
はじめに

2022年8⽉10⽇「鳩の⽇」に初めて「鳩対策⽩書」を発⾏して3年。2024年も8⽉10⽇に「鳩
対策⽩書2024」を発⾏します。

「鳩対策⽩書2024」のテーマは「⽣態」です。私たちの暮らしに密着している鳩たち。まだ
まだ知られていないことがたくさんあります。今回は意外と知られてないこと、ちょっと笑って
しまうような⽣態についてまとめてみました。鳩だけではく、私たち鳩対策専⾨家の「⽣態」も
⼀緒にまとめてみました。

また、私たちは鳩対策をご提案する際、被害状況を確認するだけでなく、被害場所の周辺環境
と鳩の⽣態や⾏動パターンも考察しています。鳩の⾏動をみていると意外にわたしたち⼈間の⾏
動と共通しているな、と感じるところがあります。

そこで今回は、鳩の習性にちなんだテーマでインターネットアンケートを実施しました。アン
ケート結果を鳩の⽣態と照らし合わせながら「鳩対策⽩書2024」にまとめて掲載いたします。

私たちは、鳩対策⽩書を通して鳩被害にあわれている⽅のお役に⽴ちたい、少しでも多くの⽅
に鳩のことを知っていただき、社会問題となりつつある鳩被害の解決に貢献したいと思っていま
す。本書が鳩対策の参考になりましたら幸いです。

鳩対策白書 2024
鳩に関する「ハッとする」情報をお届けする
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鳩の生態がわかる 鳩・マメ知識！

ドバトとよく呼ばれるんですが正式な名前ではないんです。正
式な和名はカワラバト。カワラバトは海外から⽇本にやってき
たと考えられていて、昔から神の使いの⿃として神社でよく飼
われていました。その後、寺院にも拡がり、お寺のお堂に⾏く
とよく⾒かけることから、安⼟桃⼭時代には堂鳩と呼ばれるよ
うに。江⼾時代になると堂鳩が転じて⼟鳩と呼ばれるように
なったんです。

ドバトという鳩はいない

ドバトの体の⾊は約150のバリエーションが
あるんですが、⼤きく分けると
翼に⿊線がある【灰⼆引き】
翼が⿊く⽩い斑点がある【⿊ゴマ】
体が灰⾊のまだら模様の【灰ゴマ】
ほぼ全⾝が⿊い【くろ】
全⾝や翼が茶⾊い【栗】
全⾝が真っ⽩な【⽩】 の6パターンがあるんですよ。

色のバリエーションは約150

平均42℃なんです、はい。

実は体温高めです

私たち⿃は実は汗をかきません! 空を⾶ぶために進化
した『気嚢(きのう)』という器官が 『空冷機』のよ
うな働きをしてくれます。

汗？かきません
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実は私たち鳩は⾸を振って歩いているわけではないんです。
実は歩きながら頭を停⽌させているんです。
私たちは、
①⾸を伸ばして頭を制し
②頭の位置をキープした状態で⾸を縮め、体を引き寄せるように前へ進める
③また⾸を伸ばして頭を制し
④頭の位置をキープして体を前へ進める
これを⾼速で繰り返して歩いているので、⾸を振っているように⾒える、
ということなんです。
1930年に鳩が歩く様⼦を撮影したイギリスの研究でわかりました。

首？振ってません

私たち鳩はごくごく⽔を飲むことができるめずらしい⿃な
んです。
ニワトリは⽔を飲むとき、嘴で⽔をすくって頭を後ろに倒
してのどのおくに⽔を流し込み、ごっくんする。これは⿃
の⽔飲み定番スタイルです。
鳩は⽔に嘴を差し⼊れてそのままごくごく⽔を吸い上げる
ことができます。哺乳動物が池の⽔に⼝を付けて飲むのと
同じです。この飲み⽅ができる⿃はカエデチョウの仲間の
⼀種とサケイの仲間、そして鳩の仲間しかいないんですよ。

