12月7日 メス 亜成獣 1

7 10 いのしか御用 12月7日 12月7日 メス 成獣 7-8

8 11 黒川式 12月11日 12月12日 メス 成獣 2

9 13 黒川式 12月11日 12月12日 メス 亜成獣 1
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3） 首用くくりわな 

（1） 誘引状況 

図 2.4.14～図 2.4.17 に日別の延べ撮影頭数を示す。わなを設置した日から、シカが撮影される

までの日数は、早い場所では 0～3日後であったが、設置から 1週間～2週間かかる場所も確認され

た。誘引地点において、シカが撮影された日からバケツ内の餌を採食するまでの期間は、1 週間以

内が多かったが、10日前後の日数がかかった場所も確認された。シカの個体差による警戒心の違い

により、誘引状況が異なることが推察される。 

最初にバケツ内の餌を採食したシカは、成獣オスだった場所が 3 箇所、成獣メスだった場所が 6

箇所、亜成獣メスだった場所が 1箇所で、メスの割合が高かった。 

  

写真 2.4.6くくりわなにより捕獲されたシカ 写真 2.4.6くくりわなにより捕獲されたシカ 

わな種類 設置日 撤収日 台数 台日数 捕獲数 捕獲効率

黒川式 2015/11/7 2015/12/12 17 595 8 0.0134

いのしか御用 2015/11/7 2015/12/12 3 105 1 0.0095

合計 2015/11/7 2015/12/12 20 700 9 0.0129

表 2.4.8 くくりわなの種類別捕獲効率（平成 27年度） 
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図 2.4.14 首用くくりわなにおける日別誘引状況 

※凡例のアルファベットは、A：成獣、SA：亜成獣、F：幼獣を示す。 

図中グレー部分はカメラ故障のためデータの取得がない期間を示す。 
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図 2.4.15 首用くくりわなにおける日別誘引状況 

※凡例のアルファベットは、A：成獣、SA：亜成獣、F：幼獣を示す。 
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図 2.4.16 首用くくりわなにおける日別誘引状況 

※凡例のアルファベットは、A：成獣、SA：亜成獣、F：幼獣を示す。 
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図 2.4.17 首用くくりわなにおける日別誘引状況 

※凡例のアルファベットは、A：成獣、SA：亜成獣、F：幼獣を示す。 

 

図 2.4.18に性齢クラス別のバケツ内の餌を採食した個体の頭数割合を示す。頭数割合は、撮影さ

れた延べ頭数の内、バケツ内を採食した延べ頭数の割合を示した。また、性別が不明のものについ

ては、分析から除外した。 

バケツ内の餌を採食した割合が最も高かったのは、亜成獣のメスで、次いで成獣のメスであった。

オスは低い割合を示し、本捕獲方法はメスの捕獲に適していることが示唆された。バケツ内の餌を

採食したオスは、いずれも角間が狭い個体で、角の尖頭が 1～3本であった。なお、尖頭が 1本であ

るが角の長さが長いため、2 才とし成獣と分類している。尖頭数が 3 本あるものは、角間が狭い個

体と、片方の角が折れている個体であった。尖頭数が 4本ある角間の広いオス個体も撮影されてい

たが、バケツ内の餌には興味を示さず周辺の餌のみを採食した。したがって、オスについてはある

程度の角の大きさを持っている個体はこのわなによる捕獲はできないことが予想され、オスの捕獲

を抑制することが可能であると考えられる。 

バケツ内の餌を採食する個体のうち、まれなケースではあるが、親子のシカが同時にバケツ内に

頭を入れ、採食している様子が観察できた。2 頭が同時に入る場合は、実際の捕獲ではワイヤーが

締まらず逃亡する可能性も考えられる。そのため、バケツの径を小さくするなど工夫が必要である。 
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図 2.4.18 バケツ内の誘引餌の性齢クラス別採食状況 

（性別や齢クラスが不明の個体については、分析から除外した。） 

 

  

①わなに警戒する成獣メス 

 

②警戒せずにバケツ内の餌を採食する成獣メス 

  

