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苦情が多い鳥獣被害

2カラス対策は長期戦になっている
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■ 都のカラス対策に至るまでの経緯

● カラスの生息数が急増したことに伴い、苦情・相談が増加。

● 平成13年9月にカラス対策プロジェクトを設置。同時点で3万～3万5千羽の生息を推計。

● 苦情が少なかった昭和60年頃の7千羽程度の生息数を目指し一定数減少したが、停滞。

■ 苦情・相談内容（1991年～1992年）

出典：環境省のデータをもとに筆者作成 出典：東京都環境局

■ 都庁によせられた苦情・相談件数の推移

ゴミの散乱

77.60%

威嚇・攻撃

6.70%

騒音

1.60%
その他

14.10%



3駆除に加えて“棲み分け”にフォーカスする段階へ
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■ カラス対策プロジェクトの状況

● 鳥獣保護法に基づき、カラス駆除には都道府県知事の許可が必要。

● 令和3年度のカラス対策予算額は、前年度に続き4千9百万円。

● 都会では銃器による捕獲が難しく、トラップの設置場所も確保しにくいため、大量捕獲は困難である。

● カラスの学習スピードに、トラップ手法のリニューアルが追い付いていない。

引用：東京都環境局

グラフ：東京都環境局のデータを基に筆者作成

■ 東京都内カラス生息数調査結果と捕獲数の推移

都会のカラス対策の難しさ

■ カラスの捕獲方法と取り組み

カラス用の捕獲檻
画像：朝日新聞

① トラップによる捕獲

② 施設管理者等による巣の撤去

③ 防鳥ネット対策

④ ゴミの夜間収集等



4被害を減らすには、それらを招く自身の行動に気付かなければならない
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■ カラスと人が摩擦なく生きる都市生態系

● カラス対策プロジェクトの結果、都に寄せられる苦情・相談件数は90％減少（平成13年頃比）。

● 東京のような都市に生息するカラスは、自然のエサではなく栄養価の高い人の出す生ごみ等を主に食べる。

● カラス対策のコスト削減のためにも、区部27万か所、多摩地域で10万箇所あるごみ集積所での徹底した指導

や管理、処理業者による食品リサイクルだけでなく、排出者自らの関与の理解が必要。

■ 「エサを断つ」対策の方向

引用：東京都環境局 参考：環境省自然環境局

■ カラス対策モデル

✓ 「エサやり禁止条例」などの検討

カラスとの共存を考える

① エサを取らせない

② ごみを減らす

③ エサをやらない

✓ 収集方法の改善・ごみ集積所の工夫

✓ 生ごみの総量の減量
✓ 生ごみのリサイクル推進

① 品川区

② 世田谷区

③ 日野市

④ 三鷹市

✓ 駅前繁華街では早朝回収、ポリバケツの貸与。
✓ 時間別収集を試行し、収集時間を表示。

✓ ごみネットを無償貸与、アンケートを実施。
✓ ごみの散乱が減少(88％）
✓ ごみの出し方が改善（70％）

✓ リサイクル率向上とごみ減量を目指す。
✓ ダストボックスを廃止し、有料化。
✓ 戸別収集を開始。

✓ 夜間・早朝の回収を試行。
✓ 収集の効率が上がり、カラスによる散乱が減少。
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■ 都内のハシブトガラスの分布図

参考：目で見るカラスの増加

1970年代 2010年代

1970年代：東京都環境保全局による調査
2010年代：未完成の分布図、2021年3月27日までの情報に基づく

出典：東京都鳥類繁殖分布調査
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