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　インド北東部の丘陵地とヒマラヤ地域の面積は、国土の

およそ��������	�（��％）を占め、アジア最大のツキノワ

グマ（��������	
�����）生息地となっている。インドにお

けるツキノワグマの分布は、ネパールとブータンの両国と

連続している。

　本稿では、既存文献、近年の野外調査、����～����年

および����年に行われたアンケート調査、専門家の知識を

もとに、インドに生息するツキノワグマの分布と相対密度

に関して報告する。また、����～����年（��������	�
�

����）および����年（��������	�
����������
������）

の調査結果の比較に基づき、各種保護区内におけるツキノ

ワグマの生息状況の変化を評価する。

生息状況

保全状況

　ツキノワグマはレッドデータブックにおいて「絶滅危惧

Ⅱ類」として記載されている（��������	）。�����の附属

書Ⅰ、および����年に改訂されたインド野生生物保護法

（���������	�	�
���������）の��������	Ⅰにも記載されてい

る。森林保護法（�������	�
�������
���������）および政府

野生生物アクションプラン��������	
������	������	����	

����では、本種の生息地の保護を定めている。インドにお

ける保護区は、����年の���ヶ所から����年��月現在で

���ヶ所まで増加し、コンサベーション・リザーブあるいは

コミュニティ・リザーブを中心とした新たな保護区の候補

地が提案されている（��������	�
����������
������）。

現在の分布

　現在ツキノワグマはインドのヒマラヤ全域、すなわち北

西部（ジャンムとカシミール州、ヒマチャル・プラデシュ

州）、西部（ヒマチャル・プラデシュ州、ウタランチャル

州）（図�����）、中央部（シッキムとベンガル州北西部）、

東部（アルナチャル・プラデシュ州）に分布している（図

�����）。ヒマラヤ西部と北西部では、ツキノワグマは標高

�����～������の丘陵地域の森林に生息しており、ヒマラ

ヤ東部と北東部では標高��～������に生息している（����

�������	
����������������������������）。ヒマラヤ地域

における本種の分布は、標高������以下ではナマケグマ

（�����������	
��）と重なり、������以上ではヒグマ（���

��������	�）と重なる。インド北東部では、ツキノワグマの

分布はナマケグマとマレーグマ（���������	
）の両種と重

なる（���������	
���	
�����	�）。

　����年の調査の結果、ツキノワグマは��ヶ所の保護区

アジアのクマたち－その現状と未来－
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図２．２．１：インドの西部ヒマラヤ地域におけるツキノワグマの分布
（Sathyakumar and Choudhury 2005）

