
令 和 ６ 年 ８ 月

環境エネルギー部みどり自然課

鳥獣保護区制度の概要について 

鳥獣保護区は、鳥獣の保護の見地から「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律」に基づき指定される区域で、環境大臣が指定する国指定鳥獣保護区と、都道

府県知事が指定する都道府県指定鳥獣保護区の２種類がある。 

また、環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又はその生息

地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区に指定することがで

きる。 

鳥獣保護区内においては、狩猟が禁止されるほか、特別保護地区内においては、さら

に一定の開発行為が規制される。 

※鳥獣保護区指定状況（令和６年８月１日現在）

資 料 ２ 

制度の概要 規制の概要 存続期間
　鳥獣の保護を図るため、
必要があると認められる地
域に指定するもの。

・狩猟を禁止
20年以内
期間は更新が可

特別保護地区
(法第29条）

　鳥獣保護区の区域内にお
いて、鳥獣の保護及びその
生息地の保護を図るため、
必要があると認められる地
域に指定するもの。

【要許可行為】
・工作物の新築等
・水面の埋立、干拓
・木竹の伐採

※1ha以下の埋立、干拓や
住宅の設置など鳥獣の保護
に支障がない行為として政
令に定める不要許可行為が
ある。

鳥獣保護区の存続
期間の範囲内

区分

鳥獣保護区
(法第28条）

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha)

森林鳥獣生息地

大規模生息地

集団渡来地 2 1,576 1 39

集団繁殖地

希少鳥獣生息地 1 28,677 1 4,561

生息地回廊

身近な鳥獣生息地

計 3 30,253 2 4,600

森林鳥獣生息地 29 53,105 8 4,279

大規模生息地 1 13,787 1 1,289

集団渡来地 1 184

集団繁殖地 1 276

希少鳥獣生息地

生息地回廊

身近な鳥獣生息地 19 5,854

計 51 73,206 9 5,568

合計 54 103,459 11 10,168

うち特別保護地区指定者別

国

県

区分
鳥獣保護区
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鳥獣保護区の指定区分ごとの方針について 

「山形県第 13次鳥獣保護管理事業計画」より 

番
号 

指定区分 方 針 

１ 森林鳥獣生息地の保護区 

イヌワシ、クマタカといった希少な猛禽類をはじめ、
森林に生息し又は森林を餌場にする鳥獣の保護を図る
ため、良好な森林生態系が形成されている地域につい
て、鳥獣保護区の新設又は区域の拡大の必要性について
検討する。 
既存区域の指定更新にあっては、希少な猛禽類の生息

地であって生息環境を安定して保全する必要があると
認められる鳥獣保護区又は自然環境保全地域の区域を
含む鳥獣保護区の指定を更新する場合、新たな存続期間
を20年として更新するものとする。 

２ 大規模生息地の保護区 

行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣をはじめその地域に生
息する多様な鳥獣相を保護するため、大規模生息地につ
いて、県内の状況を点検し、鳥獣保護区の新設又は区域
の拡大の必要性について検討する。 
既存区域の指定更新にあっては、希少な猛禽類の生息

地であって生息環境を安定して保全する必要があると
認められる鳥獣保護区の指定を更新する場合、新たな存
続期間を20年として更新するものとする。 

３ 集団渡来地の保護区 

集団で渡来する渡り鳥等の保護を図るため、これらの
渡来地である干潟、湿地、湖沼等のうち必要な地域につ
いて、県内の状況を点検し、鳥獣保護区の新設又は区域
の拡大の必要性について検討する。 

４ 集団繁殖地の保護区 

集団で繁殖する鳥類等の保護を図るため、島しょ、断
崖、樹林、草原、砂地、洞窟等における集団繁殖地のう
ち必要な地域について、県内の状況を点検し、鳥獣保護
区の新設の必要性について検討する。 

５ 希少鳥獣生息地の保護区 

絶滅危惧種にあたる鳥獣若しくは準絶滅危惧種（Ｎ
Ｔ）、情報不足（ＤＤ）又は絶滅のおそれのある地域個
体群（ＬＰ）として環境省又は本県が作成した最新のレ
ッドリストに掲載されている鳥獣の生息地であって、こ
れらの鳥獣の保護上必要な地域について、県内の状況を
点検し、鳥獣保護区の新設の必要性について検討する。

６ 生息地回廊の保護区 

生息地が分断された鳥獣の保護を図るため、生息地間
をつなぐ樹林帯や河畔林等であって鳥獣の移動経路と
なっている地域又は鳥獣保護区に指定することにより
鳥獣の移動経路としての機能が回復する見込みのある
地域のうち必要な地域について、県内の状況を点検し、
鳥獣保護区の新設の必要性について検討する。 

７ 
身近な鳥獣生息地の保護

区 

市街地及びその近郊において鳥獣の良好な生息地を
確保し若しくは創出し、豊かな生活環境の形成に資する
ため必要と認められる地域又は自然とのふれあい若し
くは鳥獣の観察や保護活動を通じた環境教育の場を確
保するため必要と認められる地域について、鳥獣保護区
の新設又は区域の拡大の必要性について検討する。 
既存区域の指定更新にあっては、自然環境保全地域の

区域を含む鳥獣保護区の指定を更新する場合、新たな存
続期間を20年として更新するものとする。 
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令 和 ６ 年 ８ 月 

環境エネルギー部みどり自然課 

狩猟鳥獣捕獲禁止区域制度の概要について 

鳥獣の保護を図る必要が認められる区域のうち、農林業等への被害の原因となる狩猟

鳥獣の捕獲等を促進する必要がある区域については、法第 12 条第２項に基づき、当該

狩猟鳥獣を除いて狩猟鳥獣の捕獲等を禁止する区域（以下、「狩猟鳥獣捕獲禁止区域」

という。）を指定し、農林業被害の軽減と鳥獣全般の保護の両立を目指すものとする。 

【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（抜粋）】 

（対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限）  

第十二条 環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣があ

る場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 

一 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。  

二 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。  

三 当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲

等をすることを禁止すること。 

２  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特に保護を図る必要があると認める対象狩猟

鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすること

ができる。 

※狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定計画（山形県第 13次鳥獣保護管理事業計画より抜粋）

名称 所在地 変更区分 移動前の面積 移動面積 移動後の面積 番号 名称 所在地 指定面積 指定期間

神室

(新庄市
金山町
最上町)
新庄市
金山町

区域縮小
指定振替

9,384 -5,382 4,002 4 神室 最上町 5,382

屋敷平 最上町
満了

指定振替
1,809 -1,809 0 5 屋敷平 最上町 1,809

R6 愛宕山 山形市
満了

指定振替
536 -536 0 6 愛宕山 山形市 536 R6.11.1から

R16.10.31まで
10年

小国 小国町
区域縮小
指定振替

(2,455)
2,458

-2,312 146 7 小国 小国町 1,182

R7 東根 白鷹町
満了

指定振替
1,610 -1,610 0 8 東根 白鷹町 1,610 R7.11.1から

R17.10.31まで
10年

合計 5 箇所
(15,791)
15,794

-11,649 4,148 5 箇所 10,519

R4
R4.11.1から

R14.10.31まで
10年

イノシシ・ニ
ホンジカ・ツ
キノワグマを
除く

年度
鳥獣保護区の 指定面積の移動 狩猟鳥獣捕獲禁止区域

備　考
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全体図 

③愛宕山狩猟鳥獣

捕獲禁止区域

②小国狩猟鳥獣

捕獲禁止区域 ①小国特別保護地区
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山形盆地の縁辺との比較的穏やかな山地であり、火山性の石英安山岩を母岩とし
　ている。

