
今
年
の
干
支
で
も
あ
る
「
イ
ノ
シ
シ
」。

皆
さ
ん
は
、
イ
ノ
シ
シ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
か
。

「
猪
突
猛
進
で
真
っ
す
ぐ
し
か
走
れ
な
い
」「
気
性
が
荒
い
」「
ウ
リ
坊
が
か
わ
い
い
」
な
ど
―
―

さ
ま
ざ
ま
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
生
態
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
身
近
な
動
物
じ
ゃ
な
い
し
―
―
」
と
思
う
人
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
近
年
は
、
白
鷹
町
で
も
イ
ノ
シ
シ
の
出
没
情
報
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

平
成
30
年
中
に
町
に
寄
せ
ら
れ
た
イ
ノ
シ
シ
の
出
没
情
報
は
10
件
ほ
ど
で
、

被
害
作
物
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
の
芋
類
や
稲
穂
な
ど
。

ま
た
、
作
物
以
外
に
も
水
田
の
畦け

い
は
ん畔

を
掘
り
起
こ
し
て
破
壊
す
る
な
ど
、

農
業
用
、
自
家
消
費
用
問
わ
ず
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
イ
ノ
シ
シ
は
私
た
ち
の
生
活
域
に
出
没
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
の
生
活
に
害
を
加
え
る
イ
ノ
シ
シ
は
悪
者
な
の
で
し
ょ
う
か
。

地
域
や
農
業
等
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
発
生
し
て
い
る
イ
ノ
シ
シ
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
、

そ
の
生
態
を
紐
解
き
、
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

イ
ノ
シ
シ
は

悪
者
か

？

成獣の体重は、60 ～ 100 ㌔。環境によっ
ては、100 ㌔を超えるものもいます。体色
は、黒褐色から赤褐色です。おなじみの「ウ
リ坊」は、生後３カ月程度まで。白または
ベージュ色の縞模様が入ります。縞模様は、
成長とともに薄くなり、消えていきます。

Form

を
掘
り
起
こ
し
て
破
壊
す
る
な
ど
、

で
は
、
な
ぜ
イ
ノ
シ
シ
は
私
た
ち
の
生
活
域
に
出
没
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
の
生
活
に
害
を
加
え
る
イ
ノ
シ
シ
は
悪
者
な
の
で
し
ょ
う
か
。

地
域
や
農
業
等
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
発
生
し
て
い
る
イ
ノ
シ
シ
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
、

そ
の
生
態
を
紐
解
き
、
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

成獣の体重は、
ては、100 ㌔を超えるものもいます。体色
は、黒褐色から赤褐色です。おなじみの「ウ
リ坊」は、生後３カ月程度まで。白または
ベージュ色の縞模様が入ります。縞模様は、
成長とともに薄くなり、消えていきます。
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イノシシは悪者か？

１_植物の根や地中のミミズなどを探すために掘り荒らされ、破壊された水田

畦畔（貝生）　２_水田に残るイノシシの足跡（針生）　３_設置された罠にか

かったイノシシ（滝野）　４_イノシシが歩き回り、踏み荒らされた麦畑（平田）

１２

３

４
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イ
ノ
シ
シ
が
私
た
ち
の
生
活
域
に

出
没
す
る
理
由
は
、
そ
の
生
態
を
知

る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

■
想
像
以
上
に
頭
が
良
い

　

食
料
の
あ
る
場
所
を
覚
え
る
、
園

地
へ
の
侵
入
に
成
功
し
た
仲
間
の
行

動
を
ま
ね
る
な
ど
、
高
い
学
習
能
力

と
記
憶
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
自
分
に
と
っ
て
無
害
で
あ

る
と
学
習
す
る
（
慣
れ
る
）
と
、
人

前
に
出
る
な
ど
大
胆
に
行
動
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

■
高
い
身
体
能
力
の
持
ち
主

　

運
動
神
経
が
良
く
、
時
速
45
㌔

の
速
さ
で
走
り
ま
す
。
ま
た
、
垂

直
１
・
２
㍍
の
高
さ
を
飛
び
越
え
る

ジ
ャ
ン
プ
力
も
持
っ
て
い
る
ほ
か
、

幅
20
㌢
の
隙
間
も
く
ぐ
り
抜
け
ら
れ

ま
す
。
さ
ら
に
泳
ぐ
こ
と
も
で
き
、

２
～
３
㌔
の
距
離
で
も
簡
単
に
泳
げ

る
そ
う
で
す
。

　

