
　モンゴルにはヒグマ���������	
�����������とゴビヒグマ

����������	

����の�亜種が生息する。この報告ではこの�

亜種の生息状況を概説する。

ヒグマ（Ursus arctos jeniseensis）

生物学的特徴

　モンゴルのヒグマの亜種レベルでの分類はいまだに明確

ではない。����年にロシア人動物学者����������	
��は、

���������	
�	�
�がヘンティー（�������）、ホブスゴル

（�������）、モンゴル側アルタイ山脈の森林地帯に分布す

ると最初に述べている。彼はまた、���������	
�	�
������

�������が東モンゴルのハールフ（������）川とノムログ

（������）川の渓谷に生息する可能性があるとも報告して

いる（��������	
��）。のちにロシア人科学者（��������	


����）がこの亜種を���������	
���
	
������と分類した。こ

れ以前に��������（����）と�����（����）が��������	
�	

（イフ・フヤンガン）山脈（東モンゴル）の森林地帯が���

�������	
��	�����������	
（�������	
����あるいは���������）

の生息地である可能性があると述べている。ただし、この

クマは���������	
���
	
とは区別され、後者よりも体が大き

く、頭蓋が長い。アルタイ、ハンガイ（�������）、ヘン

ティー、ホブスゴルに生息するヒグマ（���������	
���
	
）

の毛は����������	
より長く、密生し、柔らかいことで区別

される。体色は多様だが、主に茶色で、足、背、脇腹は濃

い茶色である。体重は成獣のオスが���～�����（平均

�����）で、メスは���～�����（平均�����）。生まれたと

きの仔グマの体重は���～����である（��������	
���	

�������	
）。

　交尾期は�月下旬から�月上旬ごろで、�月から�月に

かけて仔グマが生まれる。一腹の産仔数は�～�頭がもっ

とも多い（�������	
）。

　モンゴルでは、ヒグマは多様な生息環境、たとえば樹木

の密生した森林、亜高山地帯、ツンドラなどを行動圏にし

ている。しかしもっとも多くみられる生息環境は、遠隔地

の密生した森林地帯で、倒木や沼、林間の小さな空き地が

あるようなところである。春と夏には高山地帯や渓谷で、

丈の高い草や潅木の茂みのなかで休息できるような林間の

空き地や池が近くにあるところを好む。モンゴル側のアル

タイ山脈では、ヒグマは小さいヤナギの林や岩地に生活す

る。モンゴルのクマは場所や気候の違いによるが、��、��

月から�月、ときには�月まで、つまり�～�ヵ月間冬眠

する。食物の多い年は冬眠に入るのが遅く、��月末とな

る。ヒグマが冬眠に使う穴は、主に大きな倒木の下、樹木

の根や岩の隙間などである。

　モンゴルのヒグマは主に植物、たとえばイネ科の草本、

スゲ、球根、地下茎などを採食する。またアリのような昆

虫類、魚類、小型哺乳類なども採食する。一部の地域�

ではヒグマは、ヘラジカ（�����������）、トナカイ（�������	


��������）、アカシカ（��������	
����）などの有蹄類の主要

な捕食者になっている（�������	
���������������
�）。ど

んな食物資源を利用するかは、地形、植物の成育状況、植

物の質によって変わる。早春には、モンゴルの森林地帯に

生息するヒグマは、ハコヤナギ、樹木の側枝、コケ類、地

下茎、前年に落ちた堅果類、アリなどを採食する。初夏に

は主にベリー類、漿果類、堅果類、植物の緑色部分、昆虫
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類、魚類を採食し、しばしば死肉をあさったりもする。と