③わなを警戒し横の穴から餌を採食する 

成獣メス 

④わなを警戒し横の穴から餌を採食する 

成獣オス 

写真 2.4.7 首用くくりわなへの誘引状況  
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⑤警戒せずにバケツ内の餌を採食する成獣メス 

 

⑥警戒せずにバケツ内の餌を採食する成獣メス 

  
⑦2頭同時にバケツ内の餌を採食 

 

⑧2頭同時にバケツ内の餌を採食 

  
⑨バケツ内の餌を採食する成獣オス 

 

⑩バケツ内の餌を採食する成獣オス 

写真 2.4.8 首用くくりわなへの誘引状況 
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⑪バケツ内の餌を採食する成獣オス ⑫バケツ内の餌を採食する成獣オス 

写真 2.4.9 首用くくりわなへの誘引状況 

 

 

4） モバイルカリング及びくくりわなによる捕獲実証にかかる人工数等 

（1） 実証に要した人工数 

実証に要した人工数について、モバイルカリングを表 2.4.9に、くくりわなを表 2.4.10に示す。 

なお、実施までに各関係機関との調整や事業打合せに要した人工数は示していない。 

 

 

表 2.4.9 モバイルカリングに要した人工数 

 

 

 

人数 回数・日数 人日数

3名 2日 6

2名 34日 68

センサーカメラのデータ回収 1 4回 4

センサーカメラデータの解析 1 5日 5

保安員（林道入口） 2名 3回 6

保安員（林道終点） 1名 3回 3

射手 2名 3回 6

運転手 2名 3回 6

記録・捕獲個体回収係 2名 3回 6

110

作業内容

誘引地点の選定・ブラインドテントの設置

誘引作業

捕獲時実施体制

合計
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（2） 実証に要した直接経費 

実証に要した直接経費について、表 2.4.11に示す。 

なお、ガソリン代については、モバイルカリングの誘引作業とくくりわなの見回り作業を合わせ

て実施したため、分類できないため、合わせて示した。 

 

 

表 2.4.11 実証に要した直接経費 

 

  

項目 金額 備考

餌代 58,260 30kg/袋×30袋

弾代 17,280

ガソリン代 32,498

車代 164,160 3,240円/日×34日+5,400円/日×10日

くくりわな購入費 23,400 3台追加購入

首くくりわな資材費 12,000

合計 307,598

作業内容 人数 回数・日数 人日数

くくりわなの設置 3名 1日 3

見回り作業 2名 34日 68

捕獲作業 2名 7回 14

くくりわなの回収 1名 1日 1

86合計

表 2.4.10 くくりわなの実証に要した人工数 
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2.5. 考察 

2.5.1. 被害実態の把握 

本年度はモデル地域の中でもシカの生息及び被害が著しい箇所（大杉谷国有林 556～566林班）に

おいて、被害状況調査を実施しその結果からモデル地域全体の影響度を推定しハザードマップを作

成した。当地域のシカは、夏場は大台ケ原に大きな群れで生息し、秋から冬にかけてその一部は堂

倉山から地池林道の南側尾根を利用しながら、低標高部へ移動している。この範囲ではシカの食害

等により植生が衰退し、土砂流出・斜面崩壊が発生している箇所もある。今回作成したハザードマ

ップにおいても影響度が高く早急に対策が必要な地域であると考えられる。到達可能な場所に限ら

れるが、シカ柵等で植生を保護する箇所や、早急に治山工事を行う箇所等の優先順位を検討するた

めの資料として活用が期待される。 

本年度、近畿中国森林管理局で「平成 27年度 航空レーザー計測による大杉谷国有林被害状況調

査業務」を行っている。これは、当該大杉谷モデル地域の一部（大杉谷国有林 556～566林班）を対

象地として森林植生区分及び侵食・崩壊地実態把握等が実施するものである。この調査結果資料を

活用しつつ、捕獲技術を交えたシカの管理手法と場所の選定に有効であると思われる。 

 