　別表１のとおり

（１）当該地域の概要

ア 狩猟鳥獣捕獲禁止区域の位置

山形市街地の東部から北部に向かって流れる馬見ヶ崎川に隣接しており、都市
　公園「鈴川公園（197ha）」を含み、憩いの場として多くの市民が訪れる。

イ 地形、地質等

４　指定区域における鳥獣の生息状況

（様式１）

愛宕山狩猟鳥獣捕獲禁止区域　指定計画書（案）

１　狩猟鳥獣捕獲禁止区域の概要

（１）狩猟鳥獣捕獲禁止区域の名称

愛宕山狩猟鳥獣捕獲禁止区域

イ 利用者等の人身被害の発生や、ゴミの投げ捨て、たき火等による鳥獣の生息への
影響等を防止するため、普及啓発活動や現場巡視等を実施し、区域内の良好な生息
環境の維持に努め、鳥獣の安定的な生息に支障が及ぶことのないよう留意する。

ウ 農林業被害の発生状況の把握に努め、有害鳥獣捕獲の申請に対しては、農林業被
害や人身被害等の実情を十分考慮して適切に対応する。

３　狩猟鳥獣捕獲禁止区域の面積内訳

（２）狩猟鳥獣捕獲禁止区域の区域

ア 鳥獣保護管理員等による鳥獣のモニタリング調査等を通して、区域内の鳥獣の生
息状況の把握に努める。

別添区域説明図のとおり

（３）狩猟鳥獣捕獲禁止区域の存続期間

令和６年11月１日から令和16年10月31日まで（10年間）

２　狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定に関する指針

（１）狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定目的

この区域は、昭和39年から愛宕山鳥獣保護区として鳥獣の保護を図ってきた区域で
　あり、ニホンカモシカやタヌキなどの森林型の獣類や、ヤマドリ等の鳥類が多数・多
　様に生息し、北東部が高瀬・山寺天童方面、南東部が宝沢・蔵王・上山方面に接続さ
　れ、森林型の鳥獣が広範囲に移動・拡散する中継地としての性格を有している。一方、
　近年は、イノシシやツキノワグマの出没増加、周辺地域へのニホンジカの流入等によ
　り、農林業被害や人的被害への対応が常に必要な状況となっている。

　このため、愛宕山鳥獣保護区は期間満了をもって廃止とし、新たにイノシシ、ニホ
ンジカ、ツキノワグマの狩猟に制限を設けない狩猟鳥獣捕獲禁止区域として指定
し、農林業等の被害軽減と鳥獣全般の保護の両立を目指すものである。

（２）管理方針
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（３）当該地域の農林水産物の被害状況

　※（　）内の数値は既設の本数

　なし

５　狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定及び維持管理に関する事項
（１）狩猟鳥獣捕獲禁止区域用制札　　　　　　16本（　）

６　参考事項

　なし

（２）生息する鳥獣類

ア 鳥類

別表２のとおり

イ 獣類

別表３のとおり

ミズナラ群落とスギ・ヒノキ植林が大半を占めるが、盃山から愛宕山にはわが国
　北限のアベマキの群落が見られる。

エ 動物相の概要

ヤマドリなどの鳥類やタヌキなどの獣類が生息する区域であるが、イノシシやツ
キノワグマが周辺の耕作地に出没する。

ウ 植物相の概要
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別表１　　愛宕山狩猟鳥獣捕獲禁止区域の面積内訳

◆形態別面積内訳

ha 536 ha 536 ha
ha 502 ha 502 ha

ha ha ha
ha 4 ha 4 ha

ha 30 ha 30 ha

◆所有別面積内訳

国有地 ha 4 ha 4 ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha 4 ha 4 ha
ha ha ha
ha 54 ha 54 ha
ha 9 ha 9 ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha 9 ha 9 ha
ha ha ha
ha 45 ha 45 ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha 8 ha 8 ha
ha 37 ha 37 ha
ha ha ha
ha 474 ha 474 ha
ha 65 ha 65 ha
ha 9 ha 9 ha
ha ha ha
ha 56 ha 56 ha
ha 379 ha 379 ha
ha 30 ha 30 ha
ha 4 ha 4 ha
ha 536 ha 536 ha

◆他法令による規制区域

ha ha ha

ha ha ha

ha ha ha

（注）

２．面積の精査により、数値の変更があった場合は、精査前の面積を既存面積の項に（　）書きで上段に記載する。

５．「他の法令による規制区域」については、自然環境保全法に基づく指定地域（国指定自然環境保全地域及び県指定自然
 環境保全地域）、自然公園法に基づく指定地域（国立公園、国定公園及び県立自然公園）、文化財保護法に基づき区域
 指定地域されている地域のいずれかに該当する場合に、それら規制区域ごとに名称と面積を記入する。

狩猟鳥獣捕獲禁止区域
既 存 面 積

林　野

農耕地

水  面

その他

拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

砂防指定地

その他

普通林

国有林

林野庁所管

　制限林

保安林

狩猟鳥獣捕獲禁止区域

総面積

既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

文部科学省所管

国有林以外の国有地

保安林

　環境省所管

地方公共団体有地

都道府県有地

制限林地

保安林

砂防指定地

その他

普通林地

その他

市町村有地等

制限林地

公有水面

砂防指定地

その他

普通林地

その他

私有地等

制限林地

保安林

砂防指定地

その他

普通林地

その他

特別地域

普通地域

計

狩猟鳥獣捕獲禁止区域

自然環境保全法による地域

既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

１．ヘクタール単位とし、原則として小数点以下を四捨五入する。

３．「形態別内訳」の水面については、干潟の面積を内数で〈　〉書きで記入する。
４．「所有者別内訳」の保安林については、森林法第25条第１項各号の目的別に面積を記載する。