ジャンムとカシミール州、ヒマチャル・プラデッシュ州、ウタラン
チャル州．■は保護区を示している．



（表�����）、��ヶ所の森林区（��������	
������）、保護林

（���������	
����）、森林渓谷（��������	
����）で生息が確

認された。保護区には、国立公園、野生生物保護区（�����

�������	
����）、コンサベーション・リザーブ、コミュニ

ティ・リザーブの各種保護区が含まれる。

ジャンムとカシミール州：��の保護区、��の森林区、保護

林、森林渓谷から生息が報告されている。これらの地域に

ついて、アンケート回答者は、ツキノワグマの生息密度は

「やや普通」と回答した。この州のツキノワグマ個体群は、

インド内でもっともよく調査されている（表�����）（�������

��������	�
���	��������）。この他に�������コンサベー

ション・リザーブと�������	��
����野生生物保護区、お

よび保護区候補地にあがっている���������	国立公園、

��������	
����野生生物保護区、�������	�
��	野生生物

保護区、�������	
野生生物保護区、�������	野生生物保護

区からも報告されている。また、������（��������）や����

�����、�����、������、�������の森林区、および������、

������、���������	、��������、�������	�、�����保護林など

��以上の地域からも生息が報告されている（ジャンムとカ

シミール州野生生物保護局�����私信����）。さらに

�����、��������、������、����、��������、�������、

������、�������、�������	、�����、�����、�������	、

�����、��������、������といったジャンム地域の森林区

においても生息が報告されている（��������	�
���������

��������	）。

　����年の調査により、この州におけるツキノワグマの生

息状況に関する情報は飛躍的に増加した。����年には、そ

れまでツキノワグマの生息地として知られていなかった�

つの保護区と新しく設置されたコンサベーションないしコ

ミュニティ・リザーブからツキノワグマの生息が報告され

た。アンケート回答者は、これらの地域では食痕と糞が普

通にみられるだけでなく、クマと人間の間の軋轢も頻繁に

発生していると回答した。��������（����）は、��������

国立公園の低標高域において、���～���頭����の生息密度
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図２．２．２：インドの東部ヒマラヤ地域におけるツキノワグマの分布
（Sathyakumar and Choudhury 2005）

西ベンガル州、シッキム州、アルナチャル・プラデシュ州、アッサ
ム州、メガラヤ州、マニプール州、ミゾラム州、トリプラ州、ナガ
ランド州．■ は保護区を示している．

状態標高（m）森林区・保護林数保護区数州

やや普通１，０００－３，３００>２０１６ジャンムとカシミール
やや普通１，０００－３，３００>２５２１ヒマチャル・プラデシュ
やや普通１，０００－３，３００>１５１０ウタランチャル

まれ２００－３，０００>１４西ベンガル（北部）
まれ３００以上>２３シッキム
普通１００以上>１０９アルナチャル・プラデシュ
まれ７０－１，９００>１５７アッサム

ごくまれ８０－１，５００>４３メガラヤ
ごくまれ１００－２，１００>２６ミゾラム

時々２００－１，０００>１１トリプラ
まれ１５０－２，９００>２１マニプール

やや普通１２０－３，８００>１１ナガランド

>９８８２Total

表２．２．１：インドの保護区、森林区、保護林におけるアジアツキノワグマの分布
（Sathyakumar 2001；Sathyakumar and Choudhury 2005 をもとに作成）
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であったことを報告している。これはおそらく����～

����年に果実が豊作だったためと考えられる。同期間の

トランセクト調査におけるクマ遭遇確率は�～���頭���

で、�月から��月にかけて（特に�月上旬）、��������の

低標高域を��～��頭のツキノワグマが利用していると推

定された。��ヶ所の保護区では過去��年で生息状況は変

化しなかった。わずかな個体数増加とわずかな減少がそれ

ぞれ�ヶ所の保護区から報告された（表�����）（��������	�
�

�������	��	
����）。

ヒマチャル・プラデシュ州：ここではツキノワグマは��ヶ

所の保護区およびその周辺から生息が報告されている（表

�����）（��������	�
���）。保護区外では、�����（������流

域）の森林、������地区の�������谷（����流域）、�������

����地域（����流域）、�����������、��������	
��、������

地区の���、�������谷、��������	、�������	
���（������流域）、

アジアのクマたち－その現状と未来－

表２．２．２：アンケート、近年の調査、聞き取りに基づく、インドのツキノワグマの保護区における個体数と過去と現在の
生息状況（Sathyakumar 2001; Sathyakumar and Choudhury 2005 をもとに作成）

生 息 状 況州
保護区（面積 km2） ２００５年１９９０年代（年）過去（年）

やや普通
やや普通
やや普通

普通
やや普通

まれ
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通

まれ
普通

まれ
やや普通

不明
不明

やや普通
やや普通
やや普通
やや普通

普通
普通

やや普通
不明

やや普通
まれ

やや普通
やや普通

不明
不明

やや普通
不明
不明

やや普通（？）
やや普通（？）
やや普通（？）

多い（？）
やや普通（？）
やや普通（？）
やや普通（？）
やや普通（？）
不明（１９９５）

やや普通（？）
やや普通（？）
やや普通（？）

やや普通（１９９１）
普通（？）

やや普通（？）
やや普通（？）

不明（１９９５）
不明（１９９５）
不明（１９９５）

やや普通（１９９４）
不明（１９９４）

やや普通（１９９４）
やや普通（１９９４）
やや普通（１９９４）
やや普通（１９９４）

不明（１９９５）
やや普通（１９９３）

普通（１９９３）
不明（１９９５）
まれ（１９９１）
不明（１９９５）
普通（１９９４）
多い（１９９４）
不明（１９９５）
まれ（１９９４）
不明（１９９５）
多い（１９９３）