2.5.2. 高標高域における効率的な捕獲（模擬忍び猟） 

模擬忍び猟の調査結果から、環境や状況により、シカまで距離が約 30～200ｍで、100ｍ前後の距

離で接近できれば捕獲は可能と考えられる。また、今回の調査期間中、必ずシカを発見することが

可能であったため、実際の忍び猟でも捕獲できる可能性がある。しかしながら、シカへの接近方法

の工夫や高い射撃技術等が必要であることが予想される。 

西日本の狩猟者は、ほとんどが巻狩りによる捕獲を行っており、忍び猟のようにシカの痕跡をた

どって追跡する方法を行う狩猟者は少ない。そのため、この方法を実施する際には、忍び猟の実績

が十分にある技術者が実施する必要があると考えられる。 

また、誘引地点においては、シカに接近することが可能であったため、捕獲効率を高めるため、

林内に幾つかの誘引地点を設け、誘引地点を巡回しながら忍び猟を行うことが効率的であると推察

される。 

 

2.5.3. 林道周辺を利用した捕獲 

（1） 定点狙撃及びモバイルカリング 

本年度の実証調査では 11 月末～12 月中旬までに 3 回の捕獲を行い、定点狙撃により 2 頭の捕獲

に成功したが、2頭は失中した。車両からの狙撃では目撃が少なかったが 1頭の捕獲に成功した。 

本事業の結果から、捕獲実施にあたり幾つか課題が挙げられる。一つ目に、捕獲時期の選定であ

る。今回のモバイルカリングでは、登山道が閉鎖される 11月下旬以降から開始したが、この時期は

シカが既に越冬地への移動が完了している可能性がある。「平成 27年度大杉谷国有林におけるニホ

ンジカの生息状況調査業務」において、当国有林で GPS 首輪による行動特性調査が実施されており、

その結果から、11 月 5 日以降に低標高域への移動が見られた（図 2.5.1 参照）。この結果からも、

当地域において 11月以降にシカ密度が低下している可能性が考えられるため、季節移動を開始する

前で餌資源が乏しい時期に捕獲することが望ましい。一般的に夏季は端境期でシカの餌資源量が低

下し、ヘイキューブによる誘引効果が高いことが考えられる。また、最も餌資源が低下する冬季で、

融雪直後はシカが飢餓状態となっているため、非常に高い誘引効果を得ることができる。そのため、
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年間を通じた誘引状況調査を実施し、適切な捕獲時期を再検討する必要がある。 

今回、地池林道において工事が長期にわたり実施されており、そのため大台林道では車の往来が

多くなった。本調査で日中への誘引が困難となったのは、工事の影響も考えられるため、捕獲事業

以外の他事業の影響も考慮し、捕獲方法を考える必要がある。 

最後に、射手の技術的課題が挙げられる。定点狙撃やモバイルカリングでは、正確な射撃が必要

となる。高い射撃精度を保つには、銃の口径、重心、装填方式、スコープなど様々な装備が求めら

れる。しかしながら、一般的な狩猟者は、そのような装備を所持していない。また、西日本では巻

狩りが主な狩猟法であるため、正確な射撃技術を必要としない。今回の射撃では、頭部を狙った狙

撃では全て失中する結果となった。当地域で今後も継続的に銃器による捕獲を継続する場合、射手

の技術向上は必須である。しかし、射撃技術の向上には普段からの練習が必要である。今回の捕獲

では、頭部・頸部を狙った狙撃を行った結果、失中し、シカがすれてしまった可能性も考えられる。

そのため、地元の狩猟者の活用し、このような捕獲を行っていくのであれば、頭部・頸部を狙った

狙撃にこだわらず、即倒させることを目的に、的が大きく即倒する可能性が高い頸部付け根を狙う

など、確実に捕獲できるよう、方法を柔軟に対応することも検討する必要があると考える。 

 

 

図 2.5.1 地池林道において捕獲された GPS個体の活動点分布 

（平成 27年度大杉谷国有林におけるニホンジカの生息状況調査業務：三重森林管理署提供） 

 