自然公園法による地域

特別保護地区

特別地域

文化財保護法による地域

普通地域
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鳥　類 愛宕山狩猟鳥獣捕獲禁止区域

目 科 種または亜種 種の指定等（国） 種の指定等（県） 備考
キジ目 キジ科 〇 ヤマドリ － ＮＴ 留鳥

キツツキ目 キツツキ科 コゲラ － － 留鳥
アカゲラ － － 留鳥
アオゲラ － － 留鳥
ヤマゲラ － － 留鳥

スズメ目 カササギヒタキ科 サンコウチョウ － ＶＵ 夏鳥
カラス科 〇 カケス － － 留鳥

〇 ハシボソガラス － － 留鳥
シジュウカラ科 〇 ヤマガラ － － 留鳥

〇 ヒガラ － － 留鳥
〇 シジュウカラ － － 留鳥

ヒヨドリ科 〇 ヒヨドリ － － 留鳥
ウグイス科 〇 ウグイス － － 留鳥

ヤブサメ － － 夏鳥
エナガ科 エナガ － － 留鳥
ムシクイ科 センダイムシクイ － － 夏鳥
メジロ科 〇 メジロ － － 留鳥

ミソサザイ科 ミソサザイ － － 留鳥
ムクドリ科 〇 ムクドリ － － 留鳥
ヒタキ科 トラツグミ － ＮＴ 留鳥

〇 ツグミ － － 冬鳥
オオルリ － ＮＴ 夏鳥

セキレイ科 〇 キセキレイ － － 留鳥
ホオジロ科 ホオジロ － － 留鳥

合計 ３目 １５科 ２４種

獣　類

目 科 種または亜種 種の指定等（国） 種の指定等（県） 備考
ネコ目 イヌ科 〇 タヌキ － －

キツネ － －
イタチ科 テン － －

イタチ － －
クマ科 〇 ツキノワグマ 国際希少

ウシ目 イノシシ科 〇 イノシシ － －

ウシ科 〇 ニホンカモシカ 特別天然記念物 －

ネズミ目 リス科 ニホンリス － －
ウサギ目 ウサギ科 〇 ノウサギ －

合計 ４目 ７科 ９種
(注)
１．データは鳥獣保護区管理調査結果等に拠る。
２．鳥獣の目・科・種（和名）及び配列は、鳥類については「日本鳥類目録　改訂第７版（日本鳥類学会、2012年）」、獣類につ
　いては「日本野生鳥獣目録（環境省自然環境局　野生生物課、平成14年7月）」に拠った。
３．種の指定等の要件は次の通りである。

　環境省レッドリスト(平成24年改訂)、県レッドリスト【鳥類】（2015）、レッドデータブックやまがた【野生動物】（2019）
　ＣＲ：絶滅危惧ⅠＡ類、　ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、　ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、
　ＮＴ：準絶滅危惧、　ＤＤ：情報不足

　国内希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種
　国際希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国際希少野生動植物種
　天然記念物：文化財保護法による天然記念物、特別天然記念物：文化財保護法による特別天然記念物

４．◯印は当該区域において一般的に見られる鳥獣。アンダーライン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
　第２条第４項に規定する希少鳥獣又は天然記念物に指定された鳥獣。
５．備考欄には、鳥類については、留鳥、夏鳥、冬鳥、旅鳥又は迷鳥の別を記載する。

（別表２）

（別表３）
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（様式１）

小国特別保護地区　指定計画書（案）

１　特別保護地区の概要

（１）特別保護地区の名称

小国特別保護地区

３　特別保護地区の面積内訳

　別表１のとおり

４　指定区域における鳥獣の生息状況

（１）当該地域の概要

（２）特別保護地区の区域

ア 鳥獣保護管理員等によるモニタリング調査等を通して、区域内の鳥獣の生息状況の把
握に努める。

イ 利用者等によるゴミの投げ捨て、たき火等による鳥獣への影響等を防止するため、普
及啓発活動や現場巡視等を実施し、区域内の良好な生息環境の維持に努め、鳥獣の安定
的な生息に支障が及ぶことがないよう留意する。

別添区域説明図のとおり

（３）特別保護地区の存続期間

令和６年11月１日から令和16年10月31日まで（10年間）

２　特別保護地区の保護に関する指針

（１）特別保護地区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

（２）特別保護地区の指定目的

小国鳥獣保護区は、小国町の中心部から南西側に位置し、標高500メートル前後の低山
　が連なる丘陵地帯で、ミズナラやコナラ等の落葉広葉樹林の中にスギ、カラマツ林等が混
　在する変化に富んだ林相となっている。周囲には、荒川や足水川等の河川が流れ、ツキノ

ワグマやニホンカモシカといった大型鳥獣をはじめとする森林鳥獣が多数生息している。
当該区域は、険しい地形でブナ、ナラ等が自然林の状態にあり、鳥獣の良好な生息地と

　して特に重要な区域となっている。
　このため、特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、引き続き、鳥

　獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第１項に規定する特別保護地区
　に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

（３）管理方針

ア 特別保護地区の位置

小国町の中心から南西部に位置する。

イ 地形、地質等

地形は凝灰石が主体で、険しい地形であるが、尾根上は全体的に低平である。

エ 動物相の概要

ブナ、ナラなどが、自然林に近い状態で残る植生である。

ウ 植物相の概要

ツキノワグマやニホンカモシカなどの森林鳥獣をはじめ、多様な鳥獣が生息してい
 る。
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（２）生息する鳥獣類

ア 鳥類

　※（　）内の数値は既設の本数

別表２のとおり

イ 獣類

別表３のとおり

（３）当該地域の農林水産物の被害状況

①当該地域の加害鳥獣及び被害作物・樹木名等

②小国町の年度別個体数調整許可件数

７　参考事項

（１）当初指定　昭和45年３月31日（昭和45年３月16日県告示第248号）

５  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第32条の規定による補償に関する事項

    当該鳥獣保護区内に鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設を設置することにより被害を受けた
  者に対しては、通常生ずべき損失を補償する。

６　鳥獣保護区特別保護地区の指定及び維持管理に関する事項

　（１）特別保護地区用制札　　　　　２本（  ）

　（２）案内板　　　　　　　　　　　５基（５）

（２）経緯

ア 昭和49年９月30日　再指定（昭和49年９月30日県告示第1409号）

イ 昭和59年４月１日　再指定（昭和58年10月18日県告示第1618号）

ウ 平成６年11月１日　再指定（平成６年10月４日県告示第1054号）

エ 平成16年11月１日　再指定（平成16年10月29日県告示第1017号）

オ 平成26年11月１日　再指定（平成26年10月31日県告示第923号）

種名 主な被害作物・樹木名等

ツキノワグマ スギの皮剥ぎ

種名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計

ツキノワグマ 1 1 1 3
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別表１　　小国鳥獣保護区・特別保護地区の面積内訳

◆形態別面積内訳

(2,455)
2,458 ha -2,312 ha     146 ha

(143)
146 ha 0 ha    146 ha ha ha ha

(2,325)
2,328 ha -2182 ha     146 ha

(143)
146 ha 0 ha    146 ha ha ha ha

11 ha -11 ha 0 ha ha ha ha ha ha ha
15 ha -15 ha 0 ha ha ha ha ha ha ha

104 ha -104 ha 0 ha ha ha ha ha ha ha

◆所有別面積内訳

国有地 1,097 ha -961 ha 136 ha 136 ha 0 ha 136 ha ha ha ha
1,097 ha -961 ha 136 ha 136 ha 0 ha 136 ha ha ha ha
1,097 ha -961 ha 136 ha 136 ha 0 ha 136 ha ha ha ha