水？ごくごく飲めます

ドバトが平和の象徴(使者)と⾔われるようになったのは「ノアの⽅
⾈」がきっかけです。ノアは洪⽔の後、⽔が引いたか確かめるため
に鳩を放しました。ですが、まだ⽔が引いておらず、降りる場所が
なかった鳩は戻ってきました。7⽇後に再び鳩を放したところ、⼣
⽅になってオリーブの⼩枝をくわえて戻ってきたんです。それを⾒
てノアは、⽔が引いたことを知ります。神の怒りにより洪⽔で沈め
られた世界が、再び平和の世界になったことを知らせたのが鳩だっ
た。旧約聖書に登場するこの物語によって、キリスト教では鳩とオ
リーブが平和の象徴として信じられているのです。

平和の象徴って言われてます



鳩対策センターで働く鳩対策専⾨家にも特有の習性があります。
糞があったら上を⾒る 私たちには鳩の糞感センサーが備わっています。
いち早く鳩の糞に気付き、⾒つけたらすぐに上を⾒上げてしまいます。
マンションを⾒たら防⿃ネットをチェックする マンションを⾒るたびにすばやく外観をチェック
します。防⿃ネットなどの鳩対策の有無を確認。しっかりと対策されているマンションには敬意の
⼼で微笑みます。

空を⾒あげる 鳩が⾶んでいる様⼦から、⾃然増か⼈為的な餌によって増加しているかがわかります。

鳩が「推し」かのように⾒つめる 鳩を⾒かけたらついつい、ずっと⽬で追いかけてしまいます。

おうち探しはベランダ重視 物件選びで重要なことはベランダに鳩が来そうかどうか、です。

太陽光パネルをつけられない 環境問題や電気代節約を考えて⾃宅の屋根に太陽光パネルをつけた
いが鳩被害が怖くてつけられません…。

妄想癖がある 複雑な構造の建物を⾒ると、鳩被害と鳩対策を妄想してしまいます。

鳩被害と気温の関係!? ～平均気温と問い合わせ件数からわかること～
問い合わせの推移・平均気温との関連
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過去5年間（2019年〜2024年1⽉）の東京都の平均気温と当センターに寄せられた問い合わせ件数
の推移をグラフ化してみました。

鳩の繁殖期は3⽉〜11⽉。グラフから繁殖期の中でも特に4⽉から6⽉が活発に活動していることが
わかります。7⽉〜9⽉は気温が⾼いため鳩の活動が落ち着きます。気温が上昇している近年、鳩も夏
バテしているのかもしれませんね。そして涼しくなってきた10〜11⽉にもう⼀度繁殖活動をおこ
なっていることがわかります。
春に巣づくりに来ていた鳩たちは夏になると⼀度別の場所に移動し、秋にもう⼀度卵を産みに帰っ

てきます。鳩被害が発⽣している時期に対策をすることも重要ですが、鳩が⼆度と戻ってこないよう
被害が落ち着いているときに対策することも⼤切です。「鳩が勝⼿にいなくなってよかった〜」と
思った時が対策しどきです。

Column 鳩対策センター 中の人の生態



鳩の習性にちなんだアンケートを実施！
鳩対策センターでは、鳩の⽇を前に鳩の習性にちなんだ「帰りたくなるおうち」「捨てられないもの」
「プロボーズ事情」をテーマにアンケート調査を実施しました。

調査概要
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調査名：鳩についてのイメージ・実態調査
調査⽇程：2024年6⽉21⽇〜28⽇ 調査⼿法：インターネットによるアンケート
調査対象：20代以上の男⼥558⼈