（2） くくりわな 

今年度は昨年度と比較して捕獲数が増加し、捕獲された個体のほとんどが給餌後に捕獲された個

体であり、誘引効果が高いことが示された。 

大台林道においては、車や人の往来があることから、シカが日中よりも夜間に出没することが多

いことが考えられる。このような場所においては、24時間稼働しているわなによる捕獲が有効であ

ると考えられる。くくりわなによる捕獲は単頭捕獲しかできないが、設置が容易であるため、設置
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場所の変更等機動性が高いことが利点としてあげられる。一方、囲いわなによる捕獲は多頭捕獲が

可能であるが、大台林道周辺では急峻な地形が多く設置する場所が少ないこと、またシカの利用可

能度も低いことから、多頭捕獲は期待できないため、設置にかかる費用とその効果が低いことが予

想される。したがって、大台林道においては、くくりわなによる捕獲が有効で、さらに給餌を行う

ことによる誘引効果を高め、捕獲効率を向上させることが可能と考える。 

 

（3） 首用くくりわな 

本事業での誘引試験では、シカ以外の動物がバケツ内に侵入したのはテンのみであった。テンは

わなが稼働した場合でも、小型であるため捕獲されることはほとんどないと予想される。また、誘

引餌で使用したヘイキューブでは、一度もニホンカモシカが撮影されなかったことから、ヘイキュ

ーブ単独で餌として使用している場合には、誘引されず、錯誤捕獲がないものと予想される。 

本方法は、わなに馴化するまでに 1～2週間程度は必要であるが、誘引が十分な場合は、通常のく

くりわなよりも確実に捕獲することが可能な方法である。当地域に生息するシカはヘイキューブに

十分誘引されるため、有効な方法であると考えられる。 

 

2.5.4. 地域特性に応じた捕獲方法の方向性 

本事業において、幾つかの捕獲方法を実施することにより、当国有林における適切な捕獲方法が

及びその課題が明確となった。以下に今後の方向性についてまとめる。 

 

 
 

図 2.5.2 大杉谷国有林の概要 

 

（1） 大台林道周辺地域 

大杉谷国有林は、急峻な地形が多く、シカの利用している地域は限定的である。特に現在通行可

能な大台林道周辺は、中でも急峻な地域であり、シカの利用可能度も低い地域である。また、大台

林道は粟谷小屋の職員や、事業者等が通行に利用しており、銃器を利用する方法は、限定される。

①大台林道周辺地域 

②地池林道周辺地域 

③粟谷小屋から西谷までの大台林道周辺地域 

④正木ケ原周辺の高標高地域 



 

 

72 

 

今回実証したモバイルカリングは、林道や周辺の登山客の利用を完全に制限して実施する必要があ

るため、実施時期が登山道閉鎖後の 11月下旬以降に限定され、柔軟な対応ができない。また、保安

員の配置等が必要となり、多くの人工を要するが、11月下旬以降はシカの利用が少ないため、費用

対効果が低い。 

一方、銃器を使用した場合でも、ブラインドテントによる定点狙撃は、射撃位置を限定し、誘引

を行うため特定の地域のみの利用制限をすることで、実施時期も柔軟に対応でき、さらに安全に実

施することが可能である。ただし、今年度の実証事業の結果から、射手の技術力を十分に高める必

要がある。今後も地域の狩猟者が捕獲を実施する場合は、技術力の向上は必須条件となる。 

大台林道周辺においては、わなによる捕獲を行う場合、囲いわなは適していないと予想される。

当地域は急峻で設置する環境が少ないこと、また捕獲効率が低下した際に移動が困難な手法である

ため、放置せざるを得ない状況となることが予想される。一方、くくりわなによる捕獲は、設置が

容易であるため、捕獲効率が低下した場合は、移動が容易である。また、本事業において誘引試験

を実施した首用くくりわなは、オスの捕獲を制限しメスの捕獲を推進することができるため、個体

数調整に有効である。しかし、首用くくりわなは、わな自体が露出している方法であるため、捕獲

を繰り返した場合、わなを忌避することが予想される。そのため、くくりわなの捕獲を行う場合は、

まずは首用くくりわなにより捕獲を進め、捕獲効率が低下した場合に、通常のくくりわなに切り替

えることが適していると考えられる。また、通常のくくりわなの場合でも誘引を行うことにより捕

獲効率を向上させることが可能である。 

 

