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１ 計画策定の背景及び目的 

 ニホンザル（以下、「サル」という。）は日本の固有種であり、群馬県においても古くか

ら生息していることが知られている。現在、県内での分布は、西部、吾妻、利根沼田及び

東部の山間地から中山間地にかけて広く確認されている。 

 サルによる農林業被害は、昭和55年頃から妙義町（現富岡市）、下仁田町、松井田町（現

安中市）及び（勢）東村（現みどり市）等で発生してきた。その後、サルの生息域の拡大

に伴い、被害発生地域も拡大した。各市町村では、住民の協力のもと、電気柵の設置や花

火を利用した追い払い等の防除対策が進められてきた。しかし、防除施設の維持管理や地

域ぐるみの対策の継続が難しく、十分な成果が得られなかった。また、集落の人口減少、

耕作放棄地の増加及び森林の放置等が原因となり、サルの生息域が拡大していったと考え

られる。 

 このような状況を踏まえ、群馬県では平成15年度からニホンザル保護管理計画（現名称：

ニホンザル適正管理計画）を策定し、農林業被害の防止に努めてきた。しかし、依然とし

て農業及び生活環境被害が発生していることから、サルの生息地における農林業被害の防

止と地域住民が安心して生活できる環境を回復することを目的として本計画を策定する。 

 なお、本計画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７条の２に基づ

く第二種特定鳥獣管理計画とする。 

 

２ 管理すべき鳥獣の種類とその特徴 

（１）獣種 

  ニホンザル（Macaca fuscata) 

 

（２）行動及び生態の特徴 

  サルは昼行性で、オトナメス（７～８歳以上）を中心とした数十頭からなる母系の群

れで、一定の生息域を持って生活する。メスは、生まれた群れで一生を過ごす。オスは、

ワカモノ（５～８歳）になると群れから離れ、他の群れに加入したり、ハナレザルとな

り単独で行動したりする。 

  メスは、早くは５歳から繁殖可能となり、通常２～３年に１回の出産であるが、栄養

条件が良いと連年での出産が可能となる。餌付けされた群れの年間個体数の増加率は約

15%で、群れの個体数は5年間でほぼ２倍となることが知られている。また、群れ内にお

ける個体数の増加は、１つの群れが２つ以上に分かれる「分裂」の要因のひとつとなり、

サルの生息域の拡大へとつながることが懸念される。 

 

（３）被害の特徴 

  サルは、農作物が容易に食べられることを学習すると、集落に繰り返し出没するよう

になる。被害の程度は、群れの個体数、人馴れの程度等によって異なる。サルの多くは

群れで出没するため、短時間で広範囲の被害を発生させる。また、昼行性であるため、

農林業者がサルによる被害の現場を目撃することも多く、被害者の精神的なダメージは
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大きく、農林業者の営農意欲の減退を招いている。 

  サルの群れは、食料を得られる環境を求めて移動することから、サルによる農作物の

被害発生地域は、季節的な変動を伴う場合も多い。また、サルによる被害の放置は、被

害を及ぼす個体（以下、「加害個体」という。）、さらには被害を及ぼす群れ・農作物に依

存した群れ（以下、「加害群」という。）を増加させる。また、人馴れが進行すると、住

宅地や人家への侵入等の生活環境被害を引き起こすようになり、対応はより難しいもの

となる。 

  これらのことから、サルが出没し始めた初期に適切な対策を講じることが重要となる。 

 

（４）県内サルの系統 

  県内に生息するサルは、平成13年度に県で実施したニホンザル生息状況調査の遺伝分

析から遺伝的に３つの系統に分類されると考えられ、その生息域から「県南西部地域個

体群」「県西部地域個体群」「県北部地域個体群」の名称を付与している。また、地域個

体群間では、それぞれの群れとハナレザルとの遺伝的交流があると推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図１ 群馬県におけるニホンザルの系統 

         参考：「群馬県ニホンザル保護管理計画」（2003.2） 

         ※地図内実線は確認されているサルの行動域（2021.2現在） 

 

 

県北部地域個体群 → 

県西部地域個体群 → 

← 県南西部地域個体群 
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３ 計画の期間 

 令和４年４月１日から令和９年３月31日までの５年とする。 

 なお、サルの生息状況及び社会情勢の変化等の勘案と、定期的な計画の進捗状況の検証

により、適宜、目標値や計画内容を見直すものとする。 

 

４ 管理が行われるべき区域 

 県内全域とする。 

 

５ 現状と評価 

（１）取組の経過 

  サルによる被害発生地域では、昭和50年代から野猿対策協議会を設置し、対策を推進し

てきた。特に、早くからサルによる被害が問題となっていた下仁田町や妙義町（現富岡市）

では、行政、地元猟友会、地域住民及び専門機関の連携による対策を講じ、被害の低減を

図ってきた。 

  平成15年２月に第一期ニホンザル保護管理計画を策定し、農林業・生活環境被害の低減

とサルの地域個体群の安定的な保全の両立を図るため、「知る」「守る」「捕る」の各対

策を推進してきた。 

  平成19年３月に策定した第二期計画においても、この考え方を踏襲した。また、サルの

捕獲は、有害鳥獣捕獲から地域の群れを包括的に評価しながら管理する個体数調整へと移行

した。 

  平成24年３月に策定した第三期計画からは、包括的な群れの把握により対策を講じる管

理手法である「群れ管理」を、平成27年３月に策定した第三期後半計画からは、サルの群

れの生息域に応じた関係機関の連携による対策を推進する「広域連携」による対策を講じ、

「農林業被害の軽減と人と動物との適切な関係の構築」に努めてきた。 

  平成29年３月に策定した第四期計画からは、毎年度、市町村が生息状況調査や地域の情

報を集約して「ニホンザル加害レベル管理チェックシート（以下「チェックシート」）」

に取りまとめ、群れ毎の対策の方針と評価を行ってきた。また、拡大防止ラインや対策重

点地域を設定し、サルが定着していない地域への侵入防止に努めた。 

 

（２）現状 

  ア 集落環境 

   緩衝帯の整備、収穫されない農作物（果実、野菜等）や収穫残渣などの誘因物の除

去に関する普及啓発を徹底した。 

  イ 被害状況 

   サルによる農業被害額は、平成８年度の8,581万円がピークであった。平成14年度に

1,842万円まで減少した後、一時は約4,600万円まで増加したものの徐々に減少し、令和

２年度には1,484万円となった。 

   一方、林業被害は、ケヤキの幼樹の食害・剥皮とシイタケの食害が利根沼田地域や東
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部地域を中心に発生していたが、平成26年度以降、被害の報告はない。 

   農林業被害以外では、家庭菜園被害のほか、住民への威嚇、器物損壊、住居侵入等の

生活環境被害が発生しており、被害額として計上されない被害の増大が懸念される。 

  ウ サルの加害レベル 

   県下では、令和３年２月現在、2,407頭、77群が推計されており、そのうち、現在73

群が加害群として認識されている。 

   群れの加害レベルは、毎年度、市町村がチェックシートの加害レベル試算表に基づき

判定している。 

   加害レベルの推移をみると、加害レベルの高い群れは年々減少傾向にある。令和２

年度においては、77群のうち、加害レベル５が０群、加害レベル４が16群、加害レベ

ル３が38群、加害レベル２が18群、加害レベル１が１群、加害レベル０が４群であっ

た。 

   なお、加害レベルは、環境省が定める「ニホンザル対策モデル事業レポート～平成27

年度～」の加害レベルの定義に準じて判定した。 

表１ 加害レベルの定義 

レベル 定 義 

0 群れは山奥に生息しており、集落に出没することがないので被害はない。 

1 群れは集落にたまに出没するが、ほとんど被害はない。 

2 群れの出没は季節的で農作物の被害があるが、耕作地に群れ全体が出てくることはない。 

3 群れは、季節的に群れの大半の個体が耕作地に出てきて、農作物に被害を出す。 

4 
群れ全体が、通年耕作地の近くに出没し、常時被害がある。 

人と集落環境への慣れが進み、生活環境被害が発生する。 

5 
群れ全体が通年・頻繁に出没。 

人と集落環境への慣れが進み、生活環境被害が大きく、人身被害の恐れがある。 

出典：環境省「ニホンザル対策モデル事業レポート～平成27年度～」 

 

  エ 生息環境・生息状況 

  （ア）サルの生息環境 

    サルは、落葉広葉樹林に好んで生息し、常緑針葉樹林も休息地や泊まり場として利

用することが知られている。 

    しかし、農作物への依存が高まると、耕作地や集落を含んだ環境を生息域とする傾

向が確認されている。 

  （イ）現在の生息域 

    県では、県内におけるサルの生息状況を明らかにするため、昭和57年度に住民への

アンケートによる生息状況の調査（以下、「生息状況調査」という。）を実施し、昭

和60年度以降は、生息状況をより詳しく把握するため、隔年で生息状況調査を実施し

てきた。 
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    その結果、県内のサルの生息が確認された地区は、昭和57年度では６地区であった

が、平成７年度には46地区、平成17年度には55地区、平成23年度には71地区となった。 

    平成28年度からは、生息状況調査に加えて、出没地域や生息数の調査をチェックシ

ートで行い、平成29年度には20市町村の86地域でサルの生息を確認し、令和２年度に

は19市町村の77地域で生息を確認している。 

  （ウ）生息数 

    生息状況調査から推計された県内のサルの加害群の生息数は、昭和57年度では336

頭であったが、平成元年度には1,480頭まで増加した。その後、増減を繰り返してい

たが、平成15年頃から増加傾向に転じ、平成15年度には1,965頭となり、平成23年度

には3,000頭を超え、平成27年度は3,220頭、88群と推計された。 

    平成28年度以降は生息数をチェックシートにより集計し、令和２年度におけるサル

の生息数は2,407頭、77群と推計された。 

  オ 個体群管理 

   県下に生息するサルの群れの状況を把握するためには、各群れの行動域を把握するこ

とができる、調査レベルが４以上であることが望ましい。 

   チェックシートによると、令和２年度においては、県内に生息する77群のうち、調査

レベル５が５群、調査レベル４が22群、調査レベル３が10群、調査レベル２が19群、

調査レベル１が23群であった（市町村をまたがる群れがあり、市町村により調査レベ

ルが異なることがあるため、合計が群れの数と一致しない）。 

   なお、調査レベルは、環境省の定める「ニホンザル対策モデル事業レポート～平成27

年度～」の生息状況の把握程度に準じて５段階に区分した。 

 

表２ 調査レベルの定義 

レベル 定 義 

5 加害群の頭数、構成（性別、成獣、幼獣）を把握している。 

4 加害群の行動域を把握している。 

3 加害群の加害レベルを把握している。 

2 加害群のおおよその頭数と分布（出没）を把握している。 

1 加害群がどこに分布（出没）しているか把握している。 

参考：環境省「ニホンザル対策モデル事業レポート～平成27年度～」 

 

   個体の捕獲は、発信器の装着等によりサルの生息状況の調査水準の向上を図った上

で、加害レベルの高い個体群に対して行った。捕獲頭数は、平成28年度に1,185頭であ

ったが、平成29年度以降は800頭前後で推移しており、令和２年度は822頭であった。 
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（３）評価（第四期計画） 

  ア 集落環境管理 

   中山間地域を中心に、農業の担い手不足や地域住民の減少により耕作放棄地化が進み、

農作物への依存の高まりをもたらす環境が年々増加傾向にある。そのような状況下にお

いて、緩衝帯の整備、収穫されない農作物や収穫残渣などの誘引物の除去を徹底した

集落では、サルの行動域の抑制による被害の軽減がみられた。一方で、誘引物の除去

等が徹底されていない地域においては、被害の軽減が認められなかった。 

  イ 被害防除対策 

   集落環境調査に基づく集落ぐるみの対策を講じてきた結果、一部地域ではサルに対応

した電気柵の維持管理や徹底的な追い払いの継続により、被害が軽減された。また、サ

ルの追い払い員を雇用している市町村では、サルの詳細な群れの行動域の把握が進み、

より適切な対策を講じることにより被害の軽減が図られた。 

  ウ 加害レベルの管理 

   加害レベルは毎年度、チェックシートで判定しているが、令和２年度に前年度から加

害レベルが下がった群れは10群、加害レベルが上がった群れは12群であった。 

   加害レベルが上がった群れについては、集落の高齢化等を理由に追い払いが行われ

ず、出没頻度の増加が見られた。加害レベルが下がった群れについては、集落による追

い払い、加害個体の除去などが行われた。 

   加害レベルを下げるには適切な対策の実施が必要であり、今後も加害レベルを下げる

ための取組を継続していく必要がある。 

  エ 生息環境管理 

   サル等野生鳥獣の出没対策等を目的として、多くの市町村が荒廃した里山林や平地林

の整備や管理を行っており、今後もサルの生息に適した奥山の環境を保全していくこと

が重要である。 

  オ 個体群管理 

   確認されている77群のうち、調査レベル３以下の群れが52群と多いことから、これら

については調査レベルを向上させる必要がある。 

   具体的には、サルへの発信器装着、群れの規模、生息域等を把握することを推進する。 

 

（４）課題解決のための今後の対応 

  サルによる被害防除対策の強化に向け、調査レベルの低い群れについては、サルへの発

信器装着によるテレメトリ調査等により、群れの規模、生息域等を把握し、被害対策に反

映させていく。また、個別の群れの対策から、地域内に存在する複数の群れを対象とした

「集落環境管理」「被害防除対策」及び「個体群管理」による総合的な取組を強化し、群

れの加害レベルの低下を図っていく。 
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６ 管理の基本方針 

 本県では、平成26年度に「群馬県鳥獣被害対策本部」を設置し、鳥獣被害対策の情報共有、

対策方針の決定及び部局を横断した被害対策を強化してきた。その基本方針において、野生

鳥獣との共存に向けた鳥獣被害対策に係る基本的な考え方は以下のとおりである。 

 本計画においても、この基本的な考え方を踏まえた上で、計画期間におけるサルの加害レ

ベルの低減を図るための管理を推進する。 

 

（１）群馬県鳥獣被害対策基本方針 

 

※県鳥獣被害対策基本方針から「基本的な考え方」を抜粋 

基本的な考え方 

 本県の豊かな自然、農林業、地域の暮らしを野生鳥獣被害から守るため、「守る」

「捕る」「知る」の各対策を、地域、市町村、県等の協働により総合的、計画的に実

施する。 

 短期的には、緊急的課題である「捕る」対策を強化するとともに、「守る」対策を

一体的に推進することとする。 

 実施に当たっては、計画の策定、施策の実施、施策の評価、計画の見直しの各ステ

ップでの課題を確認しながら順応的に推進していく。 

 長期的には、野生鳥獣との共存に向け、生息地域での環境整備に取り組み、野生鳥

獣との棲み分けにより、野生鳥獣被害からの脱却を図ることとする。 

 