(1,070)
1,065 ha -930 ha     135 ha

　(136)
  135 ha 0 ha    135 ha ha ha ha

(1,070)
1,065 ha -930 ha     135 ha

　(136)
  135 ha 0 ha    135 ha ha ha ha

ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha

  (27)
  32 ha -31 ha     1 ha

    (0)
    1 ha 0 ha     1 ha ha ha ha

ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha

90 ha -83 ha 7 ha 7 ha 0 ha 7 ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha

90 ha -83 ha 7 ha 7 ha 0 ha 7 ha ha ha ha
ha ha 7 ha ha ha 7 ha ha ha ha
ha ha 7 ha ha ha 7 ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha

(1,253)
1,256 ha -1,253 ha 3 ha

    (0)
    3 ha 0 ha 3 ha ha ha ha

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

ha ha 3 ha
    (0)
    3 ha 0 ha 3 ha ha ha ha

ha ha ha ha ha ha ha ha ha
15 ha -15 ha 0 ha ha ha ha ha ha ha

(2,455)
2,458 ha -2,312 ha     146 ha

(143)
146 ha 0 ha     146 ha ha ha ha

◆他法令による規制区域

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

55 ha -55 ha 0 ha ha ha ha ha ha ha

55 -55 0

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

（注）

３．「形態別内訳」の水面については、干潟の面積を内数で〈　〉書きで記入する。
４．「所有者別内訳」の保安林については、森林法第25条第１項各号の目的別に面積を記載する。

５．「他の法令による規制区域」については、自然環境保全法に基づく指定地域（国指定自然環境保全地域及び県指定自然
 環境保全地域）、自然公園法に基づく指定地域（国立公園、国定公園及び県立自然公園）、文化財保護法に基づき区域
 指定地域されている地域のいずれかに該当する場合に、それら規制区域ごとに名称と面積を記入する。

特別保護地区

特別地域

普通地域

文化財保護法による地域

１．ヘクタール単位とし、原則として小数点以下を四捨五入する。
２．面積の精査により、数値の変更があった場合は、精査前の面積を既存面積の項に（　）書きで上段に記載する。

自然公園法による地域

鳥獣保護区 特別保護地区 特別保護指定区域
既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

自然環境保全法による地域

特別地域

普通地域

計

その他

普通林地

その他

私有地等

制限林地

保安林

砂防指定地

その他

普通林地

その他

公有水面

砂防指定地

地方公共団体有地

都道府県有地

制限林地

保安林

砂防指定地

その他

普通林地

その他

市町村有地等

制限林地

保安林

　環境省所管

拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

国有林

林野庁所管

　制限林

保安林
（水源涵養保安林）

砂防指定地

その他

普通林

文部科学省所管

国有林以外の国有地

鳥獣保護区 特別保護地区 特別保護指定区域
既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積

林　野

農耕地

水  面

その他

拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

総面積

鳥獣保護区 特別保護地区 特別保護指定区域
既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既 存 面 積 拡大（縮小）面積
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鳥　類 小国鳥獣保護区・特別保護地区

目 科 種または亜種 種の指定等（国） 種の指定等（県） 備考
キジ目 キジ科 ヤマドリ － NT 留鳥

キジ － － 留鳥
カモ目 カモ科 ○ オシドリ DD NT 夏鳥

マガモ － － 冬鳥
○ カルガモ － － 留鳥

カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ － － 夏鳥
カッコウ － NT 夏鳥

タカ目 タカ科 トビ － － 留鳥
フクロウ目 フクロウ科 フクロウ － EN 留鳥

ブッポウソウ目 カワセミ科 ヤマセミ － VU 留鳥
キツツキ目 キツツキ科 アカゲラ － － 留鳥
ハヤブサ目 ハヤブサ科 ハヤブサ VU VU 留鳥
スズメ目 カラス科 ○ カケス － － 留鳥

○ ハシブトガラス － － 留鳥
シジュウカラ科 コガラ － － 留鳥

○ ヤマガラ － － 留鳥
○ ヒガラ － － 留鳥

シジュウカラ － － 留鳥
ヒヨドリ科 ヒヨドリ － － 留鳥
メジロ科 メジロ － － 留鳥

カワガラス科 カワガラス － － 留鳥
ヒタキ科 コルリ － NT 夏鳥

キビタキ － － 夏鳥
オオルリ － NT 夏鳥

スズメ科 ○ スズメ － － 留鳥
セキレイ科 キセキレイ － － 留鳥
ホオジロ科 ホオジロ － － 留鳥

カシラダカ － － 冬鳥
合計 ９目 17科 28種

獣　類

目 科 種または亜種 種の指定等（国） 種の指定等（県） 備考

サル目 オナガザル科 ○ ニホンザル － －

ネコ目 イヌ科 ○ タヌキ － －

○ キツネ － －

イタチ科 ○ テン － －

イタチ － －

オコジョ NT NT
クマ科 ○ ツキノワグマ 国際希少 －

ジャコウネコ科 ハクビシン － －
ウシ目 ウシ科 ○ ニホンカモシカ 特別天然記念物 －
ネズミ目 リス科 ○ ニホンリス － －

ホンドモモンガ － －
ムササビ － －

ウサギ目 ウサギ科 ○ ノウサギ － －
合計 ５目 ８科 13種

（別表２）

（別表３）

(注)
１．データは鳥獣保護区管理調査結果等に拠る。
２．鳥獣の目・科・種（和名）及び配列は、鳥類については「日本鳥類目録　改訂第７版（日本鳥類学会、2012年）」、獣類につ
　いては「日本野生鳥獣目録（環境省自然環境局　野生生物課、平成14年7月）」に拠った。
３．種の指定等の要件は次の通りである。

　環境省レッドリスト(平成24年改訂)、県レッドリスト【鳥類】（2015）、レッドデータブックやまがた【野生動物】（2019）
　ＣＲ：絶滅危惧ⅠＡ類、　ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、　ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、
　ＮＴ：準絶滅危惧、　ＤＤ：情報不足

　国内希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種
　国際希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国際希少野生動植物種
　天然記念物：文化財保護法による天然記念物、特別天然記念物：文化財保護法による特別天然記念物

４．◯印は当該区域において一般的に見られる鳥獣。アンダーライン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
　第２条第４項に規定する希少鳥獣又は天然記念物に指定された鳥獣。
５．備考欄には、鳥類については、留鳥、夏鳥、冬鳥、旅鳥又は迷鳥の別を記載する。
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ア 狩猟鳥獣捕獲禁止区域の位置

小国町の中心から南西部に位置する。

イ 地形、地質等

標高200メートルから500メートルの丘陵地帯である。

ミズナラやコナラ等の落葉広葉樹林の中にスギ・カラマツ林等が混在する植生である。

イ 農林業被害の発生状況の把握に努め、有害鳥獣捕獲の申請に対しては、農林業被害
や人身被害等の実情を十分考慮して適切に対応する。

３　狩猟鳥獣捕獲禁止区域の面積内訳

　別表１のとおり

４　指定区域における鳥獣の生息状況

（１）当該地域の概要

ウ 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、生息に影響のない範囲で、区域内に整備され
た「健康の森横根」を通し、自然とのふれあいの場並びに環境教育及び学習の場とし
て活用を図る。

