
　　
年
々
増
加
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
野
生
鳥
獣
に
よ

年
々
増
加
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
野
生
鳥
獣
に
よ

る
被
害
。
実
は
調
査
を
開
始
し
た
平
成

る
被
害
。
実
は
調
査
を
開
始
し
た
平
成
1111((

１
９
９
９

１
９
９
９))

年
以
降
、
平
成

年
以
降
、
平
成
2222((

２
０
１
０

２
０
１
０))

年
度
を
ピ
ー
ク
に
農
作

年
度
を
ピ
ー
ク
に
農
作

物
へ
の
被
害
額
は
減
少
し
て
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
増
加

物
へ
の
被
害
額
は
減
少
し
て
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
増
加

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
の
特

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
の
特

集
で
は
、
そ
の
理
由
を
解
き
明
か
し
、
そ
れ
に
よ
る
影

集
で
は
、
そ
の
理
由
を
解
き
明
か
し
、
そ
れ
に
よ
る
影

響
や
対
策
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

響
や
対
策
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
本
来
で
あ
れ
ば
野
生
鳥
獣
は
人
間
に
お
び
え
、

本
来
で
あ
れ
ば
野
生
鳥
獣
は
人
間
に
お
び
え
、

危
険
を
感
じ
て
人
里
を
避
け
る
は
ず
で
す
。
し
か

危
険
を
感
じ
て
人
里
を
避
け
る
は
ず
で
す
。
し
か

し
実
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
野
生
鳥
獣
が
私
た
ち

し
実
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
野
生
鳥
獣
が
私
た
ち

の
生
活
圏
内
で
、
私
た
ち
の
前
に
姿
を
現
し
て
い

の
生
活
圏
内
で
、
私
た
ち
の
前
に
姿
を
現
し
て
い

ま
す
。
理
由
は
簡
単
。「
お
い
し
い
餌
」と「
隠
れ

ま
す
。
理
由
は
簡
単
。「
お
い
し
い
餌
」と「
隠
れ

場
所
」が
豊
富
に
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、
人
間
が

場
所
」が
豊
富
に
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、
人
間
が

怖
い
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
理
由
の

怖
い
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
理
由
の

一
つ
で
す
。

一
つ
で
す
。

野生鳥獣
と
私
た
ち

特集

身
近
に
潜
む
野
生

身
近
に
潜
む
野
生

人
の
前
に
姿
を
見
せ
る

人
の
前
に
姿
を
見
せ
る

����

理
由
を
ひ
も
と
く
─

理
由
を
ひ
も
と
く
─
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特集　野生鳥獣と私たち特集　野生鳥獣と私たち

　
私
た
ち
が
考
え
る
お
い
し
い
餌
と
、
野

生
鳥
獣
た
ち
に
と
っ
て
の
お
い
し
い
餌
は

少
し
違
い
ま
す
。
農
作
物
は
も
ち
ろ
ん
私

た
ち
人
間
か
ら
見
て
も
お
い
し
い
も
の
で

す
。
し
か
し
、
人
間
が
魅
力
を
感
じ
な
い

よ
う
な
も
の
で
も
、
野
生
鳥
獣
に
と
っ
て

は
ご
ち
そ
う

4

4

4

4

に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で

す
。
生
ご
み
や
収
穫
せ
ず
に
木
に
実
っ
た

ま
ま
の
柿
や
栗
、
家
庭
菜
園
で
収
穫
し
た

あ
と
の
野
菜
く
ず
な
ど
も
そ
の
例
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
う
し
た
お
い
し
い
餌
は
、

食
べ
て
も
人
間
に
怒
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
人
間
が「
被
害
」と
感
じ
な
い
よ

う
な
も
の
が
大
量
に
あ
る
人
里
は
、
野
生

鳥
獣
に
と
っ
て
は
格
好
の
餌
場
と
な
り
ま

―「
お
い
し
い
餌
」と
は
―

す
。
こ
れ
ら
は
意
図
せ
ず「
餌
付
け
」に

な
っ
て
お
り
、
鳥
獣
被
害
の
増
大
に
つ
な

が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
野
生
鳥
獣
た
ち
が「
安
全
」と
感
じ
る
の

が
、
や
ぶ
や
長
く
伸
び
た
草
が
生
い
茂
っ

た
場
所
で
す
。
普
段
は
山
林
で
生
活
を
し

て
い
る
野
生
鳥
獣
は
、
茂
み
を
伝
っ
て
隠

れ
な
が
ら
人
里
に
移
動
し
て
来
ま
す
。

　
特
に
、
農
地
に
隣
接
し
た
耕
作
放
棄
地

は
絶
好
の
隠
れ
場
所
か
つ
餌
場
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
自
分
の
所
有
す
る
敷
地
を

適
正
に
管
理
し
、
野
生
鳥
獣
に
と
っ
て
魅

力
の
な
い
場
所
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

―「
隠
れ
場
所
」と
は
―

　
個
人
が
ば
ら
ば
ら
に
被
害
対
策
を
し
て

い
る
よ
う
な
地
域
で
は
、
野
生
鳥
獣
た
ち

は
人
間
に
対
し
て
恐
れ
を
感
じ
な
く
な
っ

て
い
き
ま
す
。
追
い
払
い
を
行
う
の
は
自

分
の
農
地
が
狙
わ
れ
た
と
き
や
、
売
り
物

に
な
る
農
作
物
を
食
べ
ら
れ
た
と
き
だ

け
、
自
分
に
関
係
な
い
と
き
は
見
て
見
ぬ

ふ
り
…
。こ
れ
で
は
野
生
鳥
獣
た
ち
は「
人

間
と
い
う
種
族
」が
怖
い
と
学
習
し
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、「
少
し
隠
れ
て
や
り
過
ご

せ
ば
お
い
し
い
餌
が
食
べ
ら
れ
る
」と
い

う
こ
と
を
学
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

　
ま
た
、
高
齢
化
を
背
景
と
し
て
狩
猟
者

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
被
害
を

加
速
さ
せ
る
原
因
の
一
つ
で
す
。

―
人
を
恐
れ
な
い
野
生
鳥
獣
た
ち
―

代
表
的
な
野
生
鳥
獣

代
表
的
な
野
生
鳥
獣

2,100
1,869

2,395

1,765
1,621

1999 2005 2010 2015 2019

農作物への被害額の推移(全国)

(年)

（出典：農林水産省「野生鳥獣による被害状況の推移」）

2,500

2,000

1,500

1,000

(千万円)

� 500

シカ イノシシ カラス サル クマ
ハクビシン その他鳥類 その他獣類

(万人)

狩猟免許所持者数の推移(全国)

60

45

30

15

1975 1985 1995 2005 2015

51.8

32.6
24.6 20.4 19.0

(年)

（出典：環境省「平成29年度鳥獣統計情報」）

30～39歳 8.4％
20～29歳 4.0％18～19歳 0.1％

狩猟免許所持者の年齢割合(全国)

（出典：環境省「平成29年度鳥獣統計情報」）

60歳以上
61.6％ 50～59歳50～59歳

13.8％13.8％

40～49歳 40～49歳 
12.1％12.1％

サル イノシシ クマ

ハクビシン シカ カラス
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