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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 

 カラス、ツキノワグマ、カワウ、カモ類（カルガモ、マガ

モ）、サギ類（ゴイサギ、ダイサギ）、ニホンジカ、イノシ

シ、アライグマ、ハクビシン、ニホンザル 

計画期間 令和５年度～令和７年度 

対象地域 青森県十和田市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和３年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

カラス ― ― 

ツキノワグマ ― ― 

カワウ ― ― 

カモ類 ― ― 

サギ類 ― ― 

ニホンジカ ― ― 

イノシシ 
ながいも 

水稲 

78 千円、0.01ha 

139 千円、  0.1ha 

アライグマ ― ― 

ハクビシン ― ― 

ニホンザル ― ― 

計  217 千円、0.11ha 
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（２）被害の傾向 

①カラス 

カラスによる農作物被害は、平成27年度にりんご・桃などの果実で発生した

ものの、平成28年度からは報告されていない。 

②ツキノワグマ 

ツキノワグマによる農林業被害は、令和３年度において、被害額が算定でき

るほどの被害は報告されていないが、毎年８月から９月に、飼料作物のデントコ

ーンの食害を中心に、トウモロコシ・プラム・桃などで発生しており、被害区域は

主に、奥瀬・沢田・切田・米田・大不動地区となっている。 

目撃情報も広範囲に及ぶことから、今後、被害区域の拡大が懸念される。 

③カワウ、カモ類、サギ類 

カワウ、カモ類、サギ類による水産業被害は、多数の個体が生息している奥

入瀬川流域の相坂地区から奥瀬地区の広範囲にかけて漁協が放流した稚魚

等が食害を受けている。（被害額算定不能） 

④ニホンジカ 

   ニホンジカによる農林業被害は、令和２年度に初めて水稲被害（被害軽

微）が確認された。令和３年度の農林業被害は発生していないが、今後、

農作物被害や人の目が届かない森林への被害が懸念される。 

⑤イノシシ 

  イノシシによる農林業被害は、令和３年度において、８月から９月にか

けて切田地区・米田地区で発生した。被害規模は、ながいもの被害が0.01

ha、78千円、水稲への被害が0.1ha、139千円となった。市内を含め広範囲

で捕獲・目撃事例があることから、農林業への被害の拡大が懸念される。 

⑥アライグマ 

  アライグマによる農作物被害は、スイートコーン等の自家消費作物の食

害が発生している。また、畜舎等への侵入も確認されている。令和２年度

には25頭、令和３年度には51頭が捕獲されたが、捕獲時に設置したセンサ

ーカメラには未だ複数体撮影されていることから、今後、市内全域での農

作物被害等が懸念される。 

⑦ハクビシン 

   ハクビシンによる農作物被害は、令和３年度においては確認されていない

が、目撃情報が複数寄せられており、今後、農作物被害が懸念される。 

⑧ニホンザル 

   ニホンザルによる農作物被害は、平成30年度に米田地区において、桃の農

作物被害が発生したものの、令和元年度からは報告されていない。しかし、令

和３年度に、三本木・切田地区において目撃情報があったことから、今後、

農作物被害等が懸念される。 
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（３）被害の軽減目標 

指標 指標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

カラス 
被害額 ― ― 

被害面積 ― ― 

ツキノワグマ 
被害額 ― ― 

被害面積 ― ― 

カワウ 
被害額 ― ― 

被害面積 ― ― 

カモ類 
被害額 ― ― 

被害面積 ― ― 

サギ類 
被害額 ― ― 

被害面積 ― ― 

ニホンジカ 
被害額 ― ― 

被害面積 ― ― 

イノシシ 
被害額 217 千円 100 千円 

被害面積 0.11ha 0.05ha 

アライグマ 
被害額 ― ― 

被害面積 ― ― 

ハクビシン 
被害額 ― ― 

被害面積 ― ― 

ニホンザル 
被害額 ― ― 

被害面積 ― ― 

計 
被害額 217 千円 100 千円 

被害面積 0.11ha 0.05ha 
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（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等に