【短期目標】 

 
野生鳥獣を出没させない・定着させない 

 

  

「鳥獣害に強い集落づくり」の実施 

農林業における被害軽減のための捕獲強化 

「守る」「捕る」「知る」対策を、地域の実情に応じ総合的、計画的に実施 

 

【長期目標】 

 
野生鳥獣と「棲み分け」へ 

 

  

森林整備などの生息環境整備を長期的に実施 

野生鳥獣の適正な生息密度の実現 

 

【将来像】 

野生鳥獣との共存（野生鳥獣被害からの脱却） 
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（２）計画の基本方針 

  ア 加害レベルの低減に向けた管理 

   サルによる農林業被害の対策の長期目標は、人とサルの棲み分けを通じて、最終的に

人との軋轢の最小化を図ることである。そのための短期目標は、各加害群の加害レベル

の低減を目的とした各対策を講じ、加害群数の低減を図るものとする。 

   被害防除対策は、調査レベルに応じて講じるものとし、防護柵の適切な維持管理及び

地域ぐるみの対策等の継続に留意する。また、対策により目標値まで低減された加害レ

ベルの維持、加害群の他地域への侵入の阻止、野生群の加害群化の防止を徹底し、地域

全体での加害レベルの低減とその維持に努める。 

  イ 計画の順応的管理 

   計画は、被害防除対策によるサルの生息状況と被害状況の変化を科学的に検証し、そ

の評価を対策にフィードバックする順応的管理により推進する。 

   なお、検証は群れの加害レベルを指標とし、生活環境被害の把握にも留意する。 

 

７ 管理の目標 

（１）農業被害の減少 

  関係機関が連携して被害防除対策を進め、他の獣種対策ともあわせて複合的に対策を

実施することで農業被害の減少を図る。 

   目標値は、令和元年度を基準として、年軽減率を被害額２％、被害面積５％として、

令和８年度における農業被害額、被害面積を次のとおり設定する。 

 

 

 

（２）加害レベルの低下 

  平成26年４月23日に環境省・農林水産省が示した「ニホンザル被害対策強化の考え方」

では、10年後（令和５年度）までに加害群の数を半減させることを目標としている。 

  本県においても毎年度の加害レベルの管理を通じて、農林業被害及び生活環境被害を

及ぼす加害群の数の減少及び加害レベルの低下を図るものとして、令和８年度における

目標を次のとおり設定する。 

 

 

 

  

令和８年度における農業被害額：12,700千円以下 

令和８年度における農業被害面積：７ha以下 

令和８年度における加害群数：63群以下 
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（３）加害群定着域の拡大防止 

  旧市町村単位によりサルの定着（地域内での繁殖の有無）による「拡大防止ライン」を

設定し、サルが定着していない地域への侵入を防止する。また、定着の可能性が高い群れ

が出没している地域である高崎市榛名町、高山村、昭和村及び沼田市白沢町を「対策重点

地域」と設定し、隣接する市町村との連携によりサルが出没し始めた初期の適切な対策を

講じ、加害群の定着を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図２ 旧市町村行政区域による拡大防止ライン及び対策重点地域 

    ※群れの生息域及び加害レベルは、2021.2現在の状況 

 

表３ 拡大防止ライン隣接市町村名（旧市町村行政区により表記） 

地 域 
加害群 

定着地域 定着なし地域 

西 部 
倉渕村 松井田町 妙義町 下仁田町 榛名町 安中市 富岡市 

中里村 万場町 － － 甘楽町 藤岡市 鬼石町 

吾 妻 中之条町 吾妻町 － － 高山村 東村 － 

利根沼田 新治村 月夜野町 沼田市 利根村 昭和村 白沢村 － 

中 部 － 
子持村 富士見村 新里村 

小野上村 － － 

東 部 黒保根村 大間々町 桐生市 － 笠懸町 薮塚本町 太田市 
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８ 目標達成のための施策 

（１）集落環境管理 

  ア 誘引要因の除去 

   農地や集落を餌場と認識させないことが重要であるため、収穫残渣及び生ゴミ等の

適正な処理及び放任果樹の適正な管理を推進する。 

  イ 緩衝帯整備の推進 

   集落侵入の際の警戒感の向上や追い払いの効果を高めるため、集落周辺を中心とし

た藪や森林等の整備を推進する。 

  ウ 耕作放棄地対策 

   関係機関と連携し、サルの隠れ場所となる耕作放棄地や藪などの発生抑制と再生支

援に努める。 

  エ 餌付けの禁止 

   餌付けは、人への警戒心を薄れさせることにより、サルの加害レベルの上昇につな

がるとともに、防除対策の効果を削減してしまうため、住民の意識啓発により餌付け

をなくす。また、観光客に対しても餌を与えないよう周知徹底する。 

 

（２）被害防除対策 

  サルの加害レベルに応じた適切な対策を、地域ぐるみにより総合的に取り組んでいく

ことが重要である。 

  ア 効果的な防護柵の設置  

   多獣種対応型電気柵の設置を推進する。 

  イ 組織的な追い払い・追い上げ 

   徹底的な追い払いにより、行動域を変化させることで被害の軽減も可能である。追

い払いは、集落や農地周辺でサルを見かけたら花火や轟音玉等の道具を利用した集団

での対応を推進する。 

   なお、ロケット花火等の利用は、人や可燃物のある方向に打ち上げた場合、事故や

火災につながる危険性もあるので、安全な使い方を徹底するよう十分注意する。また、

追い払い・追い上げた群れの他地域への定着や出没に留意し、関係機関と連携を図り

実施する。 

 

（３）加害レベルの管理 

  各市町村及び県において、群れの包括的な評価による対策を、チェックシート（No.1

【群れ・被害の現状】、No.2【計画・評価】）により、年度ごとの計画の作成と評価を

行う。 

  ア 計画の作成 

   加害群の定着及び拡大が確認されている市町村は、当該年度末までに本計画に基づ

き、チェックシートにより管理計画を作成する。県は、チェックシート作成に関する

指導・助言を行い、各市町村のチェックシートを基に、県全体のサル個体群の計画的
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な管理を推進していく。 

  イ 調査の実施 

   市町村は、チェックシートにより加害群毎に生息数や加害レベルの把握の他、農作

物被害や生活環境被害の把握にも努める。市町村をまたがる群れについては、それぞ

れの市町村間で連携を図りながら、群れの把握に努めるものとする。県は、市町村の

情報を取りまとめるとともに、広域的な調査研究に努める。 

  ウ 計画の評価と再検討 

   市町村は、チェックシートにより計画に対する評価を行い、県は、市町村の評価を

確認した上で改めて評価を行い、必要に応じて対策を再検討する。 

 

（４）生息環境管理 

  ア ゾーニング 

   サルと人とが同所的に共存することは、サルの生態等から困難である。健全なサル

の群れの維持が可能な生息環境の確保のため、人との棲み分けを図る手段としてゾー

ニングを検討する。 

  イ 多様な森林の整備推進 

   サルをはじめとする野生鳥獣が人の生活圏に依存せず奥山に定着するよう、多様な

資源を有する森林の整備を関係機関の連携により推進する。 

 

（５）個体群管理 

  個体の捕獲は、発信器装着、群れの規模、生息域等の把握など、調査レベルを向上させ

た上で、個体数管理手法を適切に選択する必要がある。 

  ア 加害度が高い個体（選択捕獲） 

   特定の個体が、農作物被害または生活環境被害を発生させ、追い払い等では被害を

防止できない場合に選択捕獲を実施する。群れの個体である場合は、群れが分裂をし

ないよう十分に配慮した上で行う。 

  イ 個体数が多い群れ（部分捕獲） 

   群れの加害レベルが高く個体数の多い群れを、管理しやすい群れサイズへの縮小を

図るために部分捕獲を実施する。 

   なお、対応は、群れの構成等を十分に把握した上で計画的に実施するものとする。

併せて被害防除対策や追い払いの強化により非加害群化を図る。 

  ウ 追い払い・追い上げの方向がない群れ（群れ捕獲） 

   市街地等で背後に群れを追い払う山等がない場合や、他の群れに囲まれて追い上げ

ができない場合は、群れの系統、群れの加害レベル、隣接するサルの群れの対策状況

等を考慮した上で、全頭捕獲を検討する。 

   なお、全頭捕獲を検討する際には、隣接群の侵入を防ぐため、電気柵等の防除対策

の強化と誘因物や隠れ場所の除去等の管理を併せて行う。 
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９ 地域別管理目標 

 サルは、本県ではほとんどの場合複数の群れがまとまって分布するというパターンを示

すことから、この隣接して生息する群れの集まりを、保護･管理の基本的な管理単位として

設定し、管理ユニット（以下「ユニット」という。）と呼ぶ。 

 本計画における「加害レベルの管理」は、地域個体群の生息状況等から、図３に示すよ

うに「県南西部地域個体群」「県西部地域個体群」及び「県北部地域個体群」を第Ⅰから

第Ⅳの４つに別けた合計６ユニットごとに管理目標を定めて対策を講じるものとする。 

 加害レベルの現状及び目標の値は、環境省の「ニホンザル対策モデル事業レポート」

（2016.3）を基に算出し、各群れの名称は、表４の定義に基づき「群」「群れ」「集団」

の３つに区分した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図３ 「加害レベルの管理」を講じるユニット 

         ※群れの行動域及び加害レベルは、2021.2現在 

 

表４ 群れの名称の定義 

レベル 定 義 

群 行動域、構成、頭数が十分に把握されている。 

群れ オトナメスを含んでいることが判明しているが、情報が不足している。 

集団 出没の報告はあるがオトナメスの存在が不明である。 

県西部地域個体群 → 

ユニット 

← 県南西部地域個体群 

ユニット 

県北部地域個体群 → 

第Ⅰユニット 

県北部地域個体群 

第Ⅱユニット → 

← 県北部地域個体群 

第Ⅲユニット 

← 県北部地域個体群

第Ⅳユニット 
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（１）県南西部地域個体群ユニット 

  令和３年２月現在、本ユニットにおける加害群は３群が確認されている。加害レベル

は、レベル３が２群、レベル２が１群で、群れの出没は季節的である。農林業被害の報

告件数は、増加傾向にあるが、人への警戒が高いことから群れ全体が耕作地や集落に出

てくることは少ない。 

  被害防除対策は、①地域住民及び関係機関へのサル対策の理解の浸透と合意形成、②

サルに対応した防護柵の設置・維持管理、③戦略的な追い払いの実施、④加害個体の除

去を中心に、加害レベルの低減を図る。 

  本計画期間における目標は、全ての加害群の加害レベルを２以下、野生群の加害群化

の阻止とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 県南西部地域個体群ユニットのニホンザル群れの推定行動域（2021.2現在） 

 

 

船子の群れ 

神流の集団 

浜平の集団 

楢原新羽の群れ 
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（２）県西部地域個体群ユニット 

  令和３年２月現在、本ユニットにおける加害群は14群が確認されている。加害レベル

はレベル４が３群、レベル３が10群、レベル２が１群で、群れの恒常的な耕作地への出

没がみられる。また、群れによっては、生活環境被害を発生させている。 

  本ユニットでの対策は、調査レベルの低い加害群の調査レベルの向上を急務とし、市

町村区域を越えて生息域を有する加害群の情報の共有に努めるものとする。また、高崎

市榛名町はハナレザルの出没がみられるため、対策重点地域として対応する。 

  被害防除対策は、①地域住民への啓発、②生活環境被害の把握、③サルに対応した防

護柵の設置・維持管理、④戦略的な追い払いの実施、⑤群れの適切なサイズへの縮小ま

たは除去を中心に、加害レベルの低減を図る。 

  本計画期間における目標は、野生群の加害群化の阻止、各加害群の加害レベルの低下、

加害群数を現状14群から11群以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 県西部地域個体群ユニットのニホンザル群れの推定行動域（2021.2現在） 

 

桑本Ａ群 

桑本Ｂ群 

月並群 

月並分派の集団 

相間川の集団 

細野群 坂本群 

桑本Ｂ分派群 

下仁田群 

大牛群 

砥沢羽沢の集団 

横川群 

入山灘田群 

新堀群（旧五料群） 

坂詰群 
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（３）県北部地域個体群－第Ⅰユニット 

  令和３年２月現在、本ユニットにおける加害群数は23群が確認されている。加害レベ

ルは、レベル４が６群、レベル３が９群、レベル２が８群で、群れ単位での恒常的な耕

作地への出没がみられる。また、多くの群れにより家庭菜園被害が発生している。 

  本ユニットでの対策は、加害群が多い上に生息域が入り組んでいるため、調査レベル

の低い加害群の調査レベルの向上を急務とし、市町村区域を越えて生息域を有する加害

群の情報の共有に努めるものとする。また、高山村はハナレザルや複数頭でのサルの出

没がみられるため、対策重点地域として対応する。 

  被害防除対策は、①地域住民への啓発、②生活環境被害の把握、③サルに対応した防

護柵の設置・維持管理、④戦略的な追い払いの実施、⑤群れの適切なサイズへの縮小ま

たは除去を軸に、加害レベルの低減を図る。 

  本計画期間における目標は、各加害群の加害レベルの低下、加害群数23群以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 県北部地域個体群－第Ⅰユニットのニホンザル群れの推定行動域（2021.2現在） 
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（４）県北部地域個体群－第Ⅱユニット 

  令和３年２月現在、本ユニットにおける加害群は12群が確認されている。加害レベル

は、レベル４が５群、レベル３が７群で、群れ単位での恒常的な耕作地への出没がみら

れる。また、多くの群れにより家庭菜園の被害が発生している。 

  本ユニットでの対策は、調査レベルの低い加害群の調査レベルの向上を急務とする。

また、市町村区域を越えて生息域を有する加害群の情報の共有に努める。 

  被害防除対策は、①地域住民への啓発、②収穫残渣や耕作放棄地の適切な対応、③生

活環境被害の把握、④サルに対応した防護柵の設置・維持管理、⑤戦略的な追い払いの

実施、⑥群れの適切なサイズへの縮小を中心に、加害レベルの低減を図る。 

  本計画期間における目標は、全ての加害群の加害レベルを２以下、加害群数を現状12

群から８群以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 県北部地域個体群－第Ⅱユニットのニホンザル群れの推定行動域（2021.2現在） 
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（５）県北部地域個体群－第Ⅲユニット 