不明
不明
不明

豊富（１９６９）
不明
不明
不明
不明
不明

やや普通（１９８６）
やや普通（１９８６）

不明
多い（１９９０）

不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明

まれ（１９９１）
不明

やや普通（？）
まれ（１９９１）

やや普通（？）
不明

やや普通（１９９２）
不明
不明

普通（１９８７）
不明

多い（１９９２）
普通（？）

不明
不明
不明

普通（１９９２）

ジャンムとカシミール
Ajas CR (48)
Bran-Harwan CR (19)
City Forest (Salim Ali) NP (10)
Dachigam NP (171)
Gulmarg WS (139)
Hirapora WS (115)
Khiram-Shikargarh-Panyar-Khangund CR (118)
Khrew-Khonmoh CR (117)
Kistwar NP (400)
Lachipora WS (96)
Limber WS (44)
Naganari CR (22)
Overa-Aru WS (511)
Rajparian (Daksum) WS (49)
Thajwas (Baltal) WS (211)
Wangat CR (59)

ヒマチャル・プラデシュ
Bandli WS (41)
Chail WS (109)
Churdar WS (66)
Daranghati WS (167)
Gamgul Siahbehi WS (109)
Great Himalayan NP (755)
Kias WS (14)
Kalatop-Khajjiar WS (69)
Kanawar WS (61)
Khokhan WS (14)
Kugti WS (379)
Lippa Asrang WS (349)
Majhatal WS (58)
Manali WS (32)
Nargu WS (278)
Rupi Bhaba WS (738)
Sangla (R/Chitkul)WS (650)
Sechu Tuan Nala WS (103)
Shikari Devi WS (72)
Talra WS (40)
Tundah WS (64)

WS：野生生物保護区、NP：国立公園、CR：コンサベーション・リザーブ



�����地区の������谷と��������	谷、�����と������地区

の����と����の上流域、������と������と��������	の流

域、�������	�
��、������、�����、��������、�����地区の����

と��������	
�、����谷、�������地区の�����と��������

を含む、��の地域から生息が報告されている（��������	�
�

����）。�����と ��������	�
（����）は、�������	
�����

国立公園で����～����年にかけてトランセクト調査を実

施し、����～����頭���の遭遇率と、����個���の糞発見

率を報告している。����年と����年の調査結果からは、

この州におけるツキノワグマの生息状況には過去��年大
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表２．２．２（つづき）：アンケート、近年の調査、聞き取りに基づく、インドのツキノワグマの保護区における個体
数と過去と現在の生息状況
（Sathyakumar 2001; Sathyakumar and Choudhury 2005 をもとに作成）

生 息 状 況州
保護区（面積 km2） ２００５年１９９０年代（年）過去（年）

やや普通
まれ
普通
普通
普通

やや普通
やや普通

まれ
やや普通

まれ
まれ

やや普通
やや普通

まれ
やや普通

まれ

やや普通
やや普通
やや普通
やや普通

まれ
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通

やや普通
やや普通
ごくまれ
ごくまれ
ごくまれ

まれ
ごくまれ

まれ（１９９４）
まれ（１９９３）
まれ（１９９２）

やや普通（１９９４）
多い（？）

まれ（１９９３）
やや普通（１９９３）

不明
やや普通（１９９５）

まれ（１９９９）
不明（１９９５）
普通（１９９９）
まれ（１９９９）

不明（１９９５）
普通（１９９９）
普通（１９９９）

普通（１９９９）
普通（１９９９）

やや普通（１９９５）
やや普通（１９９４）

まれ（１９９１）
普通（１９９９）
普通（１９９９）
まれ（１９９６）
普通（１９９９）
普通（１９９９）
不明（１９９４）

やや普通（１９９６）
やや普通（１９９６）

まれ（１９９２）
まれ（１９９５）
まれ（１９９８）
まれ（１９９９）
まれ（１９９８）

やや普通（１９８８）
不明

やや普通（１９８８）
やや普通（１９８１）

不明
やや普通（１９８３）
やや普通（１９８３）

不明
不明

不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明

まれ（１９９０）
不明
不明
不明

普通（１９８６）
普通（１９８９）
まれ（１９８９）
まれ（１９８５）
まれ（１９８５）

やや普通（１９８４）
まれ（１９８５）

ウタランチャル
Askot WS (600)
Corbett NP (521) & TR
Govind NP & WS (953)
Kedarnath WS (975)
Mussorie WS (11)
Nanda Devi NP (625)
Nanda Devi BR (5150)
Rajaji NP (820)
Valley of Flowers NP (88)