関する取

組 

平成29年度から、十和田市

鳥獣被害対策実施隊を組織

し、箱わなや銃器による有害鳥

獣捕獲に取り組んでいる。 

平成30年度から有害鳥獣捕

獲従事者育成支援補助金を設

け、継続して鳥獣捕獲従事者

の確保に努めている。 

 また、アライグマ、ハクビシ

ンの捕獲頭数増加を受け、令和

３年度に、小動物用箱わな 20基

を導入した。 

猟友会に新規に加入する若年者

が少なく、高齢化による脱退が進ん

でいることから、実際に狩猟及び有

害鳥獣捕獲に従事する者が減少し

ている。 

 令和３年度から農作物被害が発

生しているイノシシにおいて、箱わ

な、くくりわなを設置しているが、

匂いに敏感であり、わなを避ける傾

向にある。また、銃器による捕獲も

行っているが、日中は人前に姿を現

すことが少ないため、未だ捕獲に至

っていない。 

防護柵の

設置等に

関する取

組 

防護柵の設置については、

被害区域が広範囲であることか

ら実施していない。 

 防護柵の設置は、被害区域が広

範囲であることや設置及び維持管

理に係るコストが課題となってい

る。 

生息環境

管理その

他の取組 

 被害を受けた農家等に対し、

対象鳥獣の習性や防除方法を

説明し、被害の防止のための知

識の普及・啓発に努めた。 

 緩衝帯の整備は、農家等への負担

が大きく、実施が困難である。 

 

（５）今後の取組方針 

 平成29年度から「十和田市鳥獣被害対策実施隊」を編成し、有害鳥獣捕獲に

取り組んでおり、今後も実施隊を中心に、農作物被害等の防止・軽減に努める。 

ツキノワグマについては、農林業被害等の状況（被害区域・被害発生時期な

ど）を勘案し、箱わなによる確実な捕獲に取組む。 

出没範囲が拡大しており、住宅街への出没も想定されることから、人的被害

防止のため銃器を用いた緊急的な捕獲を実施するなど、適切に対処する。 

カラス、カワウ、カモ類、サギ類については、農作物等の被害状況に応じて、

銃器による捕獲を実施する。 

ニホンジカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシンについては、目撃や農林業被害

等の情報収集に努めるとともに、積極的な有害鳥獣捕獲を実施する。 

ニホンザルについては、目撃や農作物被害等の情報収集に努めるとともに、

被害状況に応じて、箱わなによる捕獲を実施する。 

なお、実施隊員は、市の非常勤職員として人的被害防止等の職責を担うた

め、銃器を取り扱う技術の向上や、狩猟及び野生鳥獣に対する知識等の習得に

積極的に努める。 
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３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

平成29年度より「十和田市鳥獣被害対策実施隊」を編成しており、隊員のうち

捕獲を適正かつ効果的に行うことができる技能を有する狩猟免許所持者を対象

鳥獣捕獲員に任命し、対象鳥獣の捕獲等に従事させている。 

また、関係機関・団体との緊密な連携のもと、被害状況の速やかな把握・情報

共有に努める。 

ツキノワグマについては、人的被害防止のため、市が発信する電子メール「安

全・安心メール」、防災無線放送、広報誌等を活用し、市民に対し目撃場所等を

周知し、注意喚起する。 

  ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシの捕獲は、わな及びライフル銃以外の銃

器を基本とするが、これらの方法での捕獲が困難な場合は、 射程が長く、捕獲

能力の高いライフル銃を使用する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 

～ 

令和７年度 

カラス 

ツキノワグマ 

カワウ 

カモ類 

サギ類 

ニホンジカ 

イノシシ 

アライグマ 

   ハクビシン 

ニホンザル 

・・ 十和田おいらせ農業協同組合、奥入瀬川

鮭鱒増殖漁業協同組合、奥入瀬川漁業

協同組合及び担い手農家等を対象に、実

施隊（猟友会）等による研修会の開催や

情報提供に努め、新規の狩猟者 の育成

や、捕獲従事者の掘り起こしを図る。 

・ 対象鳥獣の捕獲については、被害の状況

（被害区域・被害時期・箱わな設置場所な

ど）を見極め、より効果的な捕獲手法を検

討する。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

■カラス 

  数年間農作物等の被害は報告されていないが、依然として農作物等へ

の被害の発生が懸念されており、市街地における騒音や糞尿被害といっ

た環境被害が報告されていることから、個体数を減少させるため捕獲計

画数を50羽とする。 

 

■ツキノワグマ 

市内の広範囲において目撃及び被害が発生していることから、引き続き

農林業被害の防止・軽減及び人的被害の防止のため、捕獲計画数を15頭と

する。 
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■カワウ、カモ類、サギ類 

継続して奥入瀬川流域での稚魚等の水産物被害が発生していることか

ら、個体数を減少させるため、捕獲計画数をカワウ、カモ類は50羽、サギ類

は15羽とする。 

 

■ニホンジカ 

青森県第二種特定鳥獣管理計画（第１次ニホンジカ）により県内全域

で個体群の排除が行われており、当市においても令和２年度に初めて軽

微ではあるが農作物被害が発生したことから、予察捕獲も含めて可能な

限り捕獲する。 

 

