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やめて！
カラスへの餌付け！
   カラスへの餌付け（エサやり）について、

数件の目撃情報が寄せられております。カラ

スへの餌付けは、付近住民へ悪影響を及ぼし

ますので、心当たりのある方は、すぐにおや

めください。

カラスへの餌付けは、次のような事
を引き起こします。
１．人間に慣れてしまい、人間へ異常接近す   

　　るようになる。慣れすぎたカラスは急に

　　肩に止まるなどし、子どもには危険が伴

　　うことがあります。

２．餌付けをする場所に頻繁に来るようにな

　　り、糞などにより付近の住宅の車や洗濯

　　物が汚されるなど、衛生面で悪い影響が

　　出ます。

３．人間は恐くないものと思い、近寄っても

　　逃げなくなり、ゴミをあさるなどの行為

　　がエスカレートします。

　カラスは餌付けをすると、顔も覚え、よく

慣れる動物です。餌付けをする方は可愛く感

じると思いますが、付近住民に迷惑をかけて

しまいますので絶対におやめください。皆さ

んのご協力よろしくお願いします。
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つ
く
ば
み
ら
い
市
に
限
ら
ず
全
国

で
、
道
路
沿
い
の
土
地
、
店
舗
の
壁
・

敷
地
、
住
宅
の
塀
、
電
柱
な
ど
に
さ

ま
ざ
ま
な
大
き
さ
・
形
の
看
板
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
目
に
す

る
こ
れ
ら
の
看
板
は
、
屋
外
広
告
物

と
い
い
、
商
業
活
動
を
活
気
づ
け
る

も
の
で
す
が
、
他
方
で
ま
ち
の
景
観

を
損
ね
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
ま
ち
の
景
観
を
保
つ

た
め
に
、
看
板
の
設
置
に
は
基
準
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
、

市
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　

市
で
は
、市
民
憲
章
に
掲
げ
た「
み

ど
り
ゆ
た
か
な
美
し
い
ま
ち
」
を
目

指
す
た
め
、看
板
の
調
査
を
実
施
し
、

違
法
と
思
わ
れ
る
も
の
へ
の
指
導
を

続
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
市
内
全

域
に
は
膨
大
な
数
の
看
板
が
あ
り
、

す
べ
て
を
調
査
す
る
に
は
、
多
く
の

時
間
が
か
か
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、市
か
ら
の
お
願
い
で
す
。

「
み
ど
り
ゆ
た
か
な
美
し
い
ま
ち
」

づ
く
り
の
た
め
に
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
た
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

①
看
板
設
置
の
た
め
に
、
土
地
や
塀

な
ど
を
貸
す
場
合
に
は
、
そ
れ
が
適

法
な
も
の
か
、
許
可
申
請
を
行
う
予

定
で
あ
る
も
の
か
ど
う
か
を
依
頼
者

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
疑
問
が
あ

る
場
合
に
は
、
市
へ
連
絡
を
し
て
く

だ
さ
い
。

②
店
舗
な
ど
の
経
営
者
の
方
は
、
基

準
に
合
っ
た
看
板
を
設
置
す
る
た
め

に
、
事
前
に
市
と
協
議
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

こ
の
２
点
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、

市
全
体
で
、
ま
ち
の
景
観
を
守
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
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問

県
指
定
文
化
財

　
　
「
不
動
院
楼
門
」
の
修
理
状
況
（
４
）

　

不
動
院
の
楼
門
は
、
昭
和
49
年
の

11
月
25
日
に
茨
城
県
の
文
化
財
と
し

て
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
修
理
状
況

（
１
）
で
も
、「
文
化
財
保
存
」
の
た

め
の
修
理
工
事
で
あ
る
こ
と
を
お
伝

え
し
ま
し
た
と
お
り
、
解
体
し
た
材

料
は
一
つ
一
つ
そ
の
傷
み
具
合
を
確

認
し
、
再
使
用
す
る
か
交
換
す
る

か
を
決
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
部

材
は
原
則
と
し
て
破
損
し
た
も
の
で

も
、
補
修
や
補
強
を
し
て
再
利
用
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
）。

　

ま
た
、材
料
を
取
り
替
え
る
時
は
、

な
る
べ
く
当
時
の
技
法
や
仕
様
を
再

現
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
伝
統
技

法
が
駆
使
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、

す
べ
て
の
材
料
が
建
物
の
歴
史
を
知

る
た
め
の
情
報
源
で
あ
り
、
そ
の
情

報
を
永
く
後
世
に
伝
え
る
た
め
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
木
材
の
修
復

な
ど
は
、
職
人
の
手
作
業
に
よ
る
部

分
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
の
工
事
開
始
か
ら
、
完

成
予
定
の
来
年
９
月
ま
で
、
多
く

の
時
間
を
費
や
す
工
事
と
な
り
ま
す

が
、
数
々
の
職
人
た
ち
の
手
で
細
や

か
な
作
業
の
積
み
重
ね
が
行
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。

▷
補
修
さ
れ
た
部
材

▷
補
修
し
て
い
る
様
子




