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１ 管理すべき鳥獣の種類 

   ニホンジカ （Cervus nippon）（以下「シカ」という。） 

 

２ 計画の期間 

   令和５年（2023年）４月１日から令和６年（2024年）３月 31日まで 

 

３ 管理区域 

   福井県全域とする。ただし、管理は、「嶺南地域」および「嶺北地域」に区分して実

施する（図１）。ただし、シカの個体数管理を推進する上では隣接する市町の連携が重

要であるため、各農林総合事務所・嶺南振興局が所管する６つの管理ユニット（表１、

図１）に細分化し、捕獲目標の設定や進捗管理等を行う。 

 

表１ 管理の地域と関係市町 

地域区分 管理ユニット 関係市町 所管する県行政機関 

嶺北地域 

福井 福井市、永平寺町 福井農林総合事務所 

坂井 あわら市、坂井市 坂井農林総合事務所 

奥越 大野市、勝山市 奥越農林総合事務所 

丹南 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町 丹南農林総合事務所 

嶺南地域 

二州 敦賀市、美浜町、若狭町 嶺南振興局二州農林部 

若狭 小浜市、高浜町、おおい町 
嶺南振興局農業経営支援部 

嶺南振興局林業水産部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 20km 

  

図１ 管理の地域と関係市町 
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４ 生息状況 

  令和４年度においてシカは福井県全域で生息していることが確認されている。令和

４年 10 月末時点のシカの糞塊密度※の分布は図２のとおり、前年度からの糞塊密度の

変化については図３のとおりとなっている。嶺南地域では西部の高浜町やおおい町、沿

岸の半島部で糞塊密度が高い値を示している。嶺北地域では南越前町の海岸沿いや越

前市と南越前町の境界、福井市西部、池田町と大野市の境界、大野市南部の岐阜県境付

近で糞塊密度が高い値を示している。 

※糞塊密度：シカの生息密度指標として用いられる。一定区間の調査ルート上に存在するシカの糞塊数をカウントすることにより算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 令和３年度と令和４年度の糞塊密度の分布  
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図３ 糞塊密度変化率の分布（令和３年度から令和４年度） 

 

５ 捕獲および被害の状況 

（１）捕獲状況 

   表２は、令和３年度の各地域の年間捕獲実績と目標を示したものである。嶺北地域で

は、オス・メスとも捕獲目標は未達成であり、合計の達成率は３割を下回った。また、

嶺南地域においても、オス・メスとも捕獲目標は未達成であり、合計の達成率は８割程

度にとどまった。県全体および各地区の近年の捕獲数の推移については図４～７のと

おりである。なお、令和４年度の年間捕獲実績については現在集計中である。 

 

表２ 令和３年度の地域別・雌雄別の捕獲頭数および捕獲目標達成率 

 嶺北 嶺南 

 捕獲実績 

（A） 

捕獲目標 

（B） 

目標達成率 

（A/B） 

捕獲実績 

（A） 

捕獲目標 

（B） 

目標達成率 

（A/B） 

オス 2,445頭 3,000頭 0.82 2,609頭 3,000頭 0.87 

メス 2,807頭 4,200頭 0.67 3,473頭 5,000頭 0.69 

合計※ 5,256頭 7,200頭 0.73 6,089頭 8,000頭 0.76 

※「地域の合計には性不明報告を若干数含むためオス・メスの計とは一致しない。 
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図４ 福井県におけるシカ捕獲頭数の推移[区分・雌雄別]（昭和 63 年度～令和３年度） 

狩猟：登録狩猟による捕獲 

有害：農林業等の被害防止を目的とする許可捕獲（有害捕獲） 

個体数調整：第二種特定鳥獣管理計画に基づく数の調整を目的とする許可捕獲 

指定管理：福井県の実施する指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲 

S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

合計 38 54 66 42 56 147 143 133 143 146 361 457 769 843 1,302 1,205 2,173 2,487 2,605 3,117 3,477 5,606 8,475 5,865 6,561 7,058 10,492 8,271 8,312 9,795 8,667 8,752 10,453 11,345

指定管理（メス） 43 27

指定管理（オス） 23 27

個体数調整（メス） 18 25

個体数調整（オス） 24 22

狩猟（性不明） 7 17 4 20 52 20 5 8 21 22 14 46 6

狩猟（メス） 443 484 457 379 377 763 661 291 289 256 673 397 418 504 402 220 451 685

狩猟（オス） 38 54 66 42 56 147 143 130 143 124 347 402 593 470 570 566 615 617 451 547 426 860 588 291 337 225 584 278 332 238 426 172 359 493