西ベンガル
Buxa TR (759)
Mahananda WS (158)
Neora NP (88)
Singalila NP (79)

シッキム
Fambong LhoWS (52)
Khangchendzonga NP (1,784)
Pangolakha NP(128)

アルナチャルプラデシュ
Dibang WS (4,149)
Eagle ’s Nest WS (217)
Itanagar WS (140)
Kamlang WS (783)
Kane WS (55)
Mehao WS (282)
Mouling NP (483)
Namdapha NP & TR (4,985)
Pakke WS (862)
Sessa Orchid Sanctuary (100)
Taley Valley WS (425)

アッサム
Barail WS (326)
East Karbi Anglong WS (222)
Marat Longri WS (451)
Manas NP (500)
Nameri NP (200)
North Karbi Anglong WS (96)
Sonai-Rupai WS (220)

WS：野生生物保護区、NP：国立公園、CR：コンサベーション・リザーブ、BR：生態系保護区



16

きな変化がなかったか、わずかに改善したといえる

（��������	�
����������
������）。アンケート回答者は、

この州の保護区周辺におけるクマと人間の軋轢の発生頻度

は高いと報告している。�������（����）は、����年から

����年にかけての�������	
�����国立公園での野生動物

と人間の軋轢の評価に基づき、家畜捕食の��％はツキノワ

グマとヒグマによるもので、この被害は主に、通常見張り

なしで家畜が放牧される高山帯で発生し（��％）、�月に最

も多い（��％）ことなどを報告した。

ウタランチャル州：この州では、ツキノワグマは��ヶ所の

保護区およびその周辺から生息が報告されている（表

�����）（���������	
���	�����	��	���	����	����������	

�）。

この他にも、����の森林区、���������	、�����、��������	、

�������	���、�����������	��、��������、���������、������、

��������	、��������、��������	生物地区など��の保護区以

外の地域からも生息が報告されている。また、�������	
、

�������	渓谷、���������の上流域、�������渓谷、�����

森林区の一部地域からも生息が報告されている。

　����年から����年までの調査によるとウタランチャル

州のツキノワグマの生息数はある地域ではわずかに増加、

別の地域ではわずかに減少したことが示されている

（��������	�
����������
������）。例えば、��������	
�

国立公園における��年間では、生息のわずかな証拠すらみ

つけることのできなかった����年の状態から�回の目視と

�個の糞を記録するまでに改善した����年の状態に変化し

ている（��������	�
���）。この国立公園におけるツキノ

ワグマのトランセクト沿いの糞発見率は�～����個���で

あった。��������	�
�����国立公園と��������	
生態系保護

区では、����年��月から��月にかけての�ヶ月間に��

個体が目撃された。����年秋、��������	�
�����国立公園に

おけるトランセクト沿い糞発見率は�～���個���であっ

た。������国立公園においては、ツキノワグマとナマケグ

マの分布は重複しているが、生息数はまれであると報告さ

れている（表�����）。ここではツキノワグマは、無人カメラ

で���夜の間に��回撮影された。

西ベンガル州：この地域ではこの��年間はあまり変化が

ない。調査では、北部の�ヶ所の保護区とその周辺（表

�����）、��������	
、�������	
�����、�������、�����、������

����森林渓谷に生息することが報告されている。�������野

生生物保護区の現状はよくわからないが、ツキノワグマが

アジアのクマたち－その現状と未来－

生 息 状 況州
保護区（面積 km2） ２００５年１９９０年代（年）過去（年）

ごくまれ
時々
時々

まれ
まれ
まれ
まれ
まれ

???