           （男性281⼈ ⼥性277⼈／20代20.3％ 30代20.1％ 40代20.1％ 50代20.1％ 60代以上19.5％）
有効回答数：531⼈

調査トピックス

①帰りたくなるおうち

帰巣本能が強い鳩は、⼀度巣を作ると、500km〜1,000km離れた場所からでも帰ってくることが
できるほど。その特性を活かし、伝書鳩やレース鳩として活躍してきました。また、鳩は⼀夫⼀
婦制で、⼀度つがいになったオスとメスは⼀⽣添い遂げることでも有名です。⼦育ても両者で協
⼒しておこないます。このような鳩の習性から、今回は「帰りたくなるおうち」「捨てられない
もの」「プロボーズ事情」の3つのテーマでアンケートを実施しました。

・家に帰りたいと思うときの1位は
「疲れたとき」「ゆっくりしたい
とき」

・帰りたくなるおうちの条件は「リ
ラックスできる場所がある」「⾃分
の居場所がある」が上位。続いて
「家族とのいい関係」が3位でした。

・家に帰りたくないと思うときがあるかどう
かは、ほとんどない、全くないをあわせると
69.8％で約70％、よくある（11.1％）時々あ
る（19.0％）をあわせても約30％と帰りたく
ないと思う⼈は少ない結果に。これは男⼥、
既婚未婚でもほぼ差がありませんでした。
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ただ、年代別で⾒ると20代の半数が帰り
たくないと思うときがあるという結果に。
年代が上がるにつれ、帰りたくない⼈は
減り、60代以上では80％を超える⼈が家
に満⾜している様⼦が窺えます。

・家に帰りたくないと思う理由の1位は「1⼈に
なりたい」。男⼥差はほぼありませんが、⼥性
は家事育児がつらいを選択する⼈が多数でした。

②捨てられないもの

・捨てられないものがある⼈は全体では約
80％で、男⼥別や未既婚別でもほぼ同じ結果
となりましたが、20代は73％、60歳以上は
90％と差がでました。
捨てられないものを聞くと服が51.6％で1位、
次いで本やマンガ、写真の順となりました。
男⼥別では、ともに1位は服でしたが、男性
の2位が本やマンガ、書類だったのに対し、
⼥性はカバン、写真と続きました。

鳩の場合・・・・
⼀般的な⿃の巣はヒナを育てるためのベッドの
ような役割で、親⿃が寝るところではありませ
ん。しかし、鳩は⼈間と同じで、寝る場所と営
巣場所が⼀緒です。これは⿃の中でも⼤変珍し
いです。
家族がいる鳩は、100％毎⽇おうちに帰ります。
鳩がこのアンケートを答えるなら、巣に帰りた
くなる条件は「家族に会いたいとき」、帰りた
くなる巣の条件は「家族とのいい関係」でしょ
う。⼀夫⼀婦制の鳩ならではだと思います。帰
巣本能が強い理由も実はこれかも？！

鳩の場合・・・・
ドバトはあまり⽴派な巣を作りません。⼩枝数本の巣に卵を産むこともあります。私たちも「え？そ
んなところに卵を産んだの？」というようなところに巣を作ったりします。そして⼀度作った巣はま
た再利⽤します。まるでミニマリストです。
⽴派な巣を作らないのは、天敵に襲われたときにいつでも引っ越しができるようにするためと⾔われ
ています（諸説あります）。家族と幸せに暮らすのに⼩枝の量（荷物の量）は関係ないようです。
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③プロポーズ事情

・プロボーズは必要か？という問いに「絶対に必要」と「できればあったほうがよい」をあわせる
と74.2％という結果に。
男⼥別の結果は、男性は71.0％、⼥性は77.3％と少し⼥性の⽅が多くなりました。
年代別では1位が60代以上の80.0％、次に多かったのは30代・20代の約75％ 1番低かったのは40代
で67％という結果に。