有害（性不明） 1 2 75 2 117 114 1 3 0 32 28 27 27 5

有害（メス） 18 14 52 109 241 407 254 745 836 1,078 1,366 1,738 2,572 4,835 3,237 3,698 4,006 5,624 4,622 4,563 5,319 4,543 4,767 5,184 5,543

有害（オス） 3 4 3 67 132 325 385 370 550 619 825 935 1,402 2,299 2,040 2,100 2,405 3,590 2,966 2,991 3,681 3,246 3,552 4,278 4,512
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図５ 福井地区・坂井地区のシカ捕獲数の推移（平成 18 年度～令和３年度） 

 

図６ 奥越地区・丹南地区のシカ捕獲数の推移（平成 18 年度～令和３年度） 

 

図７ 二州地区・若狭地区のシカ捕獲数の推移（平成 18 年度～令和３年度） 

  

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

福井地区 坂井地区

指定管理（メス） 18 8 0 0

指定管理（オス） 6 12 0 0

個体数調整（メス） 0 0 0 0

個体数調整（オス） 0 0 0 0 0

狩猟（性不明） 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

狩猟（メス） 0 1 1 25 9 30 36 35 47 23 54 57 84 39 57 74 0 0 0 0 0 1 3 1 1 3 1 0 1 1 7 3

狩猟（オス） 5 9 7 30 35 43 33 26 48 30 42 62 110 31 80 85 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 0 6 4 7 4

有害（性不明） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有害（メス） 0 0 0 0 0 0 16 25 89 65 107 196 238 337 482 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有害（オス） 1 0 0 0 0 0 13 21 128 89 85 213 227 400 580 583 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1

合計 6 10 8 55 44 73 98 108 312 210 291 531 659 814 1227 1260 0 0 0 0 0 3 4 3 1 5 6 0 8 6 14 8
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奥越地区 丹南地区

指定管理（メス） 0 0 25 19

指定管理（オス） 0 0 17 15

個体数調整（メス） 4 0 14 25

個体数調整（オス） 6 2 18 20

狩猟（性不明） 0 0 0 1 15 0 0 1 1 0 1 0 4 1 25 0 0 0 0 0 1 3 0 0 13 2 2 0 3 0 9 1

狩猟（メス） 0 5 9 47 124 9 28 27 82 5 35 13 25 13 21 34 0 10 8 41 37 48 40 20 150 61 141 228 117 61 165 329

狩猟（オス） 5 16 19 93 134 25 37 55 97 6 45 10 36 8 46 39 16 27 22 83 99 93 36 29 183 77 130 106 114 41 106 228

有害（性不明） 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 22 6 11 3

有害（メス） 0 3 0 26 0 26 21 17 154 15 99 119 63 139 440 439 0 0 0 0 0 0 1 1 215 91 253 649 456 764 911 1378

有害（オス） 0 5 1 25 1 105 50 62 305 28 243 252 82 110 517 378 0 0 0 0 0 1 1 10 185 105 241 426 338 641 786 1078

合計 5 29 29 192 345 165 136 162 639 54 423 394 210 271 1059 892 16 37 30 124 137 145 78 71 746 336 767 1,409 1050 1513 2062 3096
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二州地区 若狭地区

指定管理（メス） 0 0 0 0

指定管理（オス） 0 0 0 0

個体数調整（メス） 0 0 0 0

個体数調整（オス） 0 0 0 0

狩猟（性不明） 0 0 0 1 1 0 3 47 1 0 0 2 4 1 6 4 0 0 0 5 0 1 0 3 5 0 2 16 11 5 2 1

狩猟（メス） 201 172 162 357 208 134 131 123 253 143 107 156 106 41 144 174 245 152 191 278 134 66 32 50 139 160 80 50 62 65 57 71

狩猟（オス） 182 204 157 382 139 76 170 71 163 89 65 20 113 41 90 76 238 254 206 258 129 46 46 43 90 75 47 33 38 47 30 61

有害（性不明） 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 6 21 16 2 0 0 0 2 4 2 117 102 0 0 0 31 0 0 0 0
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 （２）被害状況 