（2） 地池林道周辺地域 

地池林道周辺地域は、堂倉山から緩やかな尾根が連続している地域であり、シカの利用しやすい

環境である。当地域においては、今年度は工事の影響を受け、シカの目撃数が少なかったが、緩や

かな地形はシカの好む環境であるため、シカの利用が多いことが予想される。また、地池林道は登

山客が少なく、また事業者の利用も少ないため、利用制限がしやすく、柔軟な捕獲体制を組むこと

が可能と考える。 

当地域は比較的標高が高い地域であるため、冬季以外の時期に捕獲を進めることが必要である。

特に夏季は、葉が固く生長し、堅果類等も実っていない時期であるため、シカにとって餌資源が少

ない端境期にあたることが予想され、給餌による誘引効果が高いと考えられる。 

当地域においての捕獲方法については、銃器においてはモバイルカリング、定点狙撃、忍び猟が

有効と考えられる。モバイルカリングについては、地池林道が谷部を通っているため、矢先の確認

がしやすいこと、また登山道が少ないことなどから、実施の周知及び通行止め等の措置を行えば、

安全に作業をすることができると考えられる。定点狙撃については、誘引地点及び射撃地点を事前

に確認して準備することからより安全に実施することが可能である。忍び猟については、林道から

離れた地域で稜線部等の高標高域において実施することが可能である。しかしながら、捕獲個体の

搬出方法が課題として残る。シカの個体数調整は継続的に実施する必要があるため、捕獲個体の搬

出や資材の運搬等の目的に、架線やモノレールの設置、搬出機械（テーラー）を運行するための作

業道の確保等、ハード面の整備をしておくことも検討する必要がある。 

わなによる捕獲では、林道の周辺においては囲いわなとくくりわなが有効と考えられる。しかし

ながら、囲いわなについては、移動が困難であることから十分にシカの利用状況を把握した上で適

切な場所に設置することが重要である。くくりわなについては、林道周辺だけでなく高標高域での

捕獲にも使用することが可能である。しかしながら、見回り体制及び錯誤捕獲時の放獣体制を整え

ておく必要があるため、2 週間程度の期間に区切って実施する必要がある。稜線部においてくくり
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わなを設置した場合には、忍び猟と合わせて実施するなど、できるだけ人手をかけない組み合わせ

を講じることが肝要である。 

 

（3） 粟谷小屋から西谷までの大台林道周辺地域 

大台林道の粟谷小屋から西側は、土砂災害により林道が崩壊しており、車での通行が不可能であ

る。そのため、捕獲方法は限定され、捕獲地域も林道周辺地域に限定される。 

当地域は急峻な地形が多く、シカの利用が集中していることが考えられる。そのため、シカの利

用が多い地域を抽出して誘引を行い、林道を歩きながら実施する忍び猟やくくりわなが適している。

当地域は人がほとんど利用しない地域であるため、シカを日中に出没するよう誘引による誘導を行

いやすいと予想される。 

 

（4） 正木ヶ原周辺の高標高域 

正木ヶ原周辺地域は、いわゆる大台ヶ原であり、観光客が多く来る場所であるため、銃器を使用

した捕獲は、大台ヶ原ドライブウェイが閉鎖している期間中に限られる。冬季は、シカは低標高域

へ移動していることがこれまでの調査から分かっているため、シカ密度が低く捕獲効率が悪いこと

が予想される。ドライブウェイが通行可能になる直前の時期は、早春であるが、この時期は展葉期

にあたり、給餌による誘引効果が低いことが予想される。したがって、銃器での捕獲は、観光客が

利用しない地域で、忍び猟もしくは狙撃地点を限定した定点狙撃を夏季に実施することが望ましい。

銃を使用する場合は、関係機関への周知及び利用制限の徹底を図る必要がある。 

わなによる捕獲は、囲いわなやくくりわなによる捕獲が可能である。正木ヶ原はササ地になって

おり、シカが群れで出没するため、囲いわなによる多頭捕獲が望ましい。くくりわなによる捕獲は

環境省が大台ヶ原で既に実施しているが、林野庁側でも同様に実施が可能である。いずれの方法も

誘引効果の高い夏季に実施し、また観光客に危険が及ばないよう、登山道から離れた地域での実施、

錯誤捕獲時の放獣体制等、整えておくことが重要である。当地域はアクセスが徒歩に限られるため、

捕獲個体の搬出方法は事前に調整し、必要に応じ、運搬用の施設の設置等も検討しておく必要があ

る。 

 