（２）狩猟鳥獣捕獲禁止区域の区域

（様式１）

小国狩猟鳥獣捕獲禁止区域　指定計画書（案）

１　狩猟鳥獣捕獲禁止区域の概要

（１）狩猟鳥獣捕獲禁止区域の名称

小国狩猟鳥獣捕獲禁止区域

ア 鳥獣保護管理員等による鳥獣のモニタリング調査等を通して、区域内の鳥獣の生息
状況の把握に努める。

別添区域説明図のとおり

（３）狩猟鳥獣捕獲禁止区域の存続期間

令和６年11月１日から令和16年10月31日まで（10年間）

２　狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定に関する指針

（１）狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定目的

平成26年以降、小国鳥獣保護区周辺においては、ツキノワグマの出没やニホンザル、イノ
シシなどによる農作物被害が多発しているほか、ニホンジカの出没も見られる状況となって
おり、今後更なる出没や被害の拡大が懸念されている。農作物被害の抑制及び住民の安全確
保の観点からは、狩猟の解禁が必要な段階となっている。
　一方、小国鳥獣保護区における特別保護地区以外の区域のうち、北部の区域については、

　生息環境の変化などによりヤマドリやノウサギの生息数が減少傾向にある。
　以上のことから、イノシシ、ニホンジカ及びツキノワグマの狩猟に制限を設けない狩猟鳥

　獣捕獲禁止区域に指定振替し、鳥獣全般の保護を図りつつ、農作物被害の抑制及び住民の安
　全確保を図ることとする。

（２）管理方針

ウ 植物相の概要
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　※（　）内の数値は既設の本数

（３）当該地域の農林水産物の被害状況

①当該地域の加害鳥獣及び被害作物・樹木名等

②小国町の年度別個体数調整許可件数

   なし

５　狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定及び維持管理に関する事項

（１）狩猟鳥獣捕獲禁止区域用制札　　　　　　12本（  ）

６　参考事項

エ 動物相の概要

ツキノワグマやニホンカモシカといった大型鳥獣をはじめとする森林鳥獣が生息して
いる。

（２）生息する鳥獣類

ア 鳥類

別表２のとおり

イ 獣類

別表３のとおり

種名 主な被害作物・樹木名等

ツキノワグマ スギの皮剥ぎ

種名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計

ツキノワグマ 1 1 1 3
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別表１　　小国狩猟鳥獣捕獲禁止区域の面積内訳
小国狩猟鳥獣捕獲禁止区域　指定計画書
◆形態別面積内訳

0 ha 1,182 ha 1,182 ha
ha 1,141 ha 1,141 ha

ha 0 ha 0 ha
ha 10 ha 10 ha

ha 31 ha 31 ha

◆所有別面積内訳

　平
成26年国有地 ha 608 ha 608 ha

ha 608 ha 608 ha
ha 608 ha 608 ha
ha 582 ha 582 ha
ha 582 ha 582 ha
ha ha ha
ha ha ha
ha 26 ha 26 ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha

0 ha 90 ha 90 ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha
ha ha ha

0 ha 90 ha 90 ha
ha ha ha
ha 40 ha 40 ha
ha ha ha
ha ha ha
ha 50 ha 50 ha
ha ha ha

0 ha 474 ha 474 ha
ha 151 ha 151 ha
ha 125 ha 125 ha
ha ha ha
ha 26 ha 26 ha
ha 292 ha 292 ha
ha 31 ha 31 ha
ha 10 ha 10 ha

0 ha 1,182 ha 1,182 ha

◆他法令による規制区域

ha ha ha

0 ha 55 ha 55 ha
0 0 0
0 55 55

ha ha ha

（注）

２．面積の精査により、数値の変更があった場合は、精査前の面積を既存面積の項に（　）書きで上段に記載する。

狩猟鳥獣捕獲禁止区域
既 存 面 積

林　野

農耕地

水  面

その他

拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

狩猟鳥獣捕獲禁止区域

総面積

既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

砂防指定地

その他

普通林

国有林

林野庁所管

　制限林

保安林

文部科学省所管

国有林以外の国有地

保安林

　環境省所管

地方公共団体有地

都道府県有地

制限林地

保安林

砂防指定地

その他

普通林地

その他

市町村有地等

制限林地

普通地域

公有水面

砂防指定地

その他

普通林地

その他

私有地等

制限林地

保安林

砂防指定地

その他

普通林地

その他

文化財保護法による地域

５．「他の法令による規制区域」については、自然環境保全法に基づく指定地域（国指定自然環境保全地域及び県指定自然
 環境保全地域）、自然公園法に基づく指定地域（国立公園、国定公園及び県立自然公園）、文化財保護法に基づき区域
 指定地域されている地域のいずれかに該当する場合に、それら規制区域ごとに名称と面積を記入する。

特別地域

普通地域

計

狩猟鳥獣捕獲禁止区域

自然環境保全法による地域

既 存 面 積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

１．ヘクタール単位とし、原則として小数点以下を四捨五入する。

３．「形態別内訳」の水面については、干潟の面積を内数で〈　〉書きで記入する。
４．「所有者別内訳」の保安林については、森林法第25条第１項各号の目的別に面積を記載する。

自然公園法による地域

特別保護地区

特別地域
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小国狩猟鳥獣捕獲禁止区域　指定計画書 鳥　類 小国狩猟鳥獣捕獲禁止区域

目 科 種または亜種 種の指定等（国） 種の指定等（県） 備考
キジ目 キジ科 ヤマドリ － NT 留鳥

キジ － － 留鳥
カモ目 カモ科 〇 オシドリ DD NT 夏鳥

マガモ － － 冬鳥
〇 カルガモ － － 留鳥

カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ － － 夏鳥
カッコウ － NT 夏鳥

タカ目 タカ科 トビ － － 留鳥
フクロウ目 フクロウ科 フクロウ － EN 留鳥

ブッポウソウ目 カワセミ科 ヤマセミ － VU 留鳥
キツツキ目 キツツキ科 アカゲラ － － 留鳥
ハヤブサ目 ハヤブサ科 ハヤブサ VU VU 留鳥
スズメ目 カラス科 ○ カケス － － 留鳥