各地区におけるシカによる農作物被害面積の推移は図７のとおりである（暦年での

集計。令和４年は集計中）。過去の被害地の大部分は嶺南地域であったが、平成 23年以

降減少し続け、平成 30年に 1.5haとなった後は増加し令和３年は 8.2haとなった。嶺

北地域においては過去に被害が無かったが、近年は丹南地区を中心に被害が増加して

おり、令和３年は 43.8haの被害があった。 

地域別に被害状況を見ると、嶺北地域では、丹南地区でウメ被害のあった平成 21年

と平成 22年を除き（防護柵設置等の被害対策により被害拡大は防止された。）、平成 27

年まではほとんど被害が発生してこなかったが、丹南地区で近年シカの生息密度の増

加が著しく、平成 27～令和３年にかけて水稲や大麦の被害、越前海岸のスイセン被害

などが発生している（図８）。嶺南地域では、過去においてはシカの高い生息密度の影

響により、生育期の大麦やソバ、ウメの新芽や枝葉、田植え後の水稲の苗や稲穂等の被

害など、県内における被害の大部分が発生していたが、近年は減少傾向にある（図９）。 

更なる被害発生を防ぐためには、現在被害が発生している集落において防護柵設置

等の被害対策を適切に実施する必要がある。また、これまで嶺北地域ではシカ被害が少

なかったことから、嶺北地域の多くの集落においてはシカ被害対策への意識付けが十

分でないため、現在行っているイノシシ被害対策と併せてシカ兼用の防護柵を設置す

るよう指導を行うなど、予防的な措置を今後講じていく。 

 

 

図７ 地区別の農作物被害面積（ha）の推移（平成 19～令和３年） 

  

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

合計 65.5 57.4 77.9 73.1 104.8 54.3 35.8 19.6 15.7 26.6 10.0 20.1 28.3 51.4 52.0

福井 0.0 0.2 0.0 2.8 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 2.2 1.6 0.8 3.3

坂井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0

奥越 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 5.5 1.0

丹南 0.1 0.3 13.0 8.3 0.2 0.5 1.1 0.4 3.6 14.5 7.6 14.7 23.2 40.4 39.5

二州 34.2 22.4 40.9 46.3 55.0 39.0 10.8 14.7 9.4 8.3 0.1 0.4 2.7 3.3 1.1

若狭 31.2 34.5 24.1 15.7 49.7 14.9 23.7 4.2 2.7 3.8 2.2 1.1 0.9 1.3 7.1
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図８ 嶺北地域の農作物被害面積（ha）の推移（平成 19～令３元年） 

（野菜：キャベツ、大根、白菜等、雑穀：そば、大豆、果樹：ウメ、花き：スイセン） 

 

図９ 嶺南地域の農作物被害面積（ha）の推移（平成 19～令和３年） 

（野菜：キャベツ、大根、白菜等、雑穀：そば、大麦、大豆、果樹：ウメ、ミカン、柿等） 

 

また、シカによる林業被害面積および防除面積の推移は図 10のとおりで、年度によ

る増減のばらつきがあるものの近年の被害面積は低く抑えられている。嶺北・嶺南別の

林業被害面積および防除面積の推移を図 11 および図 12 に示しており、嶺北では過去

に被害が無かったものが近年になって被害が発生するようになっていることから、今

後も引き続き注視し、防除を続けていく必要がある。更に、シカの過採食による林内の

下層植生（草本類、ササ等）の衰退度合については図 13のとおりであり、生物多様性

の保全、希少植物の保全を図っていく観点から生態系被害としても問題となっている。

なお、下層植生衰退度は管理計画改定前の概ね５年ごとに調査されている。 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

合計 0.20 0.50 13.00 11.06 0.15 0.46 1.33 0.72 3.60 14.51 7.69 18.59 24.73 46.73 43.77

野菜 0.20 0.00 0.04 0.02 0.13 1.23 1.17 0.03 0.04 0.10 0.16

雑穀 2.76 0.50 0.07 5.23 2.01 11.94 29.50 11.18

水稲 0.10 0.11 0.24 0.36 0.70 2.83 4.68 3.70 11.66 9.10 16.11 29.58

果樹 0.10 0.30 13.00 8.30 0.00 0.22 0.44 0.02 0.24 0.62 0.04 0.12 0.21
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野菜 0.10 0.11 1.66 1.71 1.40 1.27 0.42 0.18 0.12 0.04 0.05 0.41 0.61 0.03 0.08

雑穀 37.40 41.82 45.67 47.91 93.93 42.16 21.74 18.42 11.59 11.71 1.98 1.91 0.52 3.41