  令和３年２月現在、本ユニットにおける加害群は14群が確認されている。加害レベル

は、レベル３が８群、レベル２が５群、レベル１が１群あり、群れの恒常的な耕作地へ

の出没がみられる。また、家庭菜園被害が多くの群れで発生している。 

  本ユニットでの対策は、生息数の多い加害群が多い上にその生息域が入り組んでいる

ため、生息域の変化や群れの分裂に留意して対策を講じることが重要である。また、市

町村区域を越えて生息域を有する加害群の情報の共有に努めるものとする。なお、昭和

村及び沼田市白沢町は複数頭や群れでのサルの出没がみられ最も加害群の定着の恐れ

のある地域であるため、対策重点地域として対応する。 

  被害対策は、①地域住民への啓発、②生活環境被害の把握、③サルに対応した防護柵

の設置・維持管理、④戦略的な追い払いの実施、⑤群れの適切なサイズへの縮小または

除去を中心に、加害レベルの低減を図る。 

  本計画期間における目標は、全ての加害群の加害レベルを２以下、加害群数を現状14

群から11群以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 県北部地域個体群－第Ⅲユニットのニホンザル群れの推定行動域（2021.2現在） 
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（６）県北部地域個体群－第Ⅳユニット 

  令和３年２月現在、本ユニットにおける加害群数は7群が確認されている。加害レベル

は、レベル４が２群、レベル３が２群、レベル２が３群で、群れ単位での恒常的な耕作

地への出没がみられる。また、住民への威嚇や器物破損、家庭菜園被害といった生活環

境被害も多く、ほとんどの群れにより発生している。 

  本ユニットでの対策は、調査レベルの低い加害群の調査レベルの向上を急務とする。

また、市町村区域を越えて生息域を有する加害群の情報の共有に努める。 

  被害防除対策は、①地域住民への啓発、②生活環境被害の把握、③放任果樹の管理等

の集落環境整備、④サルに対応した防護柵の設置・維持管理、⑤戦略的な追い払いの実

施、⑥群れの適切なサイズへの縮小を中心に、加害レベルの低減を図る。 

  本計画期間における目標は、全ての加害群の加害レベルを２以下、加害群数を７以下

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 県北部地域個体群－第Ⅳユニットのニホンザル群れの推定行動域（2021.2現在） 
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10 モニタリング等の調査・研究 

（１）生息状況の把握 

  加害レベルの管理等に資するため、チェックシートによる調査及び生息状況調査を継

続して実施し、生息数の精度を高める。また、必要に応じて調査方法や調査項目の見直

しを行い、被害対策等に活用する。 

 

（２）捕獲状況及び個体分析調査 

  ア 動物情報報告 

   市町村で実施している捕獲事業の捕獲個体について、捕獲日時、場所、性別及び推

定年齢等の情報を集約する。 

  イ 捕獲個体調査 

   捕獲個体を調査し、食性、繁殖状況、齢構成及び栄養状態等を把握する個体分析を

行う。 

 

（３）被害調査及び対策効果検証 

  ア 野生鳥獣による農林業被害調査 

   被害作物や被害金額、被害面積等を毎年度調査する。 

  イ 各地区における被害意識調査 

   加害群ごとに農作物被害や生活環境被害等の被害レベルを調査し、現場の実態を反

映させた被害実感を把握する。 

  ウ 対策の効果検証 

   各種調査や捕獲状況、防除対策実施状況等の結果を分析し、被害軽減効果の検証を

行う。 

 

（４）研究・開発 

  ア 被害対策技術の開発 

   大学と連携し、各種調査の結果及び対策実施状況を分析し、地域の実情に合わせた

効果的な被害対策技術を開発し普及する。 

  イ 効果的な捕獲技術等の研究 

   林内の動物行動を把握することによって、効率的な捕獲や動物の出没抑制対策等に

資する研究を行う。 
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11 その他管理のために必要な事項 

（１）人材育成 

  農林業者、関係機関及び行政関係者に対して、鳥獣に関する法令・被害防除の知識や技

術習得に関する研修会を開催する。特に行政機関において、専門的な知識、技術及び経験

を有する人材の育成に努める。 

  また、農業高校及び農林大学校の学生を対象に鳥獣の生態や対策技術に関する研修を実

施する等、将来地域の担い手となることが期待される人材育成に取り組む。 

 

（２）近県との連携 

  個体群の交流があると考えられる栃木県、埼玉県及び長野県については、地域防除対策

等の情報を共有し、効果的な対策の実施に努める。 

  また、隣接する新潟県、福島県とも適宜情報の共有に努めるものとする。 

 

（３）情報公開 

  鳥獣の捕獲に関する統計や被害調査結果等は、逐次ホームページ等で公開する。また、

試験研究機関の成果発表会等においても、各種調査結果を積極的に公開する。 

 

（４）普及啓発 

  地域住民に対し、サルの生態と防除に関する知識に対する理解を深め、適切な被害防除

が図られるよう、出前講座の開催や市町村が開催する地域の勉強会を通じて普及啓発を行

う。 

 

12 計画の実施体制 

 効果的な被害対策及び管理を実施するにあたっては、県、市町村、地域住民、農林業団体、

猟友会、ＮＰＯ法人や民間事業者、連携している大学等の幅広い関係者が相互に連携・協力

し、学識経験者の支援を得ながら、連携して取り組む。 

 特に被害対策においては、各組織に地域住民が積極的に参画して取り組む。 

 

（１）農林業者を含む地域住民 

  自らが農地森林における被害防除対策を講じ、被害を防ぐ。併せて、地域ぐるみによる

獣害対策に参加して「鳥獣害に強い集落」の実現を図る。 

 

（２）市町村 

  各種補助事業を活用し、地域の実情に応じた対策を推進する。防護柵設置の合意形成、

捕獲について、集落ぐるみで実施できる体制へ移行する。 

  なお、捕獲はチェックシートによる群れ・被害の現状及び個体群管理に係る計画に基

づき実施する。 
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（３）猟友会 

  サルの目撃情報及び捕獲技能について、関係機関に対して助言を行う。また、市町村

が実施する発信器の装着や有害鳥獣捕獲に協力する。 

 

（４）県 

  ア 鳥獣被害対策支援センター 

   本計画の進捗管理を行うとともに、サルの被害や対策に係る情報を集約した上で関

係者間での情報共有を図る。また、生息状況調査、捕獲状況及び被害状況の分析を行

い、施策に反映させる。 

   農林業被害に関する被害防除対策を普及するとともに、対策の効果検証を行う。ま

た、生活環境被害等の報告として計上されない被害を把握し、地域住民が効果を実感

できる対策に取り組む。併せて、本計画の進捗状況及び対策効果の検討及び評価機関

からの助言・提言を受け、それらの内容を反映させた広域連携を推進する。 

  イ 自然環境課 

   鳥獣保護管理法の所管課として、有害鳥獣捕獲が適切に実施されるよう、鳥獣保護

管理事業計画により捕獲許可基準及び鳥獣保護区等を設定する。 

  ウ 技術支援課 

   鳥獣被害防止特措法の所管課として、農業被害の状況把握及び対策に関する事業を

推進する。農業被害対策の各種補助事業により、地域が主体となった取組を支援する。 

  エ 林政課 

   野生鳥獣による林業被害の状況把握及び対策に関する事業を推進する。森林所有

者等が行う林業被害対策に対して、各種補助事業を活用し支援する。 

  オ 自然史博物館 

   市町村の協力の下、捕獲個体の分析を行い、食性、繁殖状況、齢構成及び栄養状態

等のサルの生物学的な情報を把握する。 

  カ 林業試験場 

   林業及び生態系被害に対する野生鳥獣の行動把握、捕獲方法及び防除方法の研究を

行う。 

 

（５）ＪＡ、森林組合 

  農地への防除資材や森林施業における獣害対策資材について、適切な情報提供を行う。

また、地域ぐるみの「鳥獣害に強い集落づくり」等の取組に協力する。 

  森林組合は、日常の業務で把握した林業被害については関係者に情報提供するととも

に、森林所有者に対して、被害対策の実施について助言を行う。 

 

（６）大学・ＮＰＯ法人等民間事業者 

  包括連携協定を結んでいる日本獣医生命科学大学を含め、大学やＮＰＯ法人等の民間

事業者との情報交流により適正管理に資する。 
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（７）検討・評価機関 

  学識経験者、関係団体及び関係行政機関により構成される群馬県第二種特定鳥獣適正

管理検討委員会を設置し、本計画の内容・進捗状況について検討・評価を行う。また、

検討委員会の下には獣種別専門部会を設置し、県関係課担当者レベルでの実務的な業務

を行う。 

  野生動物の学識者で組織する群馬県野生動物対策科学評価委員会は、野生鳥獣による

被害を軽減するため、県及び市町村が実施した施策の実施結果について、科学的・客観

的な知見に基づき、本計画等に関する評価を行う。 
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１ 生息状況 

  県が実施してきた生息状況調査（S58～H27）で把握している生息状況は図１－１のと

おり。 

  また、市町村によるニホンザル加害レベル管理チェックシート（H27～）で把握して

いる生息状況は図１－２のとおり。 

  生息状況調査に基づく地域別ニホンザルの推定生息数は表１－１のとおり。 

また、チェックシートに基づく加害群別ニホンザルの推定生息数は表１－２のとお

り。 
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図１－１ 群馬県におけるニホンザルの地域個体群別生息数

※出典：鳥獣被害対策支援センター「生息状況調査」
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図１－２ 群馬県におけるニホンザルの地域個体群別生息数   

      ※出典：鳥獣被害対策支援センター「ニホンザル加害レベル管理チェックシート」 
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表１－１　群馬県における地域別ニホンザルの推定生息数（昭和５８年度～平成２７年度） １／４

地 区 頭 数 地　区 頭 数 地区 頭 数 地　区 頭 数 地区 頭 数 地区 頭 数
上野地域

本谷 40 本谷・浜平 40 本谷･浜平･中ノ沢 40

小 　計  0 0 0 0 0 １群 40 １地区 40 １地区 40
南牧地域 黒滝山 10 黒滝山 －

 計  0 0 0 0 0 １群 10 １地区
妙義・ 妙義神社 50 妙義神社 70 白雲山 30 白雲山 45 白雲山・諸戸 60 白雲山･諸戸 60
下仁田地域 金鶏山 50 金鶏山 80 金鶏山･上小坂 140 上小坂･菅原･虻田 50

上小坂 40 上小坂 70 上小坂・菅原 80 上小坂・菅原 30 ・菅原 大桁山
御堂山 40 御堂山 40 御堂山 40 御堂山 50 御堂山・馬居沢 40 朝日岳･金洞山･金鶏 60

金洞山 50 金洞山・松倉 60 山･松倉
中野・半弓 30 中野・半弓・上野 30 馬居沢･物語山 30

初鳥屋・芝の沢 30 中野･半弓･本宿 50

高立･初鳥屋･芝の沢 30
 計  ３群 130 ３群 180 ４群 200 ６群 285 ６地区 360 ６地区 280

松井田 五輪岩 86 五輪岩 90 五輪岩 80 五輪岩 55 五輪岩 50 五輪岩･浅間山 40
・倉渕地域 刎石山 60 刎石山 90 刎石山 90 刎石山 20 刎石山 30

熊の平 60 熊の平 60 熊の平 60 熊の平 70 熊の平 30 熊の平 30
妙義湖 50 妙義湖 70 妙義湖 50 妙義湖・中木・小竹 80 妙義湖･中木･中木川 80

上流
奥中木 30 奥中木 30 中木・小竹 45 旧碓氷峠・県境部 55 旧碓氷峠･県境部 50

増田川上流 15 増田川上流 － 明賀･恩賀･下平 50
恩賀・下平 40 明賀・恩賀・下平 50 遠入･赤坂 40
遠入 70 遠入・赤坂 40 水谷･高戸谷山･木馬瀬 40
水谷 52 水谷 30
御所平 53 御所平・高墓・五料 20 御所平･高墓･五料 30
麻苧ノ滝 15 丁須・麻苧ノ滝 20 丁須･麻苧ノ滝 10

丁須・西大星 30 坂本 30 坂本･赤松沢 50
横川・梅ヶ丘 30 横川･梅ヶ丘 30
湯の沢 30 湯の沢･道全 30

霧積 50 霧積 50 霧積・角落山 100 霧積・角落山 50 霧積･角落山 40
相間川流域 30 相間川流域 30
川浦 － 川浦 5

 計  ３群 206 ６群 370 ６群 380 １３群 615 １７地区 575 １５地区 555
榛名地域 上室田 10 上室田

 計  0 0 0 0 １群 10 １地区 0 0
 小　計  ６群 336 ９群 550 １０群 580 ２１群 920 ２５地区 935 ２１地区 835

中之条地域 四万川 60 日向見・四万 60 日向見･四万 60
下四万 60 寺社平･貫湯平 60
沢渡 60 沢渡 60

殿界戸 40

 計  0 0 0 0 0 １群 60 ３地区 180 ４地区 220
六合地域 白砂川上流 50 白砂川上流 50 和光原･世立･見寄 60

 計  0 0 0 0 0 １群 50 １地区 50 １地区 60
赤城地域

 計  
水上地域

宝川･青木沢 50
幸知・綱子 40 綱子・粟沢 40 綱子･粟沢 40

谷川温泉 30 谷川・阿能川 50 谷川･阿能川 60
幸知･湯桧曽･土合 50 湯桧曽･幸知･土合 40
鹿野沢・小日向 50 鹿野沢･小日向 50

宝川 50
 計  0 0 0 0 0 ２群 70 ５地区 240 ５地区 240

新治地域 川古温泉 40 川古温泉 40 川古温泉･相俣 40
吹路 40 吹路・合瀬・永井 80 吹路･合瀬･永井 90
合瀬 40
法師温泉 40 法師 40 法師 40

 計  0 0 0 0 0 ４群 160 ３地区 160 ３地区 170
勢多郡東地域 草木湖右岸 40 小中 30 小中川 45 小中・花輪 50 小中･花輪 50

