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2014年 8月 18日 から連 日 13回にわたり、北海道新聞の夕刊紙面の、「私

のなかの歴史」で、「ヒグマ研究 45年」 と言 う題で、私 (Fヨ 崎允昭)が、私の

「ヒグマについての考え、人 と熊の共存策」等を口述、編集委員の 「中尾 吉

清」さんが取材文章化 し、掲載 されました。その第 10回 日、8月 27日 (水曜 日)

掲載を、ここに再録 しますので、ぜひ、お読み下さい。

2014年 (平成26年)8月 28[

動物学者
かどさき  まさあき

門崎 允昭きん
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個
体
を
悼
ん
で
鎮
魂
す
る
儀
礼
。
ア
イ

ヌ
民
族
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
は

「神
を
行
か

せ
る
」
と
い

っ
た
意
味
で
、
送
り
儀
礼

で
あ
る
と
い
う
点
が
特
徴
で
す
。

ア
イ
ヌ
民
族
は

「イ
ヨ
マ
ン
テ
」
と

い
う
、
ク
マ
送
り
の
儀
礼
を
営
ん
で
き

ま
し
た
一
彼
ら
の
豊
か
な
精
神
世
界

・

宇
宙
観
を
物
語
り
、
ク
マ
と
共
存
す
る

英
知
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

世
界
に
は
南
米
の
メ
ガ
ネ
グ
マ
を
含

め
７
種
類
の
ク
マ
が
い
ま
す
が
、
イ
ヨ

マ
ン
テ
に
類
似
の
ク
マ
信
仰
は
北
半
球

で
の
み
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
文
献
調
査

で
は
６５
の
民
族
で
、
対
象
の
ク
マ
は
ほ

と
ん
ど
が
ヒ
グ
マ
で
す
。

一
般
的
な
ク
マ
信
仰
は
、
狩
猟
し
た

大
露
山
系
の
登
山
道
で
、
か
ゆ
い
の
か
道

標
に
背
中
を
こ
す
り
つ
け
る
ク
マ

司



す
。
明
治
時
代
と
ほ
ぼ
同
じ
。
で
す
か

ら
、

１８
世

′
紀
初
頭
に
儀
礼
と
し
て
完
成

さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

冬
ご
も
り
の
穴
か
ら
連
れ
帰

っ
た
子

グ
マ
に
女
性
が
乳
を
与
え
る
な
ど
し
て

育
て
る
。
■
月
か
ら
翌
年
１
月
に
大
勢

を
招
い
て
、
成
長
し
た
ク
マ
を
神
の
国

に
送
り
返
す
。
丸
太
で
絞
め
殺
す
の
が
、

樺
太
も
含
め
た
ア
イ
ヌ
民
族
の
特
徴
。

宣
教
師
で
ア
イ
ヌ
文
化
研
究
者
の
ジ

ョ

ン

・
バ
チ

ェ
ラ
ー
は

「ク
マ
に
悲
惨
な

声

全
薇
り

を
上
げ
さ
せ
な
い
た
め
」
、

と
し
て
い
ま
す
。
同
感
で
す
ね
。

愛
情
を
込
め
て
育
て
た
ク
マ
の
死
を

嘆
き
な
が
ら
、
団
子
や
酒
な
ど
を
た
く

さ
ん
供
え
神
の
国

へ
の
土
産
に
し
て
も

ら
う
。
神
の
国
に
帰

っ
た
ク
マ
は
人
間

の
世
界
で
の
意
げ
を
報
告
す
る
の
で
ヽ

再
び
神
の
国
か
ら
ク
マ
が
土
産
を
持
っ

て
や
っ
て
く
る
い
と
考
え
る
の
で
す
。

以
上
は
「飼
い
グ
マ
儀
れ
ビ
で
す
が
、

狩
猟
先
で
，、
あ
る
い
は
狩
猟
先
か
ら
頭

ど
毛
皮
を
持
　

・
ち
帰
っ
て
営
む
送
り
儀
礼

も