〇 ハシブトガラス － － 留鳥
シジュウカラ科 コガラ － － 留鳥

〇 ヤマガラ － － 留鳥
〇 ヒガラ － － 留鳥

シジュウカラ － － 留鳥
ヒヨドリ科 ヒヨドリ － － 留鳥
メジロ科 メジロ － － 留鳥

カワガラス科 カワガラス － － 留鳥
ヒタキ科 コルリ － NT 夏鳥

キビタキ － － 夏鳥
オオルリ － NT 夏鳥

スズメ科 〇 スズメ － － 留鳥
セキレイ科 キセキレイ － － 留鳥
ホオジロ科 ホオジロ － － 留鳥

カシラダカ － － 冬鳥
合計 ９目 17科 28種

獣　類

目 科 種または亜種 種の指定等（国） 種の指定等（県） 備考
サル目 オナガザル科 ○ ニホンザル － －
ネコ目 イヌ科 ○ タヌキ － －

○ キツネ － －
イタチ科 ○ テン － －

イタチ － －
オコジョ NT NT

クマ科 ○ ツキノワグマ 国際希少 －
ジャコウネコ科 ハクビシン － －

ウシ目 ウシ科 ○ ニホンカモシカ 特別天然記念物 －
ネズミ目 リス科 ○ ニホンリス － －

ホンドモモンガ － －
ムササビ － －

ウサギ目 ウサギ科 ○ ノウサギ － －
合計 ５目 ８科 13種
(注)
１．データは鳥獣保護区管理調査結果等に拠る。
２．鳥獣の目・科・種（和名）及び配列は、鳥類については「日本鳥類目録　改訂第７版（日本鳥類学会、2012年）」、獣類につ
　いては「日本野生鳥獣目録（環境省自然環境局　野生生物課、平成14年7月）」に拠った。
３．種の指定等の要件は次の通りである。

　環境省レッドリスト(平成24年改訂)、県レッドリスト【鳥類】（2015）、レッドデータブックやまがた【野生動物】（2019）
　ＣＲ：絶滅危惧ⅠＡ類、　ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、　ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、
　ＮＴ：準絶滅危惧、　ＤＤ：情報不足

　国内希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種
　国際希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国際希少野生動植物種
　天然記念物：文化財保護法による天然記念物、特別天然記念物：文化財保護法による特別天然記念物

４．◯印は当該区域において一般的に見られる鳥獣。アンダーライン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
　第２条第４項に規定する希少鳥獣又は天然記念物に指定された鳥獣。
５．備考欄には、鳥類については、留鳥、夏鳥、冬鳥、旅鳥又は迷鳥の別を記載する。

（別表２）

（別表３）
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補助資料（小国鳥獣保護区の指定振替ついて） 

１ 経緯 

 小国鳥獣保護区（２①、②、③）は、昭和 39 年に森林鳥獣の生息地として鳥獣保護区に指定されて以

降、森林鳥獣にとって優良な環境を提供していたが、前回更新した平成 26 年の前後からキツネやテン等

の肉食の中・小型動物が増加しており、これに伴いそのエサとなるノウサギやヤマドリが減少し始めた。 

 一方で、同保護区周辺では、近年ツキノワグマやイノシシ、ニホンザルの出没が相次いでいることか

ら、有害捕獲によって対応している。特に南側（③）は地形が険しい北側（②）に比べると人家・農地が

多く、有害捕獲による捕獲数も多いことから、鳥獣の生息数の変化が著しい。また、人が定期的に立ち入

ることからかタヌキやキツネ、テン等が減り、いったんは減少したノウサギやヤマドリを見かけることが

増えている。北側（②）は立入りが少ないためかノウサギ・ヤマドリの生息数は少ないままである。 

また、約 10 年前頃同区域では、増加したタヌキ内で「疥癬症」が蔓延し、ヒトへ感染する危険性も高

いことから、小国町及び小国猟友会は疥癬症に感染したタヌキの捕獲対応に追われた。 

 なお、小国町内では他にも３つの鳥獣保護区が指定されている。そのうち小国鳥獣保護区の近隣で里に

も近い大花山鳥獣保護区が平成 24 年に指定されて以降、地元の猟友会員からは「狩猟者が猟を行える場

が少なくなった。趣味として狩猟をしたい人が、身近で猟をすることができないため、結果的に狩猟者が

減ってしまった。」という声が上がっている。特に小国鳥獣保護区の南側（③）は、人家に近く地形が緩

やかで初心者のハンターでも入りやすいため、猟場に戻れば若手のハンターを増やすことにもつながる

と期待されている。 

 これらのことから、当初小国町では住民の生活環境への影響を防止する目的から全域を解除したいと

の意向があったものの、特別保護地区を単独で残すことや周辺環境の大きな変化を回避するため分割し

て更新したいとの考えに至った。 

２ 今回の更新等の考え方 

小国鳥獣保護区は以下①～③の取扱いとしたい。 

①当該区域中部は鳥獣保護区（かつ特別保護地区）として引き続き指定する

→引き続き、鳥獣の良好な生息地として保護・保全する。

②当該区域の北部は鳥獣保護区から狩猟鳥獣捕獲禁止区域へ振替指定する

→①を単独で特別保護地区として更新することを避ける。

また、狩猟鳥獣を保護する一方で、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカによる被害を予防・軽減

するため、これらを狩猟可能とする。（被害対策と保護を両立）

③当該区域の南部は鳥獣保護区としての指定を解除する

→人の生活圏に近いことから、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカによる被害を予防・軽減するこ

とはもちろん、その他の鳥獣（タヌキやテン等）による被害も予防・軽減するため、狩猟に制限を

設けずに捕獲圧を高める。（被害の予防・軽減を重視）

また、人里に近い優良な猟場として機能させることで、地域の狩猟者の確保を図る。

３ 今後の方針 

 鳥獣保護区の指定を解除する区域（２ ②、③）については、狩猟鳥獣の生息数に大きな影響を及ぼす

可能性がある。そのため、まずは区域の南側（③）を解除、北側（②）は狩猟鳥獣捕獲禁止区域に振替指

定することとし、10 年をかけて経過を観察していく。もし、何らかの影響が確認された場合は、次期指
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定計画の際に、鳥獣保護区に指定しなおすことも想定される。特に、北部と南部において、キツネやテン、

そのエサとなるノウサギやヤマドリの生息数の変化に違いが見られるのかを注視し、状況に応じて対応

することとする。 

①から③の取扱いに係る各区域について

１ 

２ 

３ 
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 

（鳥獣保護管理事業計画）  

第四条  都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護管

理事業の実施に関する計画（以下「鳥獣保護管理事業計画」という。）を定めるも

のとする。  

２  鳥獣保護管理事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 鳥獣保護管理事業計画の計画期間 

二 第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十

九条第一項に規定する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に

関する事項  

三 鳥獣の人工増殖（人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同

じ。）及び放鳥獣（鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することを

いう。以下同じ。）に関する事項  

四 第九条第一項の許可（鳥獣の管理の目的に係るものに限る。）に関する事項 

五 第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区

域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項 

六 第七条第一項に規定する第一種特定鳥獣保護計画を作成する場合において

は、その作成に関する事項 

七 第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画を作成する場合におい

ては、その作成に関する事項 

八 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項 

九 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項 

３  鳥獣保護管理事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管

理事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために

必要な事項を定めるよう努めるものとする。  

４  都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、自然環境保全法（昭和四十七年法律第八十五号）第五十一条