鳩の場合・・・・
鳩は求愛⾏動（いわゆるナンパ）をオスからします。公園で出会ったメスに鳩胸を膨らませ尾⽻を
広げて追いかけたりします。とても積極的で、気に⼊ったメスにアピールしていても、他のメスが
⽬の前を通ったらすぐにそっちに乗り換えるほどです。成功率はそんなに⾼くないので必死です。
やっと求愛に成功すると次はプロポーズ。プロポーズもオスからです。メスの頭の近くに頬をよせ、
彼⼥のくちばしの中に⾃分のくちばしを⼊れてプロポーズします。
ナンパしたりプロポーズしたり、とても⼈と似ていますね。ちなみに鳩はオスとメスを⾒分けられ
ないそうで、間違ってオスに求愛してしまうこともあるそうです。

・また、未婚者ではプロポーズが必要と考えて
いる⽅は62.0％にも関わらず、既婚者では
82.0％が必要と考えており、既婚者の⽅がプロ
ポーズに対して前向きな意⾒を持っていること
がわかりました。

・プロポーズエピソードでは、「気づいてはい
たが何気なく⾔われると嬉しくて感動した」な
ど雰囲気などで気づいていた⼈も多数。「緊張
してうまくしゃべれなかった」などとても緊張
したという意⾒も。またメールやSkypeでのプ
ロポーズの経験も寄せられました。

アンケート結果と鳩の習性を改めて⽐較してみると、⼈と似ている部分がたくさんあることがわか
ります。「あ！あの鳩、ナンパに失敗したな〜」「もう次の鳩に乗り換えてる…切り替え早いな
〜」なんて想像しながら鳩を⾒て、楽しい時間を過ごしてほしいです。
同時に、鳩は⼈以上におうちに執着する習性があること、枝1本からでも巣として認識することを
知って、予防や対策に活かしていただければと感じています。

考察



⽇本鳩対策センターでは全国のネットワークを活かし、数多くの鳩対策に取り組んできました。マ
ンションなどの集合住宅、⼯場や倉庫などさまざまな被害に対応する中で、⿃害は時間が経過するほ
ど被害が深刻化し、⼀般的な対策では効果がなかなか出にくくなることを痛感しています。近年では
予防対策の依頼が増加し効果を上げていることから、今後はさらに予防の意義を多くの⽅に知ってい
ただきたいと思っています。

鳩は多くの⽅にとって⾝近な⿃であり親しみのある⿃ですが、その被害に悩んでいる⽅、事業所の
⽅も多く存在します。まずは8⽉10⽇ハトの⽇に、鳩について正しく知っていただくことで、深刻な
被害を防ぐお⼿伝いができればと思っております。今後も⿃害でお困りの⽅に、有益な情報を発信し
てまいります。

2024年6⽉、⽇本鳩対策センターのTikTokア
カウントを開設いたしました。

鳩の⽣態や習性、そして鳩対策商品について
の情報を楽しく学べる動画を投稿しております。

このアカウントにはドバト君というキャラク
ターが登場します。

ドバト君は親しみやすく、わたしたち⼈間が
鳩に抱く様々な疑問を簡潔に、そしてわかりや
すく話をしてくれます。

鳩の⽣活習慣や繁殖⽅法、さらにはどのよう
にして⼈々が鳩の被害を防ぐことができるか、
具体的な対策商品などもあわせて情報発信して
いきます。
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おわりに

鳩対策⽩書 2024
発⾏⽇／2024年8⽉10⽇（ハトの⽇）
発 ⾏／⽇本鳩対策センター
●本社
〒166-0003 東京都杉並区⾼円寺南3-55-16
●全国ネットワーク総合本部
〒578-0983 ⼤阪府東⼤阪市吉⽥下島14番7号
電話番号 0120-810-179
FAX番号 0800-100-0698
メールアドレス info@hatotaisaku.jp

◀ 公式サイトはこちら
の⼆次元バーコード
からご覧ください

サイトURL https://www.hatotaisaku.jp/

お知らせ アカウント
@jpcc_hatotaisaku