視
力
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
嗅

覚
・
聴
覚
が
高
く
、
周
囲
の
警
戒
に

あ
た
り
ま
す
。
鼻
で
押
し
上
げ
る
力

も
強
く
、
70
㌔
の
も
の
を
持
ち
上
げ

る
力
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
実
は
臆
病
で
慎
重
派

　

基
本
的
に
臆
病
な
性
格
で
、
警
戒

心
が
非
常
に
強
く
、
通
り
慣
れ
た
獣

道
を
往
復
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
猪
突
猛
進
」
と
い
う
言

葉
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
真
っ
す
ぐ
に

進
む
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
思
わ
れ

が
ち
で
す
が
、
左
右
に
曲
が
る
・
急

停
止
・
急
発
進
な
ど
縦
横
無
尽
で
す
。

　

人
を
襲
う
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り

ま
せ
ん
が
、
自
分
の
生
命
の
危
機
と

判
断
し
、
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
な
っ
て

逆
上
し
た
と
き
に
人
に
危
害
を
加
え

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
何
で
も
食
べ
る

　

食
性
は
、
植
物
食
を
主
と
し
た
雑

食
性
で
、
人
間
が
食
べ
る
よ
う
な
も

の
は
ほ
と
ん
ど
食
べ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
季
節
的
変
化
が
見
ら
れ
、

「
旬
」
の
も
の
を
食
べ
ま
す
。

■
夜
行
性
で
は
な
い

　

本
来
は
昼
行
性
の
動
物
で
す
。
し

か
し
臆
病
な
た
め
、
人
間
の
少
な
い

夜
間
に
活
発
に
行
動
し
ま
す
。

　

イ
ノ
シ
シ
は
本
来
、
平
地
を
好
む

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
間
を
避
け

る
た
め
落
葉
・
広
葉
樹
林
や
茂
み
、

耕
作
放
棄
地
や
竹
林
等
の
食
料
が
豊

富
で
身
を
ひ
そ
め
ら
れ
る
場
所
を
好

み
ま
す
。

　

ま
た
、
湿
地
な
ど
泥
浴
び
の
た
め

の
水
の
供
給
が
豊
富
で
、
人
間
活
動

が
少
な
い
と
こ
ろ
を
好
み
ま
す
。

　

全
国
的
に
も
薪
炭
と
し
て
の
森
林

利
用
の
減
少
や
、
水
田
・
畑
・
竹
林

の
放
棄
地
の
増
加
と
い
っ
た
土
地
利

用
の
変
化
が
、
イ
ノ
シ
シ
へ
の
好
適

環
境
を
作
り
、
頭
数
が
増
え
、
生
息

域
を
拡
大
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

社
会
単
位
は
、
主
に
単
独
の
オ
ス

ま
た
は
子
連
れ
の
メ
ス
グ
ル
ー
プ
と

さ
れ
、
大
所
帯
で
見
か
け
た
場
合
、

母
・
子
・
孫
の
三
世
代
グ
ル
ー
プ
の

ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

イ
ノ
シ
シ
は
ど
ん
な
動
物
？

生
態
を
知
る

季節ごとのイノシシの主な食べ物

春期
（５～６月） 草本やタケノコ

夏～初秋期
（７～９月） 双子葉植物

秋季
（10 ～ 12月）

堅果類（ドングリ・クリ）
及び動物質（昆虫・ミミズ）

晩秋～冬期
（11 ～４月）根・塊茎

１_掘り返されたジャガイモ畑（中山）２_イノシシが食い

あさった稲穂。モミをくわえてしごき取って食べる（針生） １

２
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町
で
は
、イ
ノ
シ
シ
対
策
と
し
て
、

猟
友
会
の
皆
さ
ん
の
協
力
に
よ
り
捕

獲
活
動
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
農
作
物
被
害
の
防
止
に

は
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
に
よ
る

予
防
も
重
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、「
隠
れ
る
場
所
が
な
い
」「
食
べ