■イノシシ 

  青森県内では絶滅したものとされていたが、近年、県南地域を中心に

目撃情報が報告されており、当市においても令和２年度に初めて目撃さ

れ、令和３年度には農作物被害が発生した。イノシシの個体群の増加は農

林業に深刻な被害をもたらすことから、予察捕獲も含めて可能な限り捕

獲する。 

 

■アライグマ 

  国から特定外来生物に指定されており、令和元年度の青森県の調査に

より当市においても生息が示唆され、令和２年度に初めて捕獲されたこ

とから、予察捕獲も含めて可能な限り捕獲する。 

 

■ハクビシン 

  国から重点対策外来種に指定されており、当市においても目撃されて

いることから、予察捕獲も含めて可能な限り捕獲する。 

 

■ニホンザル 

  これまで捕獲の実績はないが、農場や市街地周辺での目撃情報がある

ことから、出没状況により必要最小数を捕獲する。 
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過去の捕獲実績（令和元～３年度） 

対象鳥獣 
捕獲実績数  

元年度 ２年度 ３年度 

カラス  5羽   ２羽     ２羽 

ツキノワグマ  18頭  24頭 16頭 

カワウ  12羽  15羽  4羽  

カモ類  30羽  20羽 19羽  

サギ類 － － －  

ニホンジカ － － １頭  

イノシシ － － －  

アライグマ － 25頭  51頭  

ハクビシン －  ２頭 －  

ニホンザル － － －  

捕獲計画数（令和５～７年度） 
 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和５年度 令和６年度 令和７度 

カラス 50羽 50羽 50羽 

ツキノワグマ 15頭 15頭 15頭 

カワウ 50羽 50羽 50羽 

カモ類 50羽 50羽 50羽 

サギ類 15羽 15羽 15羽 

ニホンジカ 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

イノシシ 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

アライグマ 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

ハクビシン 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

ニホンザル 必要最小数 必要最小数 必要最小数 
 

 

 

 

 捕獲等の取組内容 

捕獲については、「青森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」に基づき、対象鳥獣

の被害状況に応じて捕獲方法や捕獲場所を検討し、最も効果が期待できる方法

で実施する。 

 

■カラス 

  農作物の被害地域及び周辺において銃器(ライフル銃除く)により捕獲

する。また、市街地周辺においては、箱わなによる捕獲を行う。 
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■ツキノワグマ 

  箱わな設置による方法を基本とするが、緊急捕獲等、出没状況に応じて

銃器を使用する。 

 

■カワウ、カモ類、サギ類 

  胃の内容物の調査等により、奥入瀬川流域において放流した稚魚等の食

害が確認されており、銃器（ライフル銃除く）により捕獲する。 

 

■ニホンジカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン 

  周辺の住環境等を考慮しながら、わなや銃器等により可能な限り捕獲

を行う。 

 

■ニホンザル 

 捕獲の必要性が生じた場合は、周辺の住環境等を考慮しながら、箱わな

や銃器等により必要最小数の捕獲を行う。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシの捕獲は、わな及びライフル銃以外の銃器を

基本とするが、これらの方法での捕獲が困難な場合は、射程が長く、捕獲能力の高

いライフル銃を使用する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

十和田市 無し（権限委譲済み） 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

無し 無し 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

無し 無し 
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５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 

～ 

令和７年度 

ツキノワグマ 

ニホンジカ 

イノシシ 

・対象鳥獣の誘引源となる廃棄農作物の処理

方法や生ゴミの管理を厳重にするなどに

ついて、市が発信する広報誌や「安全・安

心メール」を活用して、被害防止活動普及

・啓発に努める。 

・対象鳥獣の目撃報告があった場合、市の防災

無線放送や「安全・安心メール」等により、

出没情報等の提供及び注意喚起を行う。 

カラス 

アライグマ 

ハクビシン 

ニホンザル 

・対象鳥獣による農産物被害等の防止に関す

る知識の普及・啓発に努める。 

・対象鳥獣の目撃及び被害情報の収集 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

十和田市 

被害状況の把握及び「安全・安心メ

ール」等の活用による市民への周知注

意喚起を行う。 

また、県・警察等と連携した対応を図

る。（市民の避難誘導、県・警察への緊

急捕獲の連絡・情報共有、十和田市鳥獣

被害対策実施隊への緊急捕獲の指示、

巡回活動、市民の避難誘導等） 

十和田警察署 

銃器等の取扱いに関する助言指導を 

行うとともに、市と連携した対応を図 

る。（現地確認、被害状況の把握、市等 

との情報共有、巡回活動、市民の避難 

誘導等） 

青森県上北地域県民局 

地域農林水産部 

林業振興課・農業普及振興室 

市と連携した対応を図る。（被害状況 

の把握、市等との情報共有等） 

十和田市鳥獣被害対策実施隊 

（一般社団法人青森県猟友会 

十和田市支部） 

市と連携し、緊急捕獲等の対応を図 

る。（箱わな・銃器を用いた捕獲、巡回 

活動、市民の避難誘導等） 

十和田地域広域事務組合消防本部 人的被害発生時に対応する 
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（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した対象鳥獣は「青森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」に基づき、適正