ごくまれ

やや普通

不明（１９９５）
不明（１９９５）
まれ（？）

不明（１９９５）
不明（１９９５）
不明（１９９５）
普通（１９９９）
普通（１９９９）

不明（１９９５）

不明（１９９５）

不明（１９９５）

不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明

不明

不明

メガラヤ
Balphakram NP (220)
Nokrek NP & BR (80)
Nongkhyllem WS (29)

ミゾラム
Dampa WS (500)
Lengteng WS (60)
Murlen NP (100)
Ngengpui WS (110)
Phawngpui NP (50)

トリプラ
Trishna WS (195)

マニプール
Kailam WS (188)

ナガランド
Fakim WS (6)

WS：野生生物保護区、NP：国立公園、CR：コンサベーション・リザーブ、BR：生態系保護区

表２．２．２（つづき）：アンケート、近年の調査、聞き取りに基づく、インドのツキノワグマの保護区における個体
数と過去と現在の生息状況
（Sathyakumar 2001; Sathyakumar and Choudhury 2005 をもとに作成）



生息することは報告されている。この��年間で、�ヶ所の

保護区においては生息状況に変化なし、�ヶ所の保護区に

おいてわずかに増加、�ヶ所の保護区においてわずかに減

少している（表�����）（��������	�
����������
������）。

シッキム州：�ヶ所の保護区から生息が報告されている。

��������	�
（����）は標高�����～������の撹乱されて

いない森林に生息することを報告している。�ヶ所の保護

区で生息数は減少、�ヶ所で減少した（表�����）。

アルナチャル・プラデシュ州：この地域は、��％以上の面

積が森林に覆われており、ツキノワグマは連続して生息し

ているが、密猟の深刻な脅威にさらされている。アルナ

チャル・プラデシュ州全域にわたり、撹乱されていない森

林にかなり普通に生息するがことが報告されている

（��������	�
���）。生息が報告されている保護区は��

である（表�����）（���������	
���	�����	��	���	����	������

��������	）。�������	
�、������（�����地区）、�����谷渓谷

森林、����������	
森林区、�����地区からも生息が報告さ

れている。����年代と����年調査における生息状況の情

報によると、わずかな増加が示唆された。人々による動物

の利用についての調査によれば、������谷下部地域の�つ

の村だけで、�年間に少なくとも��頭のクマを殺している

ことが明らかになった（���������	
��	����
	����）。過

去��年間の生息状況は、�ヶ所の保護区で不変、�ヶ所の

保護区でわずかな増加、�ヶ所の保護区で減少していた

（��������	�
����������
������）。

アッサム州：アッサム州の丘陵地の全域、および平野部に

も分布していると報告されている（���������	
���）。

����～����年の調査（��������	�
���）時には、この州

にはアルナチャル・プラデシュ州との境界部にわずかに生

息する他ツキノワグマは生息していないと考えられていた

ので、調査対象地に含まれていなかった。����年の調査で

は、�ヶ所の保護区から生息情報が得られた（表�����）。保

護区外では、�������	
��	
地区の森林や（���������	
���）

�������	
�	����地区で比較的普通に生息している。過去

��年間の生息状況は、�ヶ所の保護区で不変、�ヶ所の保護

区でわずかな増加、�ヶ所の保護区で減少した（��������	

���������	
��	�������）。

ミゾラム州とメガラヤ州：これらの州ではそれぞれ�ヶ所

と�ヶ所の保護区で生息が報告された（表�����）。アンケー

ト回答者はこれらの地域のツキノワグマを「まれ」と報告

した。他にも撹乱の少ない����、�����、����������		�、

�������保護林、������保護林でまれに生息することが報

告されている。過去��年間の生息状況は、�ヶ所の保護区

でわずかな増加、�ヶ所の保護区で減少していた（��������	

���������	
��	�������）。

トリプラ州、マニプール州、ナガランド州：アンケート回

答者によると、トリプラ州の丘陵地には小規模な個体群が

散在している。�������野生生物保護区、�����������森林

区、����、���������	森林区、��������	
保護林、および

���保護林から生息報告があるが、生息密度については不

明である。インドでは、ツキノワグマとマレーグマの分布

域が重なるのはマニプール、ミゾラム、ナガランド、アル

ナチャル・プラデシュの�州だけである。マニプール州で

は、丘陵地全域に生息しており（���������	
���）、������

野生生物保護区、��������	
���������保護林から生息報

告がある。ナガランド州では、�����野生生物保護区で「や

や普通」と報告されている他、州全域に分布している

（��������	�
����������
������）。人々による動物の利

用についての調査により、毎年多くのクマが殺されている

ことが明らかになった。例数は少ない（��人）が、�������

村の人々は生涯に少なくとも��頭のクマを捕獲していた

（���������	
��	����
	����）。過去��年の生息状況は、

トリプラ州で不変、マニプール州とナガランド州ではわず

かに増加していた（��������	�
����������
������）。

生息環境および推定生息数

　インドにおける潜在的なツキノワグマの生息環境は

����年に、���������と概算された（��������	�
���）。森

林の有無、本種の標高限界、近年の生息情報に基づいた

ルール準拠モデルを���上で用いてインドのツキノワグマ

の分布図が近年作成された（図�����と�����）。その結果、

インドにおける潜在的なツキノワグマの分布域は約

�������	
�と 概 算 さ れ た（��������	�
����������
��

����）。このうち���������はヒマラヤ西部地域で、また

����������はヒマラヤ東部地域と北東丘陵地域である。

　推定生息密度は、��頭�������（��������国立公園）、�

頭�������（アルナチャル・プラデシュ州の一部）、�頭

�������（分布域の大部分）であった。これらの密度推定に

基づき、��������	�
����������
�（����）は�頭������

と�頭������という値を使用して、インドにおけるツキノ
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ワグマの推定生息数を�����～�����頭と概算した。