押手・春場見 70 押手・春場見 80 押手・春場見 60 向沢入･沢入･春場見 60
草木湖左岸 40 向沢入 30 向沢入 40 向沢入・三境 50

神戸 30 神戸･押手 50
座間･三境山 40

 計  0 ２群 80 ３群 130 ３群 165 ４地区 190 ４地区 200
黒保根地域

八木原 15 八木原     - 梨木     -
 計  0 0 0 0 0 １群 15 １地区 １地区

利根地域 老神温泉 50 片品･武尊 20

平川･丸山･奈良 60
老神･大楊･追貝 50

赤城北面 8
 計  0 0 0 0 0 0 0 １地区 50 ４地区 138
小　計 0 ２群 80 ３群 130 １２群 520 １８地区 870 ２２地区 1,028

６群 336 １１群 630 １３群 710 ３４群 1,480 ４４地区 1,845 ４４地区 1,903

出典：生息状況調査
※１ 地区欄中の同記号は、同一の群れを示す。

 区　分 Ｓ５８年１月 Ｓ６１年１月 Ｓ６３年２月 Ｈ２年２月 Ｈ４年２月 Ｈ５年１１月

南
西
部

西
　
　
　
　
部

北
　
　
　
　
　
部

合　計　　
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表１－１　群馬県における地域別ニホンザルの推定生息数（昭和５８年度～平成２７年度） ２／４

地　区 頭　数 地　区 頭　数 地　区 頭　数 地　区 頭　数 地　区 頭　数
上野地域 本谷･浜平 30 本谷･浜平 100 本谷･浜平 40 本谷･浜平 30 本谷･浜平・中ノ沢 20

中ノ沢 20 中ノ沢 20 中ノ沢 40 中ノ沢 40 楢原 40

小 　計  ２地区 50 ２地区 120 ２地区 80 ２地区 70 ２地区 60
南牧地域

 計  
妙義・ 白雲山･諸戸 70 白雲山･諸戸 80 白雲山･諸戸 80 白雲山･諸戸・妙義 80 白雲山･諸戸・妙義 70
下仁田地域 上小坂･菅原･虻田 50 上小坂･菅原･虻田 60 上小坂･菅原･虻田 60 上小坂･菅原･虻田 60 上小坂･菅原･虻田 100

大桁山 大桁山 大桁山 大桁山 大桁山
朝日岳･金洞山･金鶏 60 朝日岳･金洞山･金鶏 60 朝日岳･金洞山･金鶏 60 朝日岳･金洞山･金鶏 60 朝日岳･金洞山･金鶏 30
山･松倉 山･松倉 山･松倉 山･松倉 山･松倉・中之岳
馬居沢･物語山 30
中野･半弓･本宿☆ 　 50 中野･半弓･本宿☆ 　 40 中野･半弓･本宿 ☆ 40 中野･半弓･本宿 ☆ 50 中野･半弓･本宿 ☆

奴居出・坂詰・根小屋 50
高立･初鳥屋･芝の沢 10 高立･初鳥屋･芝の沢 20 高立･初鳥屋･芝の沢 20 高立･初鳥屋･芝の沢 20 高立･初鳥屋･芝の沢 10

 計  ６地区 270 ５地区 260 ５地区 260 ５地区 270 ６地区 260
松井田 五輪岩･浅間山 50 五輪岩･浅間山 50 五輪岩･浅間山 30 五輪岩･浅間山● 五輪岩･浅間山●
・倉渕地域

熊の平★        60 熊の平★        60 熊の平★    60 熊の平★    60 熊の平★    60
妙義湖･中木･中木川 80 妙義湖･中木･中木川 70 妙義湖･中木･中木川 70 妙義湖･中木･中木川 70 妙義湖･中木･中木川 40
上流 上流 上流 上流 上流
旧碓氷峠･県境部 60 旧碓氷峠･県境部 50 旧碓氷峠･県境部 50 旧碓氷峠･県境部 50 旧碓氷峠･県境部 50
明賀･恩賀･下平☆ 明賀･恩賀･下平☆ 明賀･恩賀･下平☆ 明賀･恩賀･下平☆ 明賀･恩賀･下平☆ 20
遠入･赤坂 50 遠入･赤坂 30 遠入･赤坂 30 遠入･赤坂 20 遠入･赤坂 30
水谷･高戸谷山･木馬瀬 40 水谷･高戸谷山･木馬瀬 30 水谷･高戸谷山･木馬瀬 20 水谷･高戸谷山･木馬瀬 30 水谷･霧積ダム 40

高戸谷山・木馬瀬 10
御所平･高墓･五料 30 御所平･高墓･五料口● 30 御所平･高墓･五料□● 30 御所平･高墓･五料□● 30 御所平･高墓･五料□● 20

坂本･赤松沢★ 坂本･赤松沢★ 坂本･赤松沢★  坂本･赤松沢★  坂本･赤松沢★  
横川･梅ヶ丘 40 横川･梅ヶ丘● 横川･梅ヶ丘● 横川･梅ヶ丘● 横川･梅ヶ丘●
湯の沢･道全 30 湯の沢･道全 30 湯の沢･道全 30 湯の沢･道全 50 湯の沢･道全 40
霧積･角落山 20 霧積･角落山 20 霧積･角落山 20 霧積･角落山 霧積･角落山
相間川流域 50 相間川流域 50 相間川流域 － 相間川流域 － 相間川流域 －
川浦 10 川浦 10 川浦 10 川浦 5 川浦・岩氷 5

 計  １４地区 520 １４地区 430 １４地区 350 １３地区 315 １４地区 315
榛名地域

 計  0 0 0 0 0
 小　計  ２０地区 790 １９地区 690 １９地区 610 １８地区 585 ２０地区 575

中之条地域 日向見･四万 60 日向見･四万 60 日向見･四万 60 日向見･四万 50 日向見･四万 60
寺社平･貫湯平○ 70 寺社平･貫湯平◇ 80 寺社平･貫湯平◇ 60 寺社平･貫湯平◇ 60 寺社平･貫湯平◇ 70
沢渡 ○ 沢渡◇ 沢渡◇       沢渡◇       沢渡◇       

大道 20 大道 30

殿界戸･美野原 40 殿界戸･美野原 50 殿界戸･美野原 50 殿界戸･美野原 30 殿界戸･美野原◆
高沼◆ 30 高沼◆ 30 高沼◆ 30 高沼◆ 30

唐操原・反下 30

在上◆ 吾妻町在上◆ 吾妻町在上◆ 吾妻町在上・内野 30
吾妻町・中組 20

 計  ４地区 170 ６地区 220 ６地区 200 ７地区 190 ９地区 270
六合地域 和光原･世立･見寄 60 和光原･世立･見寄 60 和光原･世立･見寄 60 和光原･世立･見寄 60 和光原 50

松岩山 15 松岩山 15 松岩山 15 松岩山 世立・見寄 30
常布の滝・草津原 10

生須・日影・堂西・長野原 60 生須・日影・堂西・長野原 10
鳴尾・門貝 10 鳴尾・門貝 30

 計  ２地区 75 ２地区 75 ２地区 75 ３地区 130 ５地区 130
赤城地域 長井小川田 3 長井小川田 0 長井小川田 0

 計  １地区 3 １地区 0 １地区 0
水上地域

宝川･青木沢 60 宝川･青木沢 80 宝川･青木沢 100 宝川･青木沢 50 宝川･青木沢・藤原 70
綱子･粟沢 30 綱子･粟沢 30 綱子･粟沢 50 綱子･粟沢 100 綱子･粟沢 40

平出 30
谷川･阿能川　 　 80 谷川･阿能川　 　 30 谷川･阿能川　 　 30 谷川･阿能川　 　 30 谷川･阿能川　 　 30
湯桧曽･幸知･土合 50 湯桧曽･幸知･土合 40 湯桧曽･幸知･土合 30 湯桧曽･幸知･土合 20 湯桧曽･幸知･土合 50
鹿野沢･小日向   40 鹿野沢･小日向   40 鹿野沢･小日向☆   40 鹿野沢･小日向■ 40 鹿野沢･小日向■ 50

月夜野・上牧☆ 月夜野・上牧■ 月夜野・上牧■
沼田市・佐山■ 沼田市・佐山■

 計  ５地区 260 ５地区 220 ６地区 250 ７地区 240 ８地区 270
新治地域 川古温泉･相俣 50 川古温泉･相俣 30 川古温泉･相俣 50 川古温泉･相俣 30 川古温泉･相俣・須川・入須川 20

吹路･合瀬 50 吹路･合瀬 80 吹路･合瀬 60 吹路･合瀬 30 吹路･合瀬・法師・永井 80

法師･永井 90 法師･永井 90 法師･永井 60 法師･永井 50

 計  ３地区 190 ３地区 200 ３地区 170 ３地区 110 ２地区 100
勢多郡東地域 小中･花輪･神戸･沢 60 小中･花輪･神戸･沢 60 小中･花輪･神戸･沢 60 小中･花輪･神戸･沢 40 小中･花輪･神戸･沢 40

入･春場見 入･春場見 入･春場見 入･春場見 入･春場見
向沢入･黒坂石 50 向沢入･黒坂石 60 向沢入･黒坂石 60 向沢入･黒坂石 30 向沢入･黒坂石 30
大滝 40 大滝 40 大滝 40 大滝 20 大滝 20
座間･三境山 40 座間･三境山◎ 50 座間･三境山◎ 60 座間･三境山◎ 40 座間･三境山◎ 40

桐生◎ 桐生◎ 桐生◎ 桐生・相生・梅田◎
桐生・棒谷戸・柳原 30
桐生・長尾根 30

黒保根 30 黒保根 50

大間々 40 大間々 60
 計  ４地区 190 ５地区 210 ５地区 220 ７地区 200 ９地区 300

黒保根地域
梨木     - 梨木 － 梨木 －

 計  １地区 １地区 １地区
利根地域 片品･武尊     - 片品･武尊     － 木賊・川場湯原 50 木賊・川場湯原 50 木賊・川場湯原△

片品村花咲△ 40
片品村東小川 70

平川･丸山･奈良 60 平川･丸山･奈良 60 平川･丸山･奈良 50 平川･丸山･奈良 50 平川･丸山･奈良・砥山 50
老神･大楊･追貝 70 老神･大楊･追貝 70 老神･大楊･追貝 50 老神･大楊･追貝 50 老神･大楊･追貝 50

根利 30 根利 50 根利 50 根利▲
穴原▲ 50

赤城北面     - 赤城北面 － 赤城北面 －
 計  ４地区 130 ５地区 160 ５地区 200 ４地区 200 ７地区 260
小　計 ２４地区 1,018 ２８地区 1,085 ２９地区 1,115 ３１地区 1,070 ４０地区 1,330

４６地区 1,858 ４９地区 1,895 ５０地区 1,805 ５１地区 1,725 ６２地区 1,965

出典：生息状況調査
※１　地区欄中の同記号は同一の群れを示す。

Ｈ１３年１１月 Ｈ１５年１１月

南
西
部

 区　分 Ｈ７年１１月 Ｈ９年１１月 Ｈ１１年１１月

西
　
　
　
　
部

北
　
　
　
　
　
部

合　計　　
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表１－１　群馬県における地域別ニホンザルの推定生息数（昭和５８年度～平成２７年度） ３／４

地　区 頭　数 地　区 頭　数 地　区 頭　数
上野地域 本谷･浜平・中ノ沢 20 本谷･浜平・中ノ沢 20 本谷･浜平・中ノ沢 25

楢原・新羽 50 楢原・新羽 30 楢原・新羽 30
中里・万場 20 神流町 25

小 　計  ２地区 70 ３地区 70 ３地区 80
南牧地域

 計  
妙義・ 白雲山･諸戸・妙義 30 白雲山･諸戸・妙義 30 白雲山･諸戸・妙義 30
下仁田地域 上小坂･菅原･虻田 80 上小坂･菅原･虻田 60 上小坂･菅原･虻田 50

大桁山 大桁山 大桁山
朝日岳･金洞山･金鶏 朝日岳･金洞山･金鶏 朝日岳･金洞山･金鶏
山･松倉・中之岳　 山･松倉・中之岳　 山･松倉・中之岳　

中野･半弓･本宿 ☆ 中野･半弓･本宿 ☆ 中野･半弓･本宿 ☆
奴居出・坂詰・根小屋 20 奴居出・坂詰・根小屋 20 奴居出・坂詰・根小屋 20
高立･初鳥屋･芝の沢 高立･初鳥屋･芝の沢 5 高立･初鳥屋･芝の沢

 計  ４地区 130 ５地区 115 ４地区 100
松井田 五輪岩･浅間山 五輪岩･浅間山 五輪岩･浅間山
・倉渕地域

熊の平★    熊の平★    熊の平★    
妙義湖･中木･中木川 妙義湖･中木･中木川 妙義湖･中木･中木川
上流 上流 上流
旧碓氷峠･県境部　★  50 旧碓氷峠･県境部　★  50 旧碓氷峠･県境部　★  80
明賀･恩賀･下平☆ 6 明賀･恩賀･下平☆ 明賀･恩賀･下平☆
遠入･赤坂 30 遠入･赤坂 30 遠入･赤坂 40
水谷･霧積ダム 50 水谷･霧積ダム 30 水谷･霧積ダム 30
高戸谷山・木馬瀬 2 高戸谷山・木馬瀬 高戸谷山・木馬瀬
御所平･高墓･五料□☆ 20 御所平･高墓･五料□☆ 50 御所平･高墓･五料□☆ 50

五料 30
坂本･赤松沢 坂本･赤松沢 50 坂本･赤松沢 50
横川･梅ヶ丘☆ 横川･梅ヶ丘☆ 20 横川･梅ヶ丘☆ 30
湯の沢･道全 湯の沢･道全 湯の沢･道全
霧積 霧積　 霧積　
相間川流域 80 相間川流域 50 相間川流域 80
川浦・岩氷 120 川浦・岩氷 100 川浦・岩氷 80

権田・小倉 20
 計  １０地区 358 １０地区 380 １１地区 490

榛名地域
 計  0 0 0

 小　計  １４地区 488 １５地区 495 １５地区 590
中之条地域 日向見･四万　▽ 110 日向見･四万　▽ 110 日向見･四万 110

寺社平･貫湯平 50 寺社平･貫湯平 50 寺社平･貫湯平 35
沢渡 60 沢渡 40 沢渡・寺社原 60
大道 30 大道・栃窪 60 大道・栃窪・蟻川 50