水稲 16.30 10.65 16.63 11.18 8.11 9.04 12.33 0.18 0.25 0.25 0.24 1.14 1.09 4.08 3.04
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図 10 森林におけるシカによる林業被害面積および防除面積（ha）の推移（平成３年度～令和３年度）（上図：嶺北、下図：嶺南） 

 

※林業被害面積は、各年度に新たに発生した被害（剥皮、枝葉食害）の面積を示す。一度被害を受けた場合でも、再度被害を受けた場合は、新たな被害と

して集計している。防除量は、テープ巻き等（単木防除として、テープ巻き、ネット巻き、金網巻き等）および防護柵等（幼齢木防除として、防護柵、

幼齢木保護材、忌避剤）による防除面積を示し、クマ対策として実施したものも含む。  
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図 11 嶺北地域の森林におけるシカによる林業被害面積および防除面積（ha）の推移（平成３年度～令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 嶺南地域の森林におけるシカによる林業被害面積および防除面積（ha）の推移（平成３年度～令和３年度） 

 

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

被害面積(ha) 0 0 0 6 30 20 158 179 152 271 410 500 413 337 243 51 24 39 64 57 40 56 66 41 40 22 22 7 17 14 23

防除量(ha) 56 45 100 185 137 199 152 234 271 393 627 770 898 1146 529 492 420 478 488 334 309 241 237 250
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図 13 下層植生被害衰退状況推定図（令和２・３年度） 

 

６ 管理の目標 

（１）年間捕獲目標 

  第５期計画では、令和８年度末までに生息密度を嶺北・嶺南ともに 13.0 頭/km2以下

に抑えることを目標とした捕獲を推進する。生息密度を減少させるため、令和５年度は

嶺北地域で 7,200頭以上（福井地区 1,300頭、坂井地区 100頭、奥越地区 2,600頭、丹

南地区 3,200 頭）、嶺南地域で 5,500 頭以上（二州地区 2,200 頭、若狭地区 3,300 頭）

を捕獲目標とする。（表３）。 

 

  表３ 令和５年度の管理ユニット別捕獲目標頭数 

嶺 北 地 域 嶺 南 地 域 
合計 

福井 坂井 奥越 丹南 二州 若狭 

1,300頭 100頭 2,600頭 3,200頭 2,200頭 3,300頭 12,700頭 

 

 （２）被害減少の目標 

   特にシカによる農作物被害について、令和２年の農作物被害面積（51.37 ha）を令和

８年に半減することを目標として、捕獲と被害対策に取り組む（図 14～15）。 
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図 14 シカによる嶺北地域の農作物被害面積の現時点目標値（令和４年～令和８年） 

（※平成 23 年～令和３年は実績値、令和４年は集計中） 

 

 

図 15 シカによる嶺南地域の農作物被害面積の現時点目標値（令和４年～令和８年） 

（※平成 23 年～令和３年は実績値、令和４年は集計中） 
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７ 捕獲および数の調整に関する事項 

（１）狩猟 

   ・規制緩和（狩猟期の延長） 

     猟期開始日を 11 月 15 日から 2 週間前倒しして 11 月１日に、末日を 2 月 15 日

から 1 か月半延長し 3 月 31 日とし、11 月１日から 3 月 31 日とする。ただし、延

長期間についてはわな猟のみとする。 

 

（２）有害捕獲 

   ・捕獲活動への支援 

     市町が実施する有害捕獲に対する財政的支援を継続して行う。 

 

（３）指定管理鳥獣捕獲等事業 

近年、シカの生息密度が増加している丹生山地の越前海岸沿岸部では、伝統的に栽培

されてきたスイセンへのシカによる食害が激化し、営農意欲の低下や文化的景観の消

失が懸念されている。そこで、これまで捕獲圧が低かった農地背後の山間部において、

シカの個体数調整を行うことを目的に、県が実施主体となり指定管理鳥獣捕獲等事業

を実施する。 

 

（４）広域捕獲事業 

   市町の要請に基づき、有害捕獲の手が入らずシカの生息密度が高い市町境の山域に

おいてシカの個体数調整を行うことを目的に、県が実施主体となった広域捕獲事業を

実施する。 

 

８ 被害防除対策に関する事項 

（１）防護柵の整備 

   市町および市町協議会が実施する柵の設置に対する支援を継続して行う。 

 

（２）防護柵の維持管理 

防除効果の持続には、設置者による維持管理が重要であるため、市町と連携した維持

管理の指導を継続して行う。 

 