生息状況の変化

　����～����年の調査以前には、保護区におけるツキノ

ワグマの生息状況に関する情報は皆無だった（��������	

��������）。����調査では、��ヶ所の保護区でわずかな増

加、��ヶ所は不変、��ヶ所は減少が報告された。また、

��ヶ所からは初めて生息の報告が得られた。その他の保

護区外の地域からの報告は��地点から��地点に増えてい

るが、ほとんどの地域で個体数は減少しているようである

（��������	�
����������
������）。

クマと人間の関係

クマと人間の軋轢

　インドにおけるツキノワグマ保全に対する最も深刻な障

害は、クマと人間の軋轢に対する人々の反応である。ツキ

ノワグマによる家畜被害や人間に対する攻撃の報告が森林

野生生物局へ比較的多く寄せられており、被害の多くはヒ

マラヤ北西部およびヒマラヤ西部で起きている。例えばウ

タランチャル州では、����年から����年までの大型肉食

獣による人間への攻撃���件のうち����％がツキノワグマ

によるものであった。そのうち�％は死亡事故だった

（���������		
）。�������	
�����国立公園では、����～

����年の家畜が捕食される事件�����件のうち���件

（��％）はツキノワグマもしくはヒグマによるものであっ

た（���������		
）。アルナチャル・プラデシュ州では、多

くの山間集落の主食であるトウモロコシの被害がある。ツ

キノワグマによる家畜捕食あるいは人間への攻撃事例の増

加の原因としては、（�）農地拡大その他の人間活動による

生息地の縮小および劣化によりクマの農地利用が増加した

こと、（�）保護区周辺や森林地域で人口と家畜数が増加して

いることと、人間の森林への依存度が高くなった結果遭遇

頻度が高まったこと、（�）監視なしの家畜放牧、（�）政府に

よる野生動物被害に対する補償制度のための地域住民の関

心が高まり、報告比率が上昇したこと、などの可能性が考

えられる（��������	�
����������
������）。これらを総合

すると、ごく一部のかく乱されていない地域を除き、近年

ツキノワグマの個体数はほとんど増加していないと考えら

れる（��������	�
���）。

密猟問題

　インドのツキノワグマ個体群の多くは、胆のうと毛皮目

的の密猟に脅かされている。胆のうには高い薬効が信じら

れており、毛皮は剥製あるいは装飾品として利用されてい

る。多くの漢方薬の教科書では、「クマの胆」の原料として

ツキノワグマを推奨している。インドではクマは保護され

ているが、直接的な証拠が掴みにくいので密猟の摘発は難

しい。そして密猟および国際的な違法取引が横行している

と考えられる。インドは、パキスタン、中国、ネパール、

ブータン、バングラデシュ、ミャンマーの各国と国境を接

している。これらの国境線延長は長く、大半は人里離れた

山岳地域であり、国境を越える取引を取り締まることは困

難である。

　アジアにおけるクマ由来製品の需要の高まりにより、イ

ンドのクマ個体群は深刻な影響を受けている。アルナチャ

ル・プラデシュ州とその他の北東部の州では、先住民が毛

皮と肉目的でツキノワグマの狩猟を行っている。例えばニ

シ族（以前は������と呼ばれていた）は首の後ろに熊皮を

着用し、ナイフの鞘にも使用する。すべての先住民の住居

には野生動物の頭骨や毛皮が飾られており、ツキノワグマ