以上の 4地域における捕獲方法及び捕獲適期について、表 2.5.1にまとめた。 
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表 2.5.1 各地域における捕獲方法及び捕獲適期 

地 域 地域特徴 

捕獲方法 

捕獲適期 備考 

MC* 

定

点 

狙

撃 

忍

び

猟 

くく

り 

わな 

囲い 

わな 

林

道

周

辺 

大台林道 

急峻な地域であり、シカの利用可能

度は低い。粟谷小屋の管理や、事業

者などが通行に利用し、銃器を利用

する方法は限定される。 

△ ◎ △ ◎ × 春～秋 

MCは冬季に実施

する場合は適さ

ない。 

地池林道 

緩やかな尾根が連続している地域で

あり、シカの利用しやすい環境。登

山客や事業者の利用が少ないため、

柔軟な捕獲体制を組むことが可能。 

◎ ◎ ○ ○ ◎ 春～秋 

忍び猟・くくりわ

なは捕獲個体の

運搬方法を検討

しておくことが

必要。 

粟谷小屋～

西谷までの

大台林道 

林道が崩壊しており、車での通行が

不可能。そのため、捕獲方法は限定

され、捕獲地域も林道周辺地域に限

定される。 

× ○ ○ ○ × 春～秋  

高

標 

高

域 

正木ヶ原 

周辺地域 

観光客が多く、銃器を使用した捕獲

は大台ヶ原ドライブウェイが閉鎖し

ている期間に限られる。冬季は、低

標高域へ移動し、シカ密度が低く捕

獲効率が悪いことが予想される。 

× ○ ○ ◎ ◎ 
春～秋 

(特に夏) 

いずれの捕獲方

法も捕獲個体の

運搬・処理方法を

検討しておくこ

とが必要。 

*：MCはモバイルカリングを示す。 

 

2.5.5. 実施に向けた課題 

前項で、各地域における捕獲方法の提案をしたが、いずれも、「安全に、無事故で」実施すること

が基本となる。 

そのためには、捕獲の実施主体の技術力の向上が欠かせない。銃器については、職能的技術者に

よって実施され、捕獲効率の低下をできるだけ抑制するよう実施することが重要である。また、わ

なによる捕獲についても、囲いわなの設置箇所の抽出や、くくりわなの設置方法等、効率的な捕獲

を実施するために必要最低限の技術力は欠かせない。今後も地域の狩猟者の協力を得て実施する場

合は、技術力の高い特定の狩猟者に依頼することが重要で、実施者の技術力が明確でない団体に一

任することは避けるべきである。実施者の選定にあたっては、鳥獣捕獲等事業認定事業者のうち「夜

間銃猟をする捕獲従事者に関する射撃技能証明書」等を活用し、一定の技術レベルに達している従

事者であることが認められた者に実施主体として依頼することが重要である。 

効率的な捕獲を実施するためには、適切な捕獲時期に実施することが重要である。各地域に応じ

た捕獲適期及び捕獲方法は異なるため、シカの行動特性を考慮した時期と方法の選定が重要である。 

今年度は地池林道の工事のため、誘引が十分できなかった。今後も林道の工事や伐採等の影響に

より、シカの行動に影響を与えることが考えられるため、捕獲を実施する場合は他の業務との調整

が必要不可欠である。そのため、当国有林における林業の施業計画にシカの管理を組み込むこと、

もしくはシカの管理のための実施計画をできるだけ早急に作成することが効率的なシカ管理を実施

する上で最も重要なことと考える。 
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