（３）集落ぐるみの防除体制の推進 

鳥獣害対策の講演会や実地での研修会等を開催し、鳥獣害対策に必要な知識や技術

を持った鳥獣害対策集落リーダーを育成する。また、住民自らが積極的に参加する対策

として、集落環境の整備や無意識の餌付け行為をしない意識付けのための注意喚起、技

術普及、可能な範囲での追い払い等、集落ぐるみの対策を推進する。 

 

９ 生息地管理に関する事項 

   農地や集落周辺等では、シカの餌場や生息場所とならないよう、水稲の二番穂等の農

作物残渣の撤去や、放棄農耕地の除草を行う他、間伐の推進による下層植生の回復や緩
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衝帯整備、林業被害防止のための樹皮剥ぎ防止対策（ネット巻き・テープ巻き等）を実

施する。 

 

１０ その他管理のために必要な事項 

（１）近隣府県との連携 

   出没情報、捕獲情報等について、近隣府県（石川県、京都府、滋賀県、岐阜県等）と

の打合せ・協議等により、周辺の動向を把握する。 

 

  【計画と実績】 

 計画 実績※ 備考 

令和元年度 5回 4回 石川県、滋賀県、岐阜県、三重県 

令和 2年度 4回 2回 石川県、滋賀県、岐阜県、三重県 

令和 3年度 3回 4回 石川県、富山県、滋賀県、京都府 

令和 4年度 3回 1回 石川県 

令和 5年度 3回 -  

   ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため打合せ等が開催できない場合があった。 

 

 （２）モニタリング調査 

   ①被害調査 

    ア 農業被害調査 

       市町が実施する実損被害面積等の聞き取り調査および農業共済による調査

により、被害状況を把握する。 

    イ 林業被害調査 

       実損被害面積等の聞き取り調査により、被害状況を把握する。 

 

   ②生息状況調査 

    ア 出猟カレンダー調査 

       狩猟者から回収したデータにより目撃効率等を把握する。 

    イ 糞塊密度調査 

       指標となる場所について、糞塊密度を調査することにより年次変化を把握

し、生息密度指標の推移を把握する。 

    ウ 生息数推定 

       糞塊密度等のデータにより個体数推定を実施する。 

 

 （３）担い手対策 

   ①狩猟者等を増やす取組の実施 

     イベント等各種機会を捉えて狩猟の魅力や鳥獣害の現状等を広く県民に周知す

るとともに、狩猟団体と連携して、狩猟免許取得の積極的なＰＲや狩猟免許取得の

ための事前講習会、狩猟免許取得後の技術向上に向けた講習会等を実施し新たな

捕獲の担い手の増加に繋げる。 
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   ②被害防止捕獲の新たな担い手（新規の有害捕獲隊員）の養成 

     有害捕獲の体制を安定的に維持し、安全で効果的な捕獲を実施するため、狩猟団

体と協力して、新規狩猟免許取得者等に対しシカの捕獲に関する実地研修会等を

開催し、捕獲隊員の早期育成を行う。 

 

    【計画と実績】 

     ○シカ捕獲研修会 

 計画 実績 備考 

令和元年度 26回 19回 
わな 14回、銃 5回 

※新型コロナウイルスの影響により 7 回中止 

令和 2年度 26回 8回 座学 1回、誘引くくりわな 2回、
森林 ICT囲いわな 5回 
※これまでと形式を変え、新たな捕獲手法の研修を実施 

令和 3年度 5回 5回 座学 1回、誘引わな猟 4回 

令和 4年度 7回 7回 座学 1回、誘引わな猟 6回 

令和 5年度 5回 -  

 

 

図 16 有害鳥獣捕獲隊員数の推移（平成 25～令和 4年度） 

 

 

 

 （４）捕獲個体の利活用 

    捕獲された個体を有効に活用し地域資源とするため、シカやイノシシなどの野生

獣肉（以下、「ジビエ」という。）試食のイベント開催等を通じて、県民がジビエを食

する機会を提供し、県民のジビエに対する食文化の醸成を図る。 

  （参考）県内には野生鳥獣を食肉に処理する施設として食品衛生法に基づく許可（食肉処理業）を受けた施設が 16 箇所ある。（3 月時点） 
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    【計画と実績】 

     ○ジビエ料理の試食会・料理講習会等の開催 

     計画 実績 備考 

令和元年度 6回 12回  

令和 2年度 6回 9回  

令和 3年度 6回 5回  

令和 4年度 6回 9回  

令和 5年度 6回 - 各地区 1回以上開催 

 