物
が
少
な
い（
食
べ
ら
れ
な
い
）」と
、

イ
ノ
シ
シ
に
覚
え
さ
せ
る
こ
と
が
重

要
で
す
。

【
私
た
ち
に
で
き
る
対
策
①
】

■
近
づ
け
さ
せ
な
い

　
明
る
く
見
通
し
の
よ
い
場
所
を
嫌

う
た
め
、
家
や
畑
、
果
樹
園
等
の
外

周
の
草
地
を
刈
り
払
う
こ
と
で
イ
ノ

シ
シ
は
近
寄
り
づ
ら
く
な
り
ま
す
。

　
山
際
に
隣
接
す
る
藪
（
や
ぶ
）、

河
川
敷
や
堤
防
、
近
年
増
加
し
て
い

る
空
き
家
や
遊
休
化
し
た
農
地
な

ど
、
野
生
動
物
の
隠
れ
る
場
所
は
な

い
か
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

イノシシは悪者か？

【
私
た
ち
に
で
き
る
対
策
②
】

■
エ
サ
場
を
な
く
す

　
イ
ノ
シ
シ
は
、
食
料
が
あ
る
場
所

を
覚
え
ま
す
。
収
穫
し
な
い
果
物
や

野
菜
、
家
庭
で
出
た
生
ゴ
ミ
な
ど
、

誘
い
寄
せ
る
も
の
は
な
い
か
確
認
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

【
私
た
ち
に
で
き
る
対
策
③
】　

■
囲
い
で
守
る

　
農
業
あ
る
い
は
自
家
用
の
菜
園

は
、
私
た
ち
の
生
活
に
は
欠
か
せ
な

い
も
の
で
す
。
守
る
べ
き
畑
や
果
樹

園
は
柵
で
四
方
を
囲
み
、
侵
入
を
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。
柵
に
も
、ネ
ッ
ト
柵
、

電
気
柵
、
金
属
フ
ェ
ン
ス
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
畑
の
規

模
や
作
物
の
種
類
、
侵
入
す
る
鳥
獣

等
を
把
握
し
、
現
場
に
あ
っ
た
も
の

を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。
特
に
電
気
柵

は
、
イ
ノ
シ
シ
に
痛
み
を
覚
え
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
、
効
果
が
期
待
で
き

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
も
し
、
イ
ノ
シ
シ
に

　
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
ら 

　
基
本
的
に
警
戒
心
が
強
い
た
め
、

こ
ち
ら
が
刺
激
し
な
い
限
り
近
づ
い

て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
も
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、

慌
て
ず
、
ゆ
っ
く
り
と
静
か
に
後
ず

さ
り
し
な
が
ら
、
そ
の
場
を
離
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
声
を
出
し
た
り
、
後
ろ
を
向
い
て

逃
げ
た
り
す
る
と
、
イ
ノ
シ
シ
を
刺

激
し
て
逆
に
襲
わ
れ
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

　イノシシを含む野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法律」により守られ、

許可を受けない限りむやみに捕獲することは禁止さ

れています。確かに、私たちの生活域に現れ、農作

物を荒らすという側面では、イノシシは悪者といえ

るかもしれません。しかし、イノシシの生態を知り、

同じ目線で考えれば、彼らは生きるために必要なこ

とをしているだけであると考えることもできます。

　鳥獣対策の目的は、むやみに鳥獣を減らすことで

はなく、鳥獣による被害を減らすことです。これに

は、町や猟友会の取組みだけでは間に合いません。

町民の皆さんに協力いただきながら、私たちとイノ

シシの住むべき場所をしっかり区別できる環境を整

えることが、鳥獣被害への効果的な対策となります。

　皆さんで共通認識をもって鳥獣被害を考え、私た

ちと野生鳥獣の生活、どちらも守っていきましょう。

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
？

対
策
を
知
る

電気柵設置前の畑（右）と電気柵設置後の畑（左）

●鳥獣被害に関する問い合わせは、総務課防災管財係（☎ 85-6122）または農林課森林整備係（☎ 85-6125）まで

イノシシは悪者か？イノシシは悪者か？
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