の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関（以下「合議制機関」という。）

の意見を聴かなければならない。  

５  都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に報告しなければならな

い。  

（対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限）  

第十二条  環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を図る必要があると認める対

象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 

一  区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。  

二  区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。  

三  当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定め

てこれにより捕獲等をすることを禁止すること。 

２ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特に保護を図る必要があると

認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げ

る禁止又は制限をすることができる。 

３ 前二項の場合において、第一項第二号に掲げる制限をするために必要があると

認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につ

きあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。  

４ 都道府県知事は、第二項の禁止若しくは制限若しくは前項の制限をし、又はこ

れらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。 

５ 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者は、第一項若しくは第二項の規定に

よる禁止若しくは制限又は第三項の規定による制限にかかわらず、当該許可に係る

捕獲等をすることができる。  

６ 第二条第十項の規定は第一項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定

により環境大臣がする制限について、第四条第四項及び第七条第五項の規定は第二

項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により都道府県知事がする制

限について準用する。  

（指定猟法禁止区域）  

第十五条  環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲

げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認め

る猟法（以下「指定猟法」という。）を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をする

ことを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。  

一  環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため必要な区域 

二  都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため必要

な区域であって、前号に掲げる区域以外の区域  

２ 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並

びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 

３ 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。  

４ 指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならな

い。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をす

る場合は、この限りでない。  

５ 環境大臣又は都道府県知事は、第十一項において準用する第九条第二項の申請

があったときは、当該申請に係る捕獲等が指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保

護に支障を及ぼすおそれがある場合を除き、前項ただし書の許可をしなければなら

ない。  

６ 環境大臣又は都道府県知事は、第四項ただし書の許可をする場合において、鳥

獣の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができ

る。  

７ 第四項ただし書の許可を受けた者は、その者が第十一項において読み替えて準

用する第九条第七項の指定猟法許可証（以下単に「指定猟法許可証」という。）を

22



鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 

亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、

環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることが

できる。  

８  第四項ただし書の許可を受けた者は、指定猟法により鳥獣の捕獲等をするとき

は、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者か

ら提示を求められたときは、これを提示しなければならない。  

９  第四項ただし書の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとな

った場合は、環境省令で定めるところにより、指定猟法許可証（第三号の場合にあ

っては、発見し、又は回復した指定猟法許可証）を、環境大臣又は都道府県知事に

返納しなければならない。  

一 第十一項において読み替えて準用する第十条第二項の規定により許可が取

り消されたとき。 

二 第十一項において準用する第九条第四項の規定により定められた有効期間

が満了したとき。 

三 第七項の規定により指定猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した指

定猟法許可証を発見し、又は回復したとき。 

１０ 環境大臣又は都道府県知事は、第四項の規定に違反し、又は第六項の規定に

より付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるとき

は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ず

ることができる。  

１１ 第九条第二項、第四項及び第七項の規定は第四項ただし書の許可について、

第十条第二項の規定は第四項ただし書の許可を受けた者について準用する。この場

合において、第九条第七項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第十条

第二項中「前項各号に掲げる」とあるのは「第十五条第十項に規定する」と読み替

えるものとする。  

１２ 第一項の規定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止区域の全部又は一

部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定された

ときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第二項及び第三項

の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当

該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。  

１３ 環境大臣又は都道府県知事は、指定猟法禁止区域の指定をしたときは、当該

指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 

１４ 前項の標識に関し必要な事項は、環境省令で定める。ただし、都道府県知事

が設置する標識の寸法は、この項本文の環境省令の定めるところを参酌して、都道

府県の条例で定める。  

（鳥獣保護区）  

第二十八条  環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を

勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に

掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。  

一 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため重要と認める区

域 

二 都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため重要と

認める区域であって、前号に掲げる区域以外の区域  

２  前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及

び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。  

３  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更を

しようとするとき（変更にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するときに限る。次

項から第六項までにおいて同じ。）は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴

かなければならない。  

４  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更を

しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告

し、公告した日から起算して十四日（都道府県知事にあっては、その定めるおおむ

ね十四日の期間）を経過する日までの間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間

及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案（次項及び第六項において「指針案」

という。）を公衆の縦覧に供しなければならない。  

５  前項の規定による公告があったときは、第一項の規定による指定をし、又はそ

の変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過す

る日までの間に、環境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出する

ことができる。  

６  環境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項の意見書の

提出があったとき、その他鳥獣保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要が

あると認めるときは、環境大臣にあっては公聴会を開催するものとし、都道府県知

事にあっては公聴会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。  

７  鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以

内の期間を定めてこれを更新することができる。  

８  環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化に

より第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継

続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。  

９  第二項並びに第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項の規定は第七項

ただし書の規定による更新について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環

境大臣が行う指定及びその変更（鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。）につ

いて、第四条第四項及び第十二条第四項の規定は第一項の規定により都道府県知事

が行う指定及びその変更（第四条第四項の場合にあっては、鳥獣保護区の区域を拡

張するものに限る。）について、第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項

の規定は第一項の規定による指定及びその変更について準用する。この場合におい

て、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その

旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指

針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第九項に

（鳥獣保護区指定の届出）  

第三十一条  都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により鳥獣保護区の指定

をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなけ

ればならない。  

一 鳥獣保護区の名称 

二 鳥獣保護区の区域 

三 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

四 鳥獣保護区の存続期間 

五 第三号の土地及び水面における鳥獣の生息状況 

２  都道府県知事は、鳥獣保護区の区域又は存続期間の変更をしようとする場合は

その内容を、鳥獣保護区の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出

書を環境大臣に提出しなければならない。  

３  第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合におい

て、第十一条第二項中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは「鳥獣保護区の」と読み

替えるものとする。  

（鳥獣保護区の指定の公告）  

第三十二条  法第二十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行

うものとする。 

一 鳥獣保護区の名称 

二 鳥獣保護区の区域 

三 鳥獣保護区の存続期間 

四 鳥獣保護区の保護に関する指針の案 

五 前各号に掲げる事項の縦覧場所 

（鳥獣保護区の標識）  

第三十三条  法第二十八条第九項において準用する法第十五条第十四項の鳥獣保護

区の標識に関し必要な事項は、様式第八のとおりとする。 
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おいて読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。  

１０  第十二条第四項の規定は第八項の規定により都道府県知事が行う鳥獣保護区

の指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第八項の規定による指

定の解除について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその

名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三

項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第十項において読み替えて

準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。  

１１  鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者

は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣

の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならな

い。  

 