の一部が含まれていることも多い。

生息地の劣化

　����年調査の推定によれば、インドにおけるツキノワグ

マの潜在的な分布域は約����������であり、そのうち存在

する保護区のネットワークによって保護されているのは

��％未満である（インド野生生物局国家野生生物データ

ベース　����による）。インド全域で、ツキノワグマ生息地

は大きな脅威にさらされている。生息地の劣化の主要な原

因は、開発計画および人々による薪や山地性のタケ

（�����������	
������	�������������	������������、�������

��������	���
���、�������	
����）などの森林資源の採取であ

る。アルナチャル・プラデシュ州とシッキム州では、生息

地減少は主に開発行為による。北東部の州では、����（移

動農耕）により、ツキノワグマ生息地が深刻な影響を受け

た。メガラヤ州では土地の��％が私有地であり、州政府に

はこれらの地域内の生息地を保護する権限がない（�������

��������	�
���	��������）。

提　言

　����年に改訂された���������	�	�
����������では、コン

サベーション・リザーブあるいはコミュニティ・リザーブ

アジアのクマたち－その現状と未来－



といった新しい種類の保護区の設定を可能としている。保

護区網には含まれていないものの、生息地間をつなぐ回廊

として不可欠なツキノワグマ生息地の多くは、地元社会の

協力を得て、コンサベーション・リザーブまたはコミュニ

ティ・リザーブとして設定することで保護することができ

る。ツキノワグマが生息している保護区の��％以上が

������未満であり、保護区の内外で家畜による圧力を受け

ている。保護区の近傍あるいは保護区の間をつなぐ回廊部

における森林地域の把握が不可欠である。ジャンムとカシ

ミール州政府は近年��ヶ所のコンサベーション・リザーブ

を設定した。他の州、特に北東部の州でもこのような努力

が必要である。

　密猟と密輸の防止のためには、保護区を管理するための

訓練された野生動物保護官の増員が必要である。また、す

べての地域の野生動物保護官は、適切な施設と装備、遠隔

地への移動手段、および熱意が不足している。野生動物に

ついて、インド国軍、国境警備隊、一般大衆に対する啓発

が必要である。政府は、アルナチャル・プラデシュ州と

シッキム州におけるダムや道路建設などすべての開発活動

を、事業承認前に環境影響評価（��������	�
�����
����	��

����）を義務づけることで規制すべきである。さらに、北

東部で行われている短周期の����は、長周期型の農業に

置き換えるべきである（��������	�
���）。

　シッキム州の大部分、西ベンガル州、アルナチャル・プ

ラデシュ州およびその他の北東部の州のツキノワグマ分布

域について、生息状況調査を実施すべきである。また、保

護区における直接、間接の証拠に基づくツキノワグマ個体

数モニタリングも開始する必要がある。

　ツキノワグマの長期的な保全と保護管理のためには、食

性および採食習性、生息地利用、クマと人間の軋轢、移動

パターンなど、ツキノワグマの生態に関する科学的研究が

不可欠である。
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� （仲村　昇訳）