殿界戸･美野原◆ 殿界戸･美野原◆ 殿界戸･美野原◆
高沼◆ 50 高沼◆ 60 高沼◆ 60
唐操原・反下　▽ 唐操原・反下　▽ 唐操原・反下 20

岩下・三島▼ 30
吾妻町在上・内野 吾妻町在上・内野▼ 30 吾妻町在上・内野▼
吾妻町・中組 吾妻町・中組▼ 吾妻町・中組▼

 計  ７地区 300 ９地区 350 １０地区 365
六合地域 和光原 30 和光原 10 和光原 50

世立・見寄 30 世立・見寄 20 世立・見寄 20
常布の滝・草津原 10 常布の滝・草津原 0 常布の滝・草津原
生須・日影・堂西・長野原 90 生須・日影・堂西・長野原 40 生須・日影・堂西・長野原 60
鳴尾・門貝 100 鳴尾・門貝 100 鳴尾・門貝・大前 120

北軽井沢 5
 計  ５地区 260 ５地区 170 ５地区 255

赤城地域
 計  

水上地域 湯ノ小屋 30 湯ノ小屋 50
宝川･青木沢・藤原▲ 50 宝川･青木沢・藤原▲ 50 宝川･青木沢・藤原▲ 50
綱子･粟沢 30 綱子･粟沢 30 綱子･粟沢 30
平出▲ 平出▲ 平出▲
谷川･阿能川　 　 5 谷川･阿能川　 　 30 谷川･阿能川　 　 30
湯桧曽･幸知･土合 20 湯桧曽･幸知･土合 20 湯桧曽･幸知･土合 20
鹿野沢･小日向　 50 鹿野沢･小日向　 30 鹿野沢･小日向　 30

月夜野・大峰 30 月夜野・大峰 30
月夜野・上牧 30 月夜野・上牧 30 月夜野・上牧 30
沼田市・佐山・上発知 80 沼田市・佐山・上発知・月夜野・上牧 50 沼田市・佐山・上発知・月夜野・上牧 50

 計  ８地区 265 １０地区 300 １０地区 320
新治地域 川古温泉･相俣・須川・入須川・大峰 40 川古温泉･相俣 30 川古温泉･相俣 30

吹路･合瀬・法師・永井・大峰 25 吹路･合瀬・法師・永井 50 吹路･合瀬・法師・永井 50
白石・須川・箕輪 40 白石・須川・箕輪 40
奥平・入須川・恋越 40 奥平・入須川・恋越 40

新巻・羽場 20
 計  ２地区 65 ４地区 160 ５地区 180

勢多郡東地域 花輪･神戸 65 花輪･神戸■ 40 花輪･神戸■ 45

春場見・向沢入･黒坂石 20 春場見・向沢入･黒坂石 20 春場見・向沢入･黒坂石 20
小中・大滝 30 小中・大滝 30 小中・大滝 30
座間･三境山◎ 座間･三境山◎ 座間･三境山◎
桐生・相生・梅田◎ 50 桐生・相生・梅田◎ 20 桐生・梅田◎ 30
桐生・棒谷戸・柳原● 80 桐生・棒谷戸・柳原● 50 桐生・棒谷戸・柳原● 50
桐生・長尾根● 桐生・長尾根● 桐生・長尾根●

桐生・菱町 10
黒保根・上田沢 50 黒保根上田沢・沢入 40 黒保根上田沢・沢入 40
黒保根・萱野・麦久保 30 黒保根上田沢・吉谷 40 黒保根上田沢・吉谷 40

黒保根菅野・麦久保・萩之窪 50 黒保根菅野・麦久保・萩之窪 50
大間々 40 大間々・小友■ 40 大間々・小友■ 40

 計  １０地区 365 １１地区 330 １２地区 355
黒保根地域

 計  
利根地域 木賊・川場湯原 35 木賊・川場湯原 50 木賊・川場湯原 50

片品村花咲 40 片品村花咲 30 片品村花咲 50
片品村東小川 60 片品村東小川・築地 50 片品村東小川・築地 60

平川･丸山･奈良・砥山 45 平川･丸山･奈良・砥山 40 平川･丸山･奈良・砥山 50
老神･大楊･追貝 30 老神･大楊･追貝 80 老神･大楊･追貝 80
根利▲ 根利 60 根利 60
穴原▲ 130 穴原 30 穴原 30

 計  ７地区 340 ７地区 340 ７地区 380
小　計 ３９地区 1,595 ４６地区 1,650 ４９地区 1,855

５５地区 2,153 ６４地区 2,215 ６７地区 2,525

出典：生息状況調査
※１地区欄中の同記号は、同一地域個体群を示す。　※２　地区欄中の括弧は、【】がセル内全地区の出没、（）が区切り毎地域への出没、数値が個体群の生息個体数を示す。

南
西
部

 区　分 Ｈ１７年１１月 Ｈ１９年１１月 Ｈ２１年１１月

西
　
　
　
　
部

北
　
　
　
　
　
部

合　計　　
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表１－１　群馬県における地域別ニホンザルの推定生息数（昭和５８年度～平成２７年度） ４／４

地　区 頭　数 地　区 頭　数 地　区 頭　数
上野地域 白井･浜平・中ノ沢 25 白井･浜平・中ノ沢 25 白井･浜平・中ノ沢 25

楢原・新羽・（山室） 30 楢原・新羽 30 楢原・新羽 30
神流町 20 神流町 20 神流町 20

小 　計  ３地区 75 ３地区 75 ３地区 75
南牧地域 砥沢・観能 5 砥沢・観能 5 砥沢・観能 5

 計  １地区 5 １地区 5 １地区 5
妙義・ 白雲山･諸戸・妙義 30 白雲山･諸戸・妙義 30 白雲山･諸戸・妙義 35
下仁田地域 上小坂･菅原･虻田 50 上小坂･菅原･虻田 50 上小坂･菅原･虻田 50

大桁山 大桁山 大桁山
朝日岳･金洞山･金鶏 朝日岳･金洞山･金鶏 朝日岳･金洞山･金鶏
山･松倉・中之岳　 山･松倉・中之岳　 山･松倉・中之岳　

中野･半弓･本宿 ☆ 中野･半弓･本宿 中野･半弓･本宿 
奴居出・坂詰・根小屋 20 奴居出・坂詰・根小屋 20 奴居出・坂詰・根小屋 20
高立･初鳥屋･芝の沢 高立･初鳥屋･芝の沢 高立･初鳥屋･芝の沢

 計  ４地区 100 ３地区 100 ３地区 105
松井田 五輪岩･浅間山 五輪岩･浅間山 五輪岩･浅間山
・倉渕地域

熊の平★    熊の平★    熊の平★    
妙義湖･中木･中木川 妙義湖･中木･中木川 妙義湖･中木･中木川
上流 上流 上流
旧碓氷峠･県境部　★  80 旧碓氷峠･県境部　★  80 旧碓氷峠･県境部★  80
明賀･恩賀･下平☆ 明賀･恩賀･下平☆ 明賀･恩賀･下平☆
遠入･赤坂 40 遠入･赤坂 40 遠入･赤坂 40
水谷･霧積ダム 30 水谷･霧積ダム 30 水谷･霧積ダム 30
高戸谷山・木馬瀬 高戸谷山・木馬瀬 高戸谷山・木馬瀬
御所平･高墓･五料☆ 50 御所平･高墓･五料☆ 50 御所平･高墓･五料☆ 50

五料 30 五料 30 五料 30
坂本･赤松沢 50 坂本･赤松沢 50 坂本･赤松沢 50
横川･梅ヶ丘☆ 横川･梅ヶ丘☆ 横川･梅ヶ丘☆
湯の沢･道全 30 湯の沢･道全 30 湯の沢･道全 30
霧積　 霧積　 霧積　
相間川流域 50 相間川流域 50 相間川流域 50
川浦・岩氷 80 川浦・岩氷(30･50) 80 川浦・岩氷【30･50】 80
鷹ノ巣・赤竹 20 鷹ノ巣・赤竹 20 鷹ノ巣・赤竹 20

 計  １２地区 460 １２地区 460 １２地区 460
榛名地域

 計  0 0 0
 小　計  １７地区 565 １６地区 565 １６地区 570

中之条地域 日向見･四万 60 日向見･四万 60 日向見･四万 60
寺社平･秋鹿 40 寺社平･秋鹿 40 寺社平･秋鹿 40
沢渡・寺社原 60 沢渡・寺社原 60 沢渡・寺社原 60
大道・栃窪・行沢 80 大道・栃窪・行沢 80 大道・栃窪・行沢 80
高津・赤坂 40 高津・赤坂 20 蟻川・赤坂 20
大岩本・寺尾・菖蒲（50・30） 80 大岩本（30）・寺尾・菖蒲（50） 80 大岩本（30）・寺尾・菖蒲（50） 80
殿界戸･美野原◆ 殿界戸･美野原◆ 殿界戸･美野原◆
高沼◆ 50 高沼◆ 50 高沼・山田◆ 50
唐操原・反下 20 唐操原・反下 20 唐操原・反下 20
岩下・三島▼ 30 岩下▼（30）・三島・厚田(20) 50 岩下▼（30）・三島・厚田(20) 50
吾妻町在上・内野▼ 吾妻町在上・内野▼ 吾妻町在上・内野◆
吾妻町・中組▼ 吾妻町・中組▼ 吾妻町・中組▼

 計  １２地区 460 １２地区 460 １２地区 460
六合地域 和光原 30 和光原 30 和光原 30

世立・見寄 50 世立・見寄 50 世立・見寄 50
常布の滝・草津原□ 常布の滝・草津原□ 常布の滝・草津原□
生須・日影・堂西・長野原□ 50 生須・日影・堂西・長野原□ 50 生須・日影・堂西・長野原□ 50
鳴尾・門貝・大前（100･40･10） 150 門貝・大前（100･30）・鳴尾（10） 140 門貝・大前（100･30）・鳴尾（10） 140
北軽井沢 三原 10 三原 10

 計  ５地区 280 ５地区 280 ６地区 280
赤城地域

 計  
水上地域 湯ノ小屋 50 湯ノ小屋 35 湯ノ小屋 35

宝川･青木沢・藤原▲ 50 宝川･青木沢・藤原▲ 30 宝川･青木沢・藤原▲ 30
綱子･粟沢 30 綱子･粟沢 30 綱子･粟沢 30
平出▲ 平出▲ 40 平出▲ 40
谷川･阿能川　 　 30 谷川･阿能川　 　 30 谷川･阿能川　 　 30
湯桧曽･幸知･土合 20 湯桧曽･幸知･土合 30 湯桧曽･幸知･土合 30
鹿野沢･小日向　 30 鹿野沢･小日向　 30 鹿野沢･小日向　 30
月夜野・大峰 30 月夜野・大峰 30 月夜野・大峰 30
月夜野・上牧 30 月夜野・上牧 20 月夜野・上牧 20
沼田市・佐山・上発知・月夜野・上牧 50 沼田市・佐山・上発知・月夜野・上牧 40 沼田市・佐山・上発知・月夜野・上牧 40

 計  １０地区 320 １０地区 315 １０地区 315
新治地域 川古温泉･相俣（30･60） 90 川古温泉･相俣（50） 50 川古温泉･相俣（50） 50

吹路･合瀬・法師・永井（70･80） 150 吹路･合瀬（60）・法師(70)・永井（60） 190 吹路･合瀬（60）・法師(70)・永井（60） 190
白石・須川・箕輪（70･80･30） 180 白石▲・須川・箕輪（70･70･30） 170 白石（７０）▲・須川・箕輪【70･30】 170
奥平・入須川・恋越 50 奥平・入須川・恋越 30 奥平・入須川・恋越 30
新巻・羽場 20 新巻・羽場▲ 新巻・羽場▲

 計  ５地区 490 ５地区 440 ４地区 440
勢多郡東地域 花輪･神戸■ 40 花輪･神戸■ 40 花輪･神戸■ 40

春場見・向沢入･黒坂石 40 春場見・向沢入･黒坂石 40 春場見・向沢入･黒坂石 40
小中・大滝 30 小中・大滝 30 小中・大滝 30
座間･三境山◎ 座間･三境山◎ 座間･三境山◎
桐生・梅田◎ 30 桐生・梅田◎ 30 桐生・梅田◎ 30
桐生・棒谷戸・柳原● 50 桐生・棒谷戸・柳原● 50 桐生・棒谷戸・柳原● 20
桐生・長尾根● 桐生・長尾根● 桐生・長尾根●
桐生・菱町 10 桐生・菱町 桐生・菱町
黒保根上田沢・沢入 40 黒保根上田沢・沢入 40 黒保根上田沢・沢入 40
黒保根上田沢・吉谷 40 黒保根下田沢・清水 40 黒保根下田沢・清水 20
黒保根菅野・麦久保・萩之窪 50 黒保根菅野・麦久保・萩之窪 50 黒保根菅野・麦久保・萩之窪 50
大間々・小友■ 40 大間々・小友■ 40 大間々・小友■ 40

 計  １２地区 370 １１地区 360 １１地区 310
黒保根地域

 計  
利根地域 木賊・川場湯原（20･50） 70 木賊・川場湯原▲ 30 木賊(30)・川場湯原(10) 40

片品村花咲 50 片品村花咲▲（50）・御座入（30） 80 片品村花咲（50）・御座入（30） 80
片品村東小川・鎌田・築地（80･80） 160 片品村東小川・鎌田・築地（80･80） 160 片品村東小川・鎌田・築地【80･80】 160

片品村下平 20 片品村下平 20
平川･丸山･奈良・砥山 30 平川･丸山･奈良・砥山 30 平川･丸山･奈良・砥山 30
老神･大楊･追貝（80･40･40･20） 180 老神･大楊･追貝（80･40･40･20） 180 老神･大楊･追貝【80･40･40･20】 180
根利（60･25） 85 根利（60･25） 85 根利（60･25） 85
穴原（50･40･30・25） 145 穴原（40･30・25）・青木（80） 175 穴原（40･30・25）・青木（80） 175

 計  ７地区 720 ８地区 760 ８地区 770
小　計 ５１地区 2,640 ５１地区 2,615 ５１地区 2,575

７１地区 3,280 ７０地区 3,255 ７０地区 3,220

出典：生息状況調査
※１　地区欄中の同記号は、同一地域個体群を示す。　※２　地区欄中の括弧は、【】がセル内全地区の出没、（）が区切り毎地域への出没、数値が個体群の生息個体数を示す。

Ｈ２５年１１月 Ｈ２７年１１月

南
西
部

 区　分 Ｈ２３年１１月

西
　
　
　
　
部

北
　
　
　
　
　
部

合　計　　
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表１－２　群馬県における加害群別ニホンザルの推定生息数（平成27年度～令和２年度） －：不明 =：生活圏外 ／：除去 ×：調査による再編