（特別保護地区）  

第二十九条  環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の

保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護

地区として指定することができる。  

２  特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間

の範囲内において環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。  

３  環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化に

より第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継

続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。  

４  第二項の規定は第一項の規定による指定の変更について、第三条第三項の規定

は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更（特別保護地区の区域を拡

張し、又は存続期間を延長するものに限る。）について、第四条第四項及び第十二

条第四項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更（第四

条第四項の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長す

るものに限る。）について、第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項並び

に第二十八条第二項から第六項までの規定は第一項の規定による指定及びその変

更（同条第三項から第六項までの場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、

又は存続期間を延長するものに限る。）について準用する。この場合において、第

十二条第四項中「環境大臣に届け出なければ」とあるのは「特別保護地区の存続期

間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同一の区域を特別保護地区として

指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合にあっては環境大臣に

届け出、これら以外の場合にあっては環境大臣に協議しなければ」と、第十五条第

二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに特

別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関する指針」と、

同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第四項において読

み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。  

５  第十二条第四項の規定は第三項の規定により都道府県知事が行う指定の解除に

ついて、第十五条第二項及び第三項の規定は第三項の規定による指定の解除につい

て準用する。この場合において、第十二条第四項中「届け出なければ」とあるのは

「協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続

期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定に

よる公示」とあるのは「第二十九条第五項において読み替えて準用する前項の規定

による公示」と読み替えるものとする。  

６  環境大臣は、第四項の規定により読み替えて準用する第十二条第四項の規定に

よる協議を受けた場合（第一項の規定による指定の変更の場合にあっては、特別保

護地区の区域を拡張するときに限る。）は、農林水産大臣に協議しなければならな

い。  

７  特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環

境大臣が指定する特別保護地区（以下「国指定特別保護地区」という。）にあって

は環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区（以下「都

道府県指定特別保護地区」という。）にあっては都道府県知事の許可を受けなけれ

ば、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国

指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都

道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。  

一  建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。  

二  水面を埋め立て、又は干拓すること。  

三  木竹を伐採すること。  

四  前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都

道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内に

おいて、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを

行うこと。  

８  前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国指定特

別保護地区にあっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県

知事にそれぞれ許可の申請をしなければならない。  

９  環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に

係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第七項の許可をしなければ

ならない。  

一  当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。  

二  当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。  

１０  環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るた

め必要があると認めるときは、第七項の許可に条件を付することができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特別保護地区への準用）  

第三十四条  第十一条第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規

定は、特別保護地区について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕

獲等の禁止等を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに第三十一条第

一項及び第二項中「届出書」とあるのは「届出書又は協議書」と読み替えるものと

する。  

 

（特別保護地区の標識）  

第三十五条  法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十四項の特別保護

地区の標識に関し必要な事項は、様式第九のとおりとする。  

 

（特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示）  

第三十六条  環境大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第七項第四号の規定に基

づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域（以下「特別保護指定区域」という。）

及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 （平成十四年政

令第三百九十一号。以下「令」という。）第二条 の規定に基づき環境大臣又は都

道府県知事が指定する期間（以下「指定期間」という。）を指定したときはその区

域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当該指

定を解除したときはその旨を公示するものとする。  

 

（特別保護指定区域の標識設置）  

第三十七条  環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定

をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しな

ければならない。  

２  前項の標識は、様式第十のとおりとする。ただし、都道府県知事が設置する標

識の寸法は、様式第十の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。  

 

（鳥獣の保護に支障がないと認められる行為）  

第三十八条  法第二十九条第七項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認

められる行為は、次に掲げる行為とする。  

一  環境大臣が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタ

ール以下であるもの  

二  単木択伐、木竹の本数において二十パーセント以下の間伐又は保育のための

下刈り若しくは除伐  

三  次に掲げる工作物の設置 

イ 住宅及びこれに附属する工作物 

ロ ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑 

ハ 炭焼小屋、作業小屋又は幕舎 

ニ 自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設 

ホ その面積が三十平方メートル以内の休憩所又は停留所 

ヘ その高さが五メートル以内の展望台 

ト その延長が五百メートル以内の歩道 

チ その高さが三メートル以内であり、かつ、その長さが五メートル以内の公園

遊戯施設 

リ その面積が十五平方メートル以内の公衆便所 

ヌ その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内

の仮工作物 

ル 災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物 

ヲ その延長が五百メートル以内の道路（軌道を含む。）の改修のための工作物 

ワ 自然木を利用した仮設軽索道 

カ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが五メートル以内であり、

かつ、その面積が十五平方メートル以内のもの 

四  令第二条 各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為 

イ 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置（前三号に掲げる

もの及び法第二十九条第七項の規定による許可を受けて施行するものに限

る。）を施行するために必要な行為 

ロ 道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為 

ハ 河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）による河川の管理又は砂防法 （明

治三十年法律第二十九号）第二条 の規定により指定された土地、地すべり等

防止法 （昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項 の地すべり防止区域、急

傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 （昭和四十四年法律第五十七号）

第三条第一項 の急傾斜地崩壊危険区域若しくは海岸法 （昭和三十一年法律第

百一号）第三条第一項 の海岸保全区域の管理として行う行為 

ニ 測量法 （昭和二十四年法律第百八十八号）第四条 に規定する基本測量若し

くは同法第五条 に規定する公共測量又は水路業務法 （昭和二十五年法律第百

二号）第六条 に規定する水路測量を行うために必要な行為 

ホ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うために必要な
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 

行為 

ヘ 海上保安庁が行う海上における法令の励行、海難救助、海洋の汚染の防止、

海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上

の安全の確保に関する事務に必要な行為 

ト 電気通信事業法 （昭和五十九年法律第八十六号）第百二十条第一項 に規定

する認定電気通信事業者が行う同項 に規定する認定電気通信事業の用に供す

る設備、放送法 （昭和二十五年法律第百三十二号）による基幹放送の用に供

する放送設備又は有線テレビジョン放送（有線電気通信設備を用いて行われる

同法第二条第十八号 に規定するテレビジョン放送をいう。）の用に供する放

送設備の管理に必要な行為 

チ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学（学校教育法 （昭和二十

二年法律第二十六号）第一条 に規定する大学及び国立大学法人法 （平成十五

年法律第百十二号）第二条第四項 に定める機関をいう。リにおいて同じ。）

の用地内において、試験研究又は教育若しくは学術研究として行う行為 

リ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は一般社団法人若

しくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究

として行う行為（あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。） 

ヌ 森林法 （昭和二十六年法律第二百四十九号）第二十五条第一項 又は第二十

五条の二第一項 若しくは第二項 の保安林の通常の管理行為又は同法第四十

一条第三項 の保安施設地区における森林の造成若しくは維持に必要な行為 

ル 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必

要な行為 

ヲ 法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為 

ワ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

 

（特別保護地区における行為の許可申請等）  

第三十九条  法第二十九条第八項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記

載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。  

一  申請者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名）  

二  行為の種類  

三  行為の目的  

四  行為の場所  

五  行為の場所及びその付近の状況（木竹の伐採にあっては、伐採しようとする

木竹の樹齢、樹種別本数及び材積を含む。）  

六  行為の施行方法（令第二条 各号に掲げる行為にあっては、その行為の方法）  

七  行為の着手及び完了の予定日  

２  水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書

には、次に掲げる資料を添えなければならない。  

一  行為の場所を明らかにした五万分の一以上の地形図  

二  行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料  

三  行為の施行方法を明らかにした図面  

３  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請者に対し同項の申請書及び前項の

資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。  
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