あ
り
ま
す
。

・

江
夏
量
惧
畢
導
鶯
ほ

屋
羅
郭
ヒ

な
ど
と
禁
止
し
ま
し
た
。
ク
マ
を
神
と

し
て
敬
う
人
た
だ
、
そ
の
批
判
は
的
外

れ
で
す
。
異
文
化
を
認
め
ず
、
同
化
を

迫
る
、
間
違
っ
た
政
策
で
し
た
。

イ
ヨ
マ
ン
テ
は
可
能
な
限
り
古
式
に

の
っ
と
っ
て
定
訂
的
に
催
す
べ
き
文
化

だ
と
考
え
ま
す
一
ア
イ
ヌ
民
族
の
人
々

だ
け
で
な
く
和
人
も
見
学
し
た
リ
テ
レ

ビ
で
放
映
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

和
人
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の

文
化
を
尊
重
し
て
交
流
し
共
生
す
る
。

あ
ら
ゆ
る
生
命
を
大
事
に
し
よ
う
、
と

イ
ヨ
マ
ン
テ
を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
と
思
う
の
で
す
。

ア
イ
ヌ
民
族
は
、
ク
マ
を
神
様
と
考

え
な
が
ら
も
、
出
合
わ
な
い
よ
う
気
を

付
け
、
遭
遇
し
襲
わ
れ
た
と
き
に
は
戦

う
た
め
の
タ
シ
ロ

（山
刀
）
を
携
行
す

る
な
ど
北
海
道
の
大
地
で
ク
マ
と
生
き

る
英
知
を
持

っ
て
い
ま
し
た
“

こ
れ
ま
で
も
ア
イ
ヌ
文
化
振
興

ｏ
研

．
究
推
進
機
構
の
依
頼
で
ア
イ
ヌ
民
族
と

ヒ
グ
マ
を
テ
ー
マ
に
講
演
し
て
き
ま
し

た
が
、
本
年
度
か
ら
３
年
間
ヽ
同
機
構

・
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務
め
ま
す
。
多
く

の
皆
さ
ん
に
、
北
海
道
の
ヒ
グ
マ
、
ア

イ
ヌ
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

簡
童
丁

中
星

琶

<2歳未満の熊は人撻 わなもヽ>
動物の行動には(熊も人間も))、 必ず目的と理由があります。熊の出没に対しては、それを見極める

事が大事です。2歳未満(体長1.3m以下、足幅13om以下の熊い、人を襲つた事例は、一度もありませ
ん。札幌の住宅地Ю 出没個体は、皆2歳未満の若熊であり、騒ぐ必要は無い事を、臓つて対応して
戴きたい。バンターの出動は不要。行政に関与している研究者は、も:北、熊の生態を勉強すべきである。

ァ
ィ
ヌ
民
捧

共
存
す
る
英
如

信
仰
の
プ
に

ア
イ
ヌ
民
族
は
自
然
の
物
ヽ
人
工
物

で
も
自
然
現
象
で
も
神
の
化
身

・
所
作

の
結
果
と
考
え
、
壊
れ
た
道
具
や
狩
り

の
獲
物
な
ど
を
す
べ
て
神
の
元
に
返
す

送
り
儀
礼
を
日
常
的
に
営
ん
で
い
ま
し

た
。
イ
ヨ
マ
ン
テ
も
、
そ
う
し
た
送
り

儀
礼
の

一
環
で
あ

っ
た
、
と
私
は
解
釈

し
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
・

い
つ
ご
ろ
始
ま

っ
た
の
か
不
明
で
す

が
、
江
戸
時
代
中
期
の
１
７
１
０
年
、

喫
妖
愧

詳
細
な
式
次
第
が
記
録
さ
れ
て
い
ま

大
田
山
系
の
登
山
道
で
、
か
ゆ
い
の
か
道

標
に
背
中
を
こ
す
り
つ
け
る
ク
マ
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