Ｈ２８．２ Ｈ２９．２ Ｈ３０．２ Ｈ３１．２ Ｒ２．２ Ｒ３．２

浜平の集団 浜平・中ノ沢・白井 30 － － － 30 30

楢原新羽の群れ 楢原・新羽 30 － － － 30 30

神流の集団 中里村 尾附、魚尾 5 － － － － －

船子の群れ 万場町 船子・黒田・青梨・相原 20 20 5 4 2 2

羽沢砥沢の集団 南牧村 南牧村 羽沢・砥沢・六車 5 15 6 6 5 5

大牛群 富岡市 妙義町 妙義・大牛・岳・行沢・諸戸・菅原 31 30 30 14 8 4

下仁田群 上小坂・中小坂・下小坂 50 39 24 21 12 12

坂詰群 東野牧・本宿・南野牧・西野牧 30 32 19 15 5 4

入山灘田群 入山・赤坂・遠入 30 30 30 20 30 30

新堀群(旧五料群) 五料～新堀 30 30 50 30 30 30

坂本群 坂本～横川 50 50 50 50 30 30

横川群 横川～坂本原 － － 50 50 30 30

細野群 土塩～上増田～上後閑 － － － － 30 30

相間川の集団 岩氷・水沼 20 = = = = =

桑本A群 川浦・権田・三ノ倉 27 25 25 30 14 20

桑本B群 川浦・権田・岩氷・水沼 55 35 25 28 23 14

桑本B分派群 岩氷・水沼・三ノ倉・上室田 － － 20 36 35 33

月並群 川浦 12 10 10 22 25 30

月並分派の集団 川浦 6 6 6 6 6 7

奥四万群 奥四万・日向見 60 40 40 40 20 20

四万群 二タ井・秋鹿・寺社平 40 30 20 20 15 30

沢渡群 沢渡・寺社原・山田 60 60 60 60 50 50

岩本群 白久保・原・寺尾・菖蒲 50 50 50 50 50 50

大道群 大道・栃窪・行沢 80 70 70 70 70 70

蟻川群 蟻川・赤坂・高津 30 30 30 30 30 30

反下群 絡繰原・反下 30 30 30 30 30 30

和光原群 和光原 60 50 50 50 50 50

入山群 世立・見寄 50 50 50 50 50 50

生須・日影・堂西・長野原口

貝瀬

長井群 大津区長井地区 － － － － 20 20

川原湯の群れ 林、川原畑、川原湯 40 80 90 90 － ×

林、川原畑、川原湯 × × × × ×

松谷～岩下 30 50 30 20 35

在上の群れ 上野～岩下 40 30 40 30 31 31

厚田の群れ 厚田～郷原 30 20 30

門貝群 門貝・西窪・大前・大笹 100 100 100 100 100 100

戸花群 門貝・西窪 30 30 30 30 30 30

三原群 三原・門貝・今井・袋倉 10 10 10 10 10 10

鳴尾群 門貝 10 10 10 10 10 10

入須川群 入須川地区 30 30 30 30 30 30

赤谷川西５群 東峰・恋越・入須川・塩原・布施 30 30 30 40 40 ×

赤谷川西４群 浅地・茅原・笠原・須川・谷地・東峰 30 30 30 40 40 ×

赤谷川西２群 東峰、恋越、浅地、笠原、須川、谷地 × × × × × 60

赤谷群 赤谷地区 50 50 50 60 60 60

赤谷川東１群 相俣・湯宿・新巻 70 70 70 60 60 60

法師群 法師周辺 70 70 70 70 70 70

赤谷川西１群 永井・吹路・姉山・笠原・谷地・東峰 60 60 60 60 60 ×

赤谷川西２群 永井・吹路・猿ヶ京・笠原・須川 60 60 60 60 60 ×

赤谷川西３群 三国峠・姉山・須川・東峰 70 70 70 60 60 ×

赤谷川西１群 吹路、猿ヶ京、谷地 × × × × × 60

推定生息数（頭）

安中市 松井田町

ユニット

加害群名※１
（非加害群含

む）
市町村名 旧市町村名 出没地域

県
南
西
部
ユ
ニ
ッ

ト

上野村 上野村

神流町

県
西
部
ユ
ニ
ッ

ト

下仁田町 下仁田町

高崎市 倉渕村

県
北
部
　
第
Ⅰ
ユ
ニ
ッ

ト

中之条町

中之条町

六合村

日影群

長野原町 長野原町

岩下の群れ

50 50 50 50 50

東吾妻町 吾妻町

嬬恋村 嬬恋村

みなかみ町 新治村

30

50
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表１－２　群馬県における加害群別ニホンザルの推定生息数（平成27年度～令和２年度） －：不明 =：生活圏外 ／：除去 ×：調査による再編

Ｈ２８．２ Ｈ２９．２ Ｈ３０．２ Ｈ３１．２ Ｒ２．２ Ｒ３．２

推定生息数（頭）
ユニット

加害群名※１
（非加害群含

む）
市町村名 旧市町村名 出没地域

藤原上群 藤原上区 20 20 20 20 20 20

藤原西群 藤原字西、栗沢入国有林 30 30 30 30 30 30

藤原中群 藤原中区・藤原下区 20 20 20 20 20 20

粟沢群 栗沢・栗沢入国有林 30 30 30 30 30 30

綱子群 綱子・湯絵曽・幸知・大穴・鹿野沢 30 30 30 30 30 30

阿能川群 谷川・阿能川・川上・小仁田・寺間 20 20 20 20 20 20

石倉小仁田の群れ 石倉・小仁田・川上 40 46 46 46 46 46

寺間の群れ 寺間・小仁田・石倉・小知和・和名中 30 30 30 30 30 30

小川群 大峰・真沢・森原．和名中・小和知 30 34 34 34 34 34

森原小和知の群れ 小川・石倉 30 37 37 37 37 37

高日向小日向群 水上町 鹿野沢・小日向・高日向 30 30 30 30 30 30

月夜野町 上牧・大沼・高日向

沼田市 沼田市 佐山・上発知・中発知

花咲群 片品村 片品村 花咲・針山・針山 36 35 45 45 55 60

太郎群 川場湯原・木賊・谷地・中野 10 5 0

木賊群 木賊 30 30 60 60 60 60

武尊群 登戸・栃久保・塚本 17 80 90 60 60 60

東小川群 東小川・土出 70 60 65 65 50 50

菅沼築地群 菅沼・築地・下平 40 50 60 55 55 4

下平・須賀川・幡谷・摺淵

平川・平原

平川追貝群 平川・平原・追貝 54 50 17 10 10 12

奈良群（旧平川追貝分裂群） 平川・平原 20 30 50 50 30 30

大楊追貝群 大楊・追貝 60 30 28 10 15 4

大楊追貝Ｂ群（旧大楊群） 大楊・島古井 20 20 20 20 20 20

高戸谷群 高戸谷・大原 40 26 30 30 12 19

大原園原群 大原・薗原 44 30 41 40 20 20

日向柿平群 柿平・穴原・南郷 40 27 42 37 5

穴原群 穴原・大原 30 30 30 30 30 20

根利穴原群 穴原・根利 50 30 70 40 10 10

根利群 根利 30 30 26 20 10 8

小松群 小松・南郷 20 20 20 20 20

南部分裂群 青木・砂川 30 30 30

多那・青木・砂川

昭和村 昭和村 生越

花輪の群れ 花輪・神戸・小夜戸 40 40 40 40 40 70

草木ダム群 向沢入・黒坂石・春場見 30 30 30 30 30 85

小中の群れ 大滝・小中 20 20 20 30 30 40

小友群 大間々町 大間々・小友・浅原・長尾根・小平 60 60 60 45 45 45

小平群 川内・棒谷戸・柳原 20 15 40 20 20 20

梅田群 梅田・菱 40 40 50 20 20 20

上田沢の群れ 上田沢・沢入・東原 20 10 10 10 10 20

下田沢群 下田沢・清水 20 20 20 10 10 20

楡沢の集団 菅野・麦久保・萩之窪 20 20 20 20 20 20

合計 3,045 2,892 3,020 2,780 2,527 2,407

出典：ニホンザル加害レベル管理チェックシート

※１　群：行動が十分に把握されている。群れ：オトナメスを含んでいるが情報が不足している。集団：出没報告はあるがオトナメスがいるか判別が出来ない。

註　「出没地域」は表１－１の「地区」と同義で使用している。
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県
北
部
　
第
Ⅱ
ユ
ニ
ッ

ト

みなかみ町

水上町

月夜野町

発知群 41 25 28 26 21

県
北
部
　
第
Ⅲ
ユ
ニ
ッ

ト

川場村 川場村

片品村 片品村

平川下平群 30

30 52 7

20 14 4 4

沼田市 利根村

南部群 60 54

県
北
部
　
第
Ⅳ
ユ
ニ
ッ

ト

みどり市
東村

桐生市

桐生市

黒保根村
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２ 加害群の状況 

  チェックシートによると、令和２年度の県内におけるニホンザルの群れの数は77群で

生息数は2,407頭、うち73群が加害群であった。 

県内のニホンザルの加害群は表１－２のとおり。 

  加害群別加害レベルの推移と令和８年度における目標は図２のとおり。 

加害群別加害レベルの推移と目標値の詳細は表２のとおり。 
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加害レベル0 加害レベル1 加害レベル2 加害レベル3 加害レベル4 加害レベル5
群数

図２ 群馬県におけるニホンザルの加害群別加害レベルの推移と令和８年度目標値 

出典：ニホンザル加害レベル管理チェックシート 
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前年度比
【増加】