に処理する。特に、銃器に鉛弾を使用する場合は、確実に捕獲個体を回収す

る。 

なお、捕獲した鳥獣の処理体制については、十和田市廃棄物担当部局と連

携し、捕獲者や廃棄物処理業者等の関係者に周知する。 

また、十和田市有害鳥獣被害防止対策協議会の捕獲事業により捕獲された鳥

獣は、協議会の構成員である十和田市等が、廃棄物の排出者として適正に処理

することとする。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 

ペットフード 

皮革 

捕獲した対象鳥獣は、食品としての利用に適さない

又は捕獲数が少なく食品等としての利用促進が困難

であるため、上記７のとおり適切に処理する。 

また、学術研究機関から要請があった場合は、検体と

して提供する。 

その他 

（油脂、骨製品、角製

品、動物園等でのと体

給餌、学術研究等） 

 

（２）処理加工施設の取組 

予定なし 

 

市民 

（通報）

者） 

十和田警察署 

十和田市鳥獣被害対策実施隊 

（一般社団法人青森県猟友会 十和田市支部） 

消防本部 
※人的被害発生時 

 現 
 

地 

上北地域県民局地域農林水産部 

 

①通報 

②連携 

④事後報告 

①通報 

①通報 

鳥獣保護管理

員 

②連携 

②連携 

出動要請 

③被害対策等 

③被害対策等 

③被害対策等 

救急対応 

十和田市 
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（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

予定なし 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 十和田市有害鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

環境省十和田八幡平国立公園管理 

事務所 

・国指定十和田鳥獣保護区での捕獲 

 許可 

 

十和田警察署 

・クマが出没した際の現場確認・巡 

 回等 

・銃器等の取扱いに関する指導・助 

 言 

青森県上北地域県民局 

地域農林水産部  

林業振興課・農業普及振興室 

・対象鳥獣関連情報の提供 

・被害防止計画、被害対策、及び被害 

 防止技術の指導・助言 

一般社団法人 

青森県猟友会十和田市支部 

・対象鳥獣関連情報の提供 

・捕獲の実施 

十和田おいらせ農業協同組合 ・農作物被害に関する情報提供 

奥入瀬川鮭鱒増殖漁業協同組合 ・水産物被害に関する情報提供 

奥入瀬川漁業協同組合 ・水産物被害に関する情報提供 

 

十和田市農林商工部農林畜産課 

・協議会事務局の担当 

・協議会に関する連絡・調整 

・被害対策の実施 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

林野庁 東北森林管理局  

三八上北森林管理署 

・ツキノワグマ等鳥獣の出没情報の 

 提供 

・被害防止対策の助言 

・林業被害に関する情報提供 

 

上十三地区森林組合 

・ツキノワグマ等鳥獣の出没情報の 

 提供 

・林業被害に関する情報提供 

 

上北森林組合 

・ツキノワグマ等鳥獣の出没情報の 

 提供 

・林業被害に関する情報提供 
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（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

十和田市鳥獣被害対策実施隊を平成 29年４月 28日に設置。 

実施隊員は、一般社団法人青森県猟友会十和田市支部が推薦し、市が任命す

る。 

規模構成、被害防止対策等については、別紙 十和田市鳥獣被害対策実施隊体

制図のとおり。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

 

 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

対象鳥獣の捕獲等に関して、隣接する市町村や関係団体と連携を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

十和田市鳥獣被害対策実施隊体制図 

 

 

十和田市長 

 

                     ・（一社）青森県猟友会十和田市支部から任命する。 

・隊員のうち捕獲を適正かつ効果的に行うことができる技        

能を有する狩猟免許所持者を,有害鳥獣の捕獲等に従事

させる（対象鳥獣捕獲員）。 

・対象鳥獣の捕獲（有害鳥獣捕獲）を指示する。 

 

十和田市鳥獣被害対策実施隊 

隊 長     １名 

隊 員   62 名 

事務局 十和田市農林畜産課 

実施隊の主な役割 

 

・市長が指示する対象鳥獣の捕獲（有害鳥獣捕獲） 

・緊急時における対応（住宅地等へのツキノワグマの出没など） 

○箱わな・銃器を用いた捕獲 

○巡回活動 

○避難誘導 など 

・その他、野生鳥獣による農林水産業及び人的被害防止にあた 

   り必要な対応等 

※ （令和 ４年 ９月 30日現在） 

 

 

 

 

 