前年度比
【減少】

－：不明 =：生活圏外／：除去 ×：調査による再編

Ｈ２８．２ Ｈ２９．２ Ｈ３０．２ Ｈ３１．２ Ｒ２．２ Ｒ３．２ Ｒ８目標

浜平の集団 浜平・中ノ沢・白井 3 3 3 0 3 3 2

楢原新羽の群れ 楢原・新羽 3 3 3 0 3 3 2

神流の集団 中里村 尾附、魚尾 0 0 0 0 0 0 0

船子の群れ 万場町 船子・黒田・青梨・相原 2 2 2 2 2 2 1

羽沢砥沢の集団 南牧村 南牧村 羽沢・砥沢・六車 2 3 3 3 3 3 0

大牛群 富岡市 妙義町 妙義・大牛・岳・行沢・諸戸・菅原 5 5 5 5 4 3 0

下仁田群 上小坂・中小坂・下小坂 3 3 4 4 3 3 1

坂詰群 東野牧・本宿・南野牧・西野牧 3 4 4 4 3 3 1

入山灘田群 入山・赤坂・遠入 3 3 4 3 3 3 2

新堀群(旧五料群) 五料～新堀 3 3 4 4 4 4 2

坂本群 坂本～横川 3 4 4 2 2 2 2

横川群 横川～坂本原 － － 5 3 4 4 2

細野群
※５ 土塩～上増田～上後閑 － － － － 3 4 0

相間川の集団 岩氷・水沼 2 0 0 0 0 0 0

桑本A群 川浦・権田・三ノ倉 4 4 4 4 3 3 3

桑本B群 川浦・権田・岩氷・水沼 4 4 3 2 3 3 3

桑本B分派群 岩氷・水沼・三ノ倉・上室田 － － 0 3 3 3 1

月並群 川浦 3 3 2 4 2 3 2

月並分派の集団 川浦 2 2 2 5 1 3 1

奥四万群 奥四万・日向見 3 3 2 2 2 3 2

四万群 二タ井・秋鹿・寺社平 3 3 2 2 2 3 2

沢渡群 沢渡・寺社原・山田 4 3 3 3 3 3 3

岩本群 白久保・原・寺尾・菖蒲 3 3 2 2 2 2 2

大道群 大道・栃窪・行沢 3 3 3 2 2 3 2

蟻川群 蟻川・赤坂・高津 3 3 2 2 2 2 2

反下群 絡繰原・反下 3 3 2 2 2 2 2

和光原群 和光原 4 3 3 2 2 2 2

入山群 世立・見寄 3 3 2 2 2 2 2

生須・日影・堂西・長野原口

貝瀬

長井群
※５ 大津区長井地区 － － － － 3 2 1

川原湯の群れ 林、川原畑、川原湯 3 3 3 4 0 × ×

林、川原畑、川原湯 × × × × ×

松谷～岩下 3 4 3 4 4

在上の群れ 上野～岩下 3 3 2 3 2 2 2

厚田の群れ 厚田～郷原 3 3 2

門貝群 門貝・西窪・大前・大笹 4 4 4 4 4 4 2

戸花群 門貝・西窪 4 4 3 3 3 3 2

三原群 三原・門貝・今井・袋倉 4 4 3 3 3 3 2

鳴尾群 門貝 4 3 3 3 2 2 1

入須川群 入須川地区 2 4 4 4 4 4 2

赤谷川西５群
※６ 東峰・恋越・入須川・塩原・布施 2 4 4 4 4 × ×

赤谷川西４群
※６ 浅地・茅原・笠原・須川・谷地・東峰 2 4 4 4 × × ×

赤谷川西２群
※６ 東峰、恋越、須川、谷地 × × × × × 4 2

赤谷群 赤谷地区 2 4 4 4 4 4 2

赤谷川東１群 相俣・湯宿・新巻 2 4 4 4 4 4 1

法師群 法師周辺 2 3 3 3 3 3 1

赤谷川西１群
※６ 永井・吹路・姉山・笠原・谷地・東峰 3 4 4 4 4 × ×

赤谷川西２群
※６ 永井・吹路・猿ヶ京・笠原・須川 3 4 4 4 4 × ×

赤谷川西３群
※６ 三国峠・姉山・須川・東峰 2 4 4 4 4 × ×

赤谷川西１群
※６ 吹路、猿ヶ京、浅地、笠原 × × × × × 4 2

表２　群馬県におけるニホンザル加害群別加害レベルの推移と目標値

加害レベル
※３

ユニット
加害群名

※１

（非加害群含む） 市町村名 旧市町村名 出没地域

県
南
西
部
ユ
ニ
ッ

ト

上野村 上野村

神流町

県
西
部
ユ
ニ
ッ

ト

下仁田町 下仁田町

安中市 松井田町

高崎市 倉渕村

県
北
部
　
第
Ⅰ
ユ
ニ
ッ

ト

中之条町

中之条町

六合村

日影群

みなかみ町 新治村

嬬恋村 嬬恋村

2

長野原町 長野原町

岩下の群れ 3

3 3 2 3 2 3

2

東吾妻町 吾妻町
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前年度比
【増加】

前年度比
【減少】

－：不明 =：生活圏外／：除去 ×：調査による再編

Ｈ２８．２ Ｈ２９．２ Ｈ３０．２ Ｈ３１．２ Ｒ２．２ Ｒ３．２ Ｒ８目標

表２　群馬県におけるニホンザル加害群別加害レベルの推移と目標値

加害レベル
※３

ユニット
加害群名

※１

（非加害群含む） 市町村名 旧市町村名 出没地域

藤原上群 藤原上区 3 3 3 3 3 3 2

藤原西群 藤原字西、栗沢入国有林 1 3 3 3 3 3 1

藤原中群 藤原中区・藤原下区 3 3 3 3 3 3 2

粟沢群 栗沢・栗沢入国有林 2 3 3 3 3 3 2

綱子群 綱子・湯絵曽・幸知・大穴・鹿野沢 3 3 3 3 3 3 2

阿能川群 谷川・阿能川・川上・小仁田・寺間 3 3 3 3 3 3 2

石倉小仁田の群れ 石倉・小仁田・川上 4 4 4 4 4 4 0

寺間の群れ 寺間・小仁田・石倉・小知和・和名中 3 4 4 4 3 4 0

小川群 大峰・真沢・森原．和名中・小和知 3 3 3 3 3 4 2

森原小和知の群れ 小川・石倉 4 4 4 4 4 4 0

高日向小日向群 水上町 鹿野沢・小日向・高日向 3 3 3 3 3 3 2

月夜野町 上牧・大沼・高日向

沼田市 沼田市 佐山・上発知・中発知

花咲群 片品村 片品村 花咲・針山・針山 3 3 3 2 3 3 2

太郎群 川場湯原・木賊・谷地・中野 3 2 0

木賊群 木賊 1 2 2 2 2 2 0

武尊群 登戸・栃久保・塚本 2 3 3 2 3 3 1

東小川群 東小川・土出 3 3 3 2 3 3 2

菅沼築地群 菅沼・築地・下平 3 3 3 2 3 3 2

下平・須賀川・幡谷・摺淵

平川・平原

平川追貝群 平川・平原・追貝 4 4 4 4 3 3 1

奈良群（旧平川追貝分裂群） 平川・平原 4 3 3 3 1 3 1

大楊追貝群 大楊・追貝 5 5 4 4 3 1 1

大楊追貝Ｂ群（旧大楊群） 大楊・島古井 2 2 2 2 2 2 1

高戸谷群 高戸谷・大原 4 4 4 3 3 2 1

大原園原群 大原・薗原 4 4 3 3 2 3 0

日向柿平群 柿平・穴原・南郷 4 4 4 4 3

穴原群 穴原・大原 4 4 3 3 1 2 2

根利穴原群 穴原・根利 4 4 4 4 3 2 0

根利群 根利 4 4 4 3 3 3 1

小松群 小松・南郷 2 2 2 2 2

南部分裂群 青木・砂川 3 3 2

多那・青木・砂川

昭和村 昭和村 生越

花輪の群れ 花輪・神戸・小夜戸 4 4 4 4 4 3 2

草木ダム群 向沢入・黒坂石・春場見 4 4 4 4 4 4 2

小中の群れ 大滝・小中 4 4 4 4 4 4 2

小友群 大間々町 大間々・小友・浅原・長尾根・小平 3 4 4 4 4 3 1

小平群 川内・棒谷戸・柳原 3 4 2 2 4 0 0

梅田群 梅田・菱 3 4 3 3 2 0 0

上田沢の群れ 上田沢・沢入・東原 3 4 4 2 2 2 2

下田沢群 下田沢・清水 3 4 4 2 2 2 2

楡沢の集団 菅野・麦久保・萩之窪 3 3 3 2 2 2 2

加害群数計 83 82 82 79 81 73 63

3

水上町

月夜野町

4

5 4 2 2

04 4 4 4 4

片品村 片品村

平川下平群 3 3 3 23

県
北
部
　
第
Ⅱ
ユ
ニ
ッ

ト

みなかみ町

沼田市 利根村

南部群

県
北
部
　
第
Ⅲ
ユ
ニ
ッ

ト

川場村 川場村

発知群

県
北
部
　
第
Ⅳ
ユ
ニ
ッ

ト

みどり市
東村

桐生市

桐生市

黒保根村

※１　群：行動が十分に把握されている。群れ：オトナメスを含んでいるが情報が不足している。集団：出没報告はあるがオトナメスがいるか判別が出来ない。

※３　０：群れは山奥に生息しており被害はない。１：群れは集落にたまに出没するが、ほとんど被害がない。２：群れの出没は季節的で農作物の被害があるが、耕作地に群れ
全体が出てくることはない。３：季節的に群れの大半の個体が耕作地に出てきて、農作物に被害を出す。４：通年、群れ全体が耕作地に出没し常時被害があり、生活環境被害が
発生する。５：通年、群れ全体が集落に頻繁に出没し人身被害の恐れがある。

※５　新たに確認された群れ。

※６　日獣医大との共同研究によるニホンザル行動圏調査の結果、令和2年度にみなかみ町新治地区のサル群数と群れ名を変更した（サル群９群→６群）（赤谷川西１、２群→赤
谷川西１群）（赤谷川西３，４，５群→赤谷川西２群）。
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３ 農業被害の状況 

  本県のニホンザルによる農業被害金額、被害面積の推移は図３及び表３のとおり。 

 

 

 

 

 
 出典：群馬県技術支援課「野生鳥獣による農作物の被害状況調査」 
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図３ 群馬県のニホンザルによる農業被害の推移

出典：群馬県技術支援課「野生鳥獣による農作物の被害状況調査」

被害金額

被害面積

表３　　群馬県におけるニホンザルによる農業被害の推移

単位：千円、ha

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

被害金額 20,212 85,813 52,988 59,781 78,136 28,497 21,807 18,421 28,412 46,063

被害面積 38 77 92 96 92 106 59 78 46 78

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

被害金額 34,021 45,271 45,009 40,152 33,065 34,478 34,077 30,629 22,467 23,932

被害面積 40 54 61 64 67 76 65 55 40 24

H27 H28 H29 H30 R1 R2

被害金額 25,096 21,965 15,605 14,897 14,568 14,842

被害面積 19 18 15 16 11 9
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４ 耕作地の状況 

  県内の耕地面積は年々減少傾向にある。一方、荒廃農地面積は年々増加しており、特

に中山間地域では深刻な状態にある。 

本県における耕地面積と荒廃農地面積の推移は表４及び図４のとおり。 
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H7 H12 H17 H22 H27 H28 H29 H30 R元 R2

耕地面積と荒廃農地面積の推移

耕地面積（うち田） 耕地面積（うち畑） 荒廃農地面積

耕地面積(ha) 荒廃農地面積(ha)

表４　群馬県における耕地面積と荒廃農地面積の推移

単位：ha

H7 H12 H17 H22 H27 H28 H29 H30 R元 R2

耕地面積 88,700 83,800 78,500 75,400 71,900 70,900 69,500 68,400 67,600 66,800

　耕地面積（うち田） 32,900 31,500 29,400 28,100 27,100 26,800 26,400 26,100 25,800 25,300

　耕地面積（うち畑） 55,900 52,300 49,000 47,300 44,900 44,100 43,100 42,300 41,800 41,500

荒廃農地面積 7,750 8,068 8,027 8,148 8,461 8,827 9,058

出典：農林水産省「耕地及び作付面積統計」（耕地面積）
　　　　群馬県「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」（荒廃農地面積）　※令和２年度は暫定値

図４ 群馬県における耕地面積と荒廃農地面積の推移 

出典：農林水産省「耕地及び作付面積統計」（耕地面積） 

      群馬県「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」（荒廃農地面積） 

※令和２年度は暫定値 

- 35 -



 

 

５ 調査レベルの状況 

  チェックシートに基づく県内の加害群別の調査レベルは図５及び表５のとおり。 
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図５ 群馬県におけるニホンザルの加害群別調査レベルの推移 

    出典：ニホンザル加害レベル管理チェックシート 

- 36 -



前年度比
【増加】

前年度比
【減少】

－：不明 =：生活圏外／：除去 ×：調査による再編

Ｈ２８．２ Ｈ２９．２ Ｈ３０．２ Ｈ３１．２ Ｒ２．２ Ｒ３．２

浜平の集団 浜平・中ノ沢・白井 1 1 1 1 1 1

楢原新羽の群れ 楢原・新羽 1 1 1 1 1 1

神流の集団 中里村 尾附、魚尾 1 1 1 1 1 1

船子の群れ 万場町 船子・黒田・青梨・相原 2 2 2 2 2 2

羽沢砥沢の集団 南牧村 南牧村 羽沢・砥沢・六車 2 2 2 2 2 2

大牛群 富岡市 妙義町 妙義・大牛・岳・行沢・諸戸・菅原 5 5 5 5 5 4

下仁田群 上小坂・中小坂・下小坂 4 4 4 5 5 5

坂詰群 東野牧・本宿・南野牧・西野牧 4 4 4 5 5 5

入山灘田群 入山・赤坂・遠入 3 3 3 3 4 4

新堀群(旧五料群) 五料～新堀 3 3 4 4 5 4

坂本群 坂本～横川 3 3 4 4 4 4

横川群 横川～坂本原 － － 4 4 4 4

細野群
※５ 土塩～上増田～上後閑 － － － － 4 4

相間川の集団 岩氷・水沼 0 = = = = =

桑本A群 川浦・権田・三ノ倉 5 5 4 3 4 3

桑本B群 川浦・権田・岩氷・水沼 2 2 4 5 3 5

桑本B分派群 岩氷・水沼・三ノ倉・上室田 － － 4 4 4 2

月並群 川浦 5 5 4 2 1 2

月並分派の集団 川浦 1 1 1 2 1 5

奥四万群 奥四万・日向見 2 2 2 2 2 1

四万群 二タ井・秋鹿・寺社平 2 2 2 2 2 1

沢渡群 沢渡・寺社原・山田 2 2 2 2 2 1

岩本群 白久保・原・寺尾・菖蒲 2 2 2 2 2 1

大道群 大道・栃窪・行沢 2 2 2 2 2 1

蟻川群 蟻川・赤坂・高津 2 2 2 2 2 1

反下群 絡繰原・反下 2 2 2 2 2 1

和光原群 和光原 2 2 2 2 2 1

入山群 世立・見寄 2 2 2 2 2 1

生須・日影・堂西・長野原口 3 2 2 2 2 1

貝瀬 － 3 3 3 1 1

長井群
※５ 大津区長井地区 － － － － 3 1

川原湯の群れ 林、川原畑、川原湯 3 3 3 3 － ×

林、川原畑、川原湯 × × × × × 1

松谷～岩下 3 3 4 5 5 3

在上の群れ 上野～岩下 2 2 2 2 4 3

厚田の群れ 厚田～郷原 1 1 1

門貝群 門貝・西窪・大前・大笹 4 4 4 4 4 4

戸花群 門貝・西窪 4 4 4 4 4 4

三原群 三原・門貝・今井・袋倉 2 2 2 4 4 4

鳴尾群 門貝 3 3 3 3 3 4

入須川群 入須川地区 4 1 1 2 2 2

赤谷川西５群
※６ 東峰・恋越・入須川・塩原・布施 4 1 1 2 2 ×

赤谷川西４群
※６ 浅地・茅原・笠原・須川・谷地・東峰 1 4 4 4 4 ×

赤谷川西２群
※６ 東峰、恋越、須川、谷地 × × × × × 4

赤谷群 赤谷地区 4 4 4 4 4 4

赤谷川東１群 相俣・湯宿・新巻 1 1 1 4 4 4

法師群 法師周辺 1 1 1 1 1 1

赤谷川西１群
※６ 永井・吹路・姉山・笠原・谷地・東峰 1 1 1 2 2 ×

赤谷川西２群
※６ 永井・吹路・猿ヶ京・笠原・須川 4 1 1 2 2 ×

赤谷川西３群
※６ 三国峠・姉山・須川・東峰 4 1 1 2 2 ×

赤谷川西１群
※６ 吹路、猿ヶ京、浅地、笠原 × × × × × 2

県
北
部
　
第
Ⅰ
ユ
ニ
ッ

ト

中之条町

中之条町

六合村

日影群

みなかみ町 新治村

嬬恋村 嬬恋村

長野原町 長野原町

岩下の群れ

東吾妻町 吾妻町

県
南
西
部
ユ
ニ
ッ

ト

上野村 上野村

神流町

県
西
部
ユ
ニ
ッ

ト

下仁田町 下仁田町

安中市 松井田町

高崎市 倉渕村

表５　群馬県におけるニホンザル加害群別調査レベルの推移

調査レベル
※2

ユニット
加害群名

※１

（非加害群含む） 市町村名 旧市町村名 出没地域
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前年度比
【増加】

前年度比
【減少】

－：不明 =：生活圏外／：除去 ×：調査による再編

Ｈ２８．２ Ｈ２９．２ Ｈ３０．２ Ｈ３１．２ Ｒ２．２ Ｒ３．２

表５　群馬県におけるニホンザル加害群別調査レベルの推移

調査レベル
※2

ユニット
加害群名

※１

（非加害群含む） 市町村名 旧市町村名 出没地域

藤原上群 藤原上区 2 3 3 3 2 2

藤原西群 藤原字西、栗沢入国有林 2 3 3 3 2 2

藤原中群 藤原中区・藤原下区 2 3 3 3 2 2

粟沢群 栗沢・栗沢入国有林 1 3 3 3 3 2

綱子群 綱子・湯絵曽・幸知・大穴・鹿野沢 1 3 3 3 3 2

阿能川群 谷川・阿能川・川上・小仁田・寺間 1 3 3 3 3 2

石倉小仁田の群れ 石倉・小仁田・川上 2 4 4 3 3 3

寺間の群れ 寺間・小仁田・石倉・小知和・和名中 3 4 4 3 3 3

小川群 大峰・真沢・森原．和名中・小和知 2 3 3 3 3 3

森原小和知の群れ 小川・石倉 4 4 4 3 3 3

高日向小日向群 水上町 鹿野沢・小日向・高日向 1 3 3 3 3 2

月夜野町 上牧・大沼・高日向 4 4 4 4 3 3

沼田市 沼田市 佐山・上発知・中発知 4 5 5 5 5 5

花咲群 片品村 片品村 花咲・針山・針山 3 4 4 4 4 2

太郎群 川場湯原・木賊・谷地・中野 3 3 3

木賊群 木賊 4 4 4 1 1 1

武尊群 登戸・栃久保・塚本 2 4 4 4 4 2

東小川群 東小川・土出 3 4 4 4 4 1

菅沼築地群 菅沼・築地・下平 3 4 4 4 4 2

下平・須賀川・幡谷・摺淵 － 4 4 4 4

平川・平原 4 4 4 4 5

平川追貝群 平川・平原・追貝 4 4 4 4 4 4

奈良群（旧平川追貝分裂群） 平川・平原 1 1 1 1 2 1

大楊追貝群 大楊・追貝 4 4 4 4 4 4

大楊追貝Ｂ群（旧大楊群） 大楊・島古井 1 1 1 1 2 1

高戸谷群 高戸谷・大原 4 4 3 3 3 4

大原園原群 大原・薗原 4 4 3 3 3 2

日向柿平群 柿平・穴原・南郷 5 5 3 3 4

穴原群 穴原・大原 3 3 3 3 2 1

根利穴原群 穴原・根利 5 5 3 3 5 4

根利群 根利 4 4 3 3 4 4

小松群 小松・南郷 1 1 1 1 2

南部分裂群 青木・砂川 1 1 2

多那・青木・砂川 5 5 3 3 5

昭和村 昭和村 生越 2 2 2 2 2

花輪の群れ 花輪・神戸・小夜戸 2 2 2 2 2 4

草木ダム群 向沢入・黒坂石・春場見 2 2 2 2 2 1

小中の群れ 大滝・小中 2 2 2 4 4 2

小友群 大間々町 大間々・小友・浅原・長尾根・小平 3 3 2 4 4 4

小平群 川内・棒谷戸・柳原 4 4 4 4 4 4

梅田群 梅田・菱 3 3 3 3 3 4

上田沢の群れ 上田沢・沢入・東原 3 3 3 3 3 3

下田沢群 下田沢・清水 3 3 3 3 3 3

楡沢の集団 菅野・麦久保・萩之窪 2 2 2 2 2 2

※　　同一の群れであっても、市町村により調査レベルが異なることがあるため、群れの数と一致しない。

県
北
部
　
第
Ⅳ
ユ
ニ
ッ

ト

みどり市
東村

桐生市

桐生市

黒保根村

※１　群：行動が十分に把握されている。群れ：オトナメスを含んでいるが情報が不足している。集団：出没報告はあるがオトナメスがいるか判別が出来ない。

※２　１：分布（出没）を把握している。２：おおよその頭数と分布（出没）を把握している。３：加害レベルを把握している。４：行動域を把握している。５：
頭数、構成（性別、成獣、幼獣）を把握している。

※５　新たに確認された群れ。

※６　日獣医大との共同研究によるニホンザル行動圏調査の結果、令和2年度にみなかみ町新治地区のサル群数と群れ名を変更した（サル群９群→６群）（赤谷川西
１、２群→赤谷川西１群）（赤谷川西３，４，５群→赤谷川西２群）。

平川下平群

県
北
部
　
第
Ⅱ
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ト

みなかみ町

沼田市 利根村

南部群

県
北
部
　
第
Ⅲ
ユ
ニ
ッ

ト

川場村 川場村

発知群

水上町

月夜野町

片品村 片品村
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６ 捕獲の状況 

県内のニホンザル捕獲頭数は、平成28年度の1,185頭をピークに減少し、その後は800

頭前後で推移している。 

地域個体群別捕獲頭数の推移は図６、市町村・年度別捕獲頭数は表６のとおり。 
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図６ 群馬県におけるニホンザルの地域個体群別捕獲頭数の推移 

出典：群馬県鳥獣統計「主要鳥獣市町村捕獲集計」 
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現　行 旧 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

上野村 上野村 2 1 1 1 2 4 12 17 23 40 42 19 116 10 7 4

神流町 中里村 1 3 1 5 2 2 3 20 1 2 0

1 2 1 0 0 1 1 2 4 12 3 18 28 42 44 22 136 11 9 4

藤岡市 藤岡市 1 1 0

下仁田町 下仁田町 21 27 31 41 11 19 15 19 14 19 10 16 7 10 12 33 31 9 7 2

南牧村 南牧村 3 1 1 1

甘楽町 甘楽町 1 0

富岡市

妙義町 7 15 14 52

安中市 松井田町 17 17 69 88 12 20 6 18 24 29 21 29 17 34 32 21 10 28 29 11

高崎市

倉渕村 1 3 5 3

46 62 119 184 35 47 29 49 54 57 51 77 39 62 65 98 63 67 50 28

前橋市 前橋市 1 0

渋川市 小野上村 1 1 1 0

嬬恋村 嬬恋村 1 2 4 46 35 42 41 34 40 42 35 24 7 14 26

草津町 草津町 1 1 0

長野原町 長野原町 1 4 3 17 2 19 10 25 15 12 4 13

六合村 11 11 11 12 2 7 4 24

中之条町 22 11 8 5 4 21 10 46 69

高山村 高山村 1 0

東吾妻町 吾妻町 1 2 4 7 4 1 12 2 5 2 2 24 12 29 19

新治村 11 12 12 8

月夜野町 1 2 2 7

水上町 14 6 18 19

川場村 川場村 3 4 1 8 1 5 4 3 31 34 8 6 25 3

片品村 片品村 1 1 5 14 13 24 42 52 61 24 33 31 37 52 58

沼田市 1 2

白沢村

利根村 8 16 24 32

昭和村 昭和村 10 8 14 1 0

(勢)東村 31 32 43 42

大間々町 1 6

黒保根村 3 4 1

桐生市 1 7 4 6

館林市 館林市 1 0

103 103 125 143 54 177 130 182 304 401 378 577 430 967 876 1,065 582 577 763 790

150 167 245 327 89 225 160 233 362 470 432 672 497 1,071 985 1,185 781 655 822 822

小　計

出典：群馬県鳥獣統計「主要鳥獣市町村別捕獲数集計」

個体群

291

16

合　計

南西部地域

西部地域

北部地域

小　計

市町村

4

159

中之条町 80 24497111

小　計

102

表６　群馬県における市町村別・年度別ニホンザルの捕獲頭数

高崎市 13 14

7 5812 7富岡市 2 112

914 27194

みどり市 3841

45

31

13

54

3

32

13

24

42

10

44

20

67

みなかみ町 132

沼田市 5839

113

97

桐生市

110

233

56
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9
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15

66
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37

1510 16

89

22

260

20765

80

84

143 123 37 110

1 13

42 21 17 14

190

24

年　度

3

11

167

157

133

66 63 29 10

368 103 277 137

67 75 74 133

290 116 86 249
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７ これまでの経緯 

  本県では昭和43年度にニホンザルが捕獲対象獣となり、昭和47年に有害鳥獣として１

頭の捕獲が記録された。 

  平成15年２月にニホンザル保護管理計画を策定したが、ニホンザルの有害鳥獣捕獲は

地域個体群を維持するという観点から、生息数の15％以内の捕獲に制限した。 

平成19年３月にニホンザル保護管理計画（第二期）を策定し、ニホンザルによる農林

業被害の拡大している地域における捕獲規制を緩和するため、市町村による地域計画制

度（計画の期間:３カ年）を導入した。 

  平成27年度の鳥獣保護法改正の施行に伴い、群馬県ニホンザル適正管理計画（第二種

特定鳥獣管理計画・第三期後半計画）を策定し、有害鳥獣捕獲規制及び市町村による地

域計画制度を廃止した。 

  本県におけるニホンザルの捕獲許可等に関するこれまでの経緯は表７のとおり。 

 

表７ 群馬県におけるニホンザルの捕獲許可に関する緩和等の経緯 

年 度 内 容 

S23 狩猟獣から保護獣(非狩猟鳥獣）となる 

S43 捕獲許可が国から県知事へ移譲される 

H11 特定鳥獣保護管理計画制度が開始 

H15 

群馬県ニホンザル保護管理計画策定 

 ・実施計画による有害鳥獣捕獲期間延長制度の導入 

 ・有害鳥獣捕獲への規制（生息数 15％以内の捕獲） 

H19 

群馬県ニホンザル保護管理計画（第二期）策定 

 ・捕獲規制緩和を含む地域計画制度の導入 

 ・有害鳥獣捕獲から個体数調整への移行 

H20 捕獲許可（有害鳥獣捕獲）が県から市町村長へ移譲される 

H24 群馬県ニホンザル適正管理計画（特定鳥獣保護管理計画・第三期計画）策定 

H27 

群馬県ニホンザル適正管理計画（第二種特定鳥獣管理計画・第三期後半計画）策定 

 ・有害鳥獣捕獲の捕獲規制廃止 

 ・個体群管理（捕獲）の推進 

 ・市町村による地域計画から、県による群れ管理方針へ移行 

H29 

群馬県ニホンザル適正管理計画（特定鳥獣保護管理計画・第四期計画）策定 

 ・個体群管理の広域的な対策の推進 

 ・市町村の年度別チェックシートによる管理へ移行 

 

 

 

- 41 -



 ８　参考様式

市町村名

１．加害群の状況と目標（Ｒ○.２現在）

現状（R○.2） 目標（R8)

1

2

3

２．項目別被害レベル（Ｒ○.２現在）

水 稲 果 樹 野 菜 威 嚇 器物破損 住居侵入

1

2

3

＊１ ＊２

指 標 レベル

○ 5

△ 4

－ 3

2

1

＊３ ＊４

レベル レベル

0 0

1 1

2 3

3 5

4 －

5 鳥獣被害対策支援センター

出典：環境省「ニホンザル対策モデル事業レポート」（2016.3）

群れは、季節的に群れの大半の個体が耕作地に出てきて、農作物に被害を出す 甚大な被害がある

群れ全体が、通年耕作地に出没し、常時被害がある。人と集落環境への慣れが進み、生活環境被害が発生する 不明

群れは集落にたまに出没するが、ほとんど被害がない 軽微な被害がある

群れの出没は季節的で農作物の被害があるが、耕作地に群れ全体が出てくることはない やや大きい被害がある

群れ全体が通年・頻繁に出没。人と集落環境への慣れが進み、生活環境被害が大きく、人身被害の恐れがある

加害群がどこに分布（出没）しているか把握している

現行の対策を継続する 加害群の行動域を把握している

対策の要望が少ない、または予定がない 加害群の加害レベルを把握している。

定 義 定 義

群れは山奥に生息しており、集落に出没することはがないので被害はない 被害はない

参考：環境省「ニホンザル対策モデル事業レポート」（2016.3）

 表３ 加害レベルの定義＊５  表４ 被害状況の定義

定 義 定 義

対策の強化や新たな対策を講じる 加害群の頭数、構成（性別、成獣、幼獣）を把握している

表１ 対策の方針 表２ 調査レベルの定義   

鳥獣被害対策支援センター 加害群のおおよその頭数と分布（出没）を把握している

加害群

№

農作物＊４ 生活環境＊４

家庭菜園＊４
餌付けの

有無
その他

ニホンザル加害レベル管理チェックシート　№１【群れ・被害の現状】 令和○年度

加害群

№

対策の

方針＊１
加害群名 旧市町村名 出没地域

推定

生息数

発信器

装着頭数

調査＊２

レベル

プルダウンで選択 自動表記 記入・変更

加害レベル＊３
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＊５

３．加害レベル試算表（「１．加害群の状況と目標に反映」　Ｒ○.２現在）＊６

1

2

3

＊６

pt

0
山奥にいるためみかけな

い
群れは山から出てこない

遠くにいても、人の姿を

見るだけで逃げる
被害集落はない 被害なし

1
季節的にみかけるときが

ある

２．３頭程度の出没が多

い

遠くにいても、人が近づ

くと逃げる。

軽微な被害を受けている

集落がある
宅地周辺でみかける

2
通年、週に１回程度どこ

かの集落でみかける
１０頭未満の出没が多い

遠くにいる場合逃げない

が、２０ｍ以内までは近

づけない

大きな被害を受けている

集落がある
庭先に来る、屋根に登る

3
通年、週に２．３回近く

どこかの集落でみかける

１０～２０頭程度の出没

が多い

群れの中に２０ｍまで近

づいても逃げないサルが

いる

甚大な被害を受けている

集落がある
器物を破損する

4
通年、ほぼ毎日どこかの

集落でみかける
２０頭以上の出没が多い

追い払っても逃げない、

または人に近づいて威嚇

するサルがいる

甚大な被害を受けている

集落が３集落以上ある
住居侵入が常習化

加害レベル

0

1

2

3

4

5

１３～１７

１８～２０

出典：環境省「ニホンザル対策モデル事業レポート」（2016.3）

出典：環境省「ニホンザル対策モデル事業レポート」（2016.3）

出没頻度 平均的な出没規模 人への反応 集落への加害状況 生活被害

１～２

３～７

８～１２

表６ ポイント別加害レベル

合計ポイント

０ ※各指標のポイントを合計して加害レベルを判定

加害群

№
出没頻度 平均的な出没規模 人への反応 集落への加害状況 生活被害 合計pt

 表５ 加害レベル判定表（環境省ガイドライン）
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年度当初 目 標 年度末

（R○.2） （R8） （R○+1.2） 加害群別 総 合

1

2

3

1

2

3

管理 評価＊７

７段

多獣種型

その他

推定生息数 推定生息数

（R○.2） 方法＊９ （Ｒ○+1.2） 頭 数 差

1

2

3

評価＊７

個

体

群

管

理

個体群

№

捕 獲 発信器

装着頭数
捕獲頭数

発信器装着

目的＊８

導入捕獲器具・設備

被

害

防

除

対

策

電

気

柵

資材などの配布

その他

追い払い・追い出し

６．管理

計 画（令和○年度） 実 績（令和○年度）

集

落

環

境

収穫残渣管理

耕作放棄地の管理

その他

緩衝帯整備

加害群№ 出没頻度 平均的な出没規模 人への反応 集落への加害状況 生活被害 合計pt

ニホンザル加害レベル管理チェックシート№２【計画・評価】 令和○年度

４．加害レベル

５．加害レベル試算表（「４．加害レベル」に反映　R○+1.２月現在）＊６

加害群№
方

針
加害群名

評 価＊７

備 考
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＊７ ＊８ ＊９

表７ 評価 表８ 捕獲の目的

指標

◎ 計画以上の成果であった 発信器装着 銃  器

〇 概ね達成出来た 加害個体除去 小型おり

△ 不十分であった 分裂回避 大型おり

× ほとんど対応できなかった 群の縮小

群の除去

予定なし

項目 評価＊７

要

望

6．その他の取組

計 画（令和○年度） 実 績（令和○年度）

表９ 捕獲の方法

内容 内 容 内容

取

組

の

内

容
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