きにはヘラジカ、イノシシ（��������	
）、ノロジカ（�������

�������	
����）、アカシカ、シベリアジャコウジカ（�������

　�������	
��）　などを捕食する。夏の終わりから初秋に

かけては、さまざまな種類の熟したベリー類や堅果類、地

下茎が豊富にあるので、植物が主要な食物となる。モンゴ

ル側のアルタイ山脈のヒグマはナキウサギ（��������	

����）、マーモット（������������）、その他のげっ歯類を捕

食する。モンゴル北部では、秋になるとクマがエンバク畑

に頻繁に現れ、ときには地元住民によって殺されることも

ある（�������	
����������������������������）。

現　状

分　布

　モンゴルのヒグマは大きく�つの個体群に分かれて分布

し、それぞれホブスゴル、西アルタイ、ヘンティーン山脈、

オノン（����）川上流とウールズ（����）川の各渓谷に生

息する（図����）。ヒグマは国内のどの地域においても、よ

くみられる動物というわけではなく、近年では地域個体群

の絶滅も報告されている（�������	
��������������������

�����������		
���）。

個体数

　モンゴル科学アカデミー生物学研究所の報告（����）に

よると、�地域、合計���������の領域に約���頭のヒグマ

が生息していた。この報告以降、モンゴルのヒグマの個体

数の調査は行われていない。しかし状況証拠から、����年

代初め以降、個体数と分布領域は激減していると思われ

る。その主要な原因としては、違法な狩猟と、クマの体の

各部位が薬として売買され、その需要が増加したことが考

えられる（��������	���
����）。

脅　威

　モンゴルのヒグマにとって、ときに自然に起きる飢餓を

別にすると、自然の脅威はほとんどない。この飢餓状態は

����年、����年、����年に起きている（�������	
����

��������	
�	�
��	��
����）。飢餓状態になった時期、ヒグ

マは主要な分布域から���～�����離れた、モンゴル東部

の川の渓谷や山地のステップ地帯に移動した。����年秋

は、モンゴルのほとんどの森林地帯で長期間干ばつが続い

た後で、モンゴル中部、ヘンティー、セレンゲ（�������）

の各地方で、ヒグマの餓死や生息地を離れてうろついてい

た事例が���件報告されている（�������	
	������������

����）。このときは、うろついていたクマ��頭が地元住民

によって射殺された。クマはいずれも痩せ衰えており、な

かには体脂肪がまったくないものもいた。クマが街まで

やって来たケースも�件あり、その�件は首都ウランバー

トルに現われた（�������	
	���������������）。クマの胆の

うと爪をアジアの市場で売るための違法な狩猟が増加して

アジアのクマたち－その現状と未来－

図１２．１：モンゴルにおけるクマの分布．
１．ヒグマUrsus arctos jeniseensis
２．ゴビヒグマU. a. isabellinus
　地図はDulamtseren（１９７０）、Sokolov and Orlov（１９８０）、Mijiddorj（２００６）のデータを基に作成．



いる。また、外国人狩猟者によるヒグマの狩猟もときにみ

られる。

人間とクマとの関係

　モンゴルではヒグマは�������	

��
と呼ばれる、これ

は「茶色のクマ」という意味である。成獣のオスの名称は

�����������、メスは����、仔グマは����������または����

�����である。モンゴルには、これとは違ったヒグマの地

方名もある。ブリヤート人（少数民族）は����������、あ

るいは「人獣」という意味の����������と呼ぶ。西モンゴ

ル人は���または「黒い人獣」という意味の����������	�


����、またはこの両方で呼び、仔グマは���������と呼ぶ。

　ヒグマは伝統的に地元住民によって狩猟の対象とされ、

肉と毛皮が利用されていた。モンゴル北部のトナカイを飼

う遊牧民やブリヤート人は、特に年とった狩猟者だと、年

に一度はクマを獲った。モンゴルと中国の国境での貿易が

始まった����年代から、クマの胆のう、皮、脂肪、肉など

を中国人商人に売るために、多くのクマが殺されるように

なった。����年の時点で、クマの胆のうは�個�����ド

ル、皮�枚�����ドル、掌�個�����ドル、肉と脂肪は

���約���ドルで売られている。����年��月の�������

紙の記事で、�人のベトナム国籍の人物がクマの胆のう��

個をモンゴルから密輸で持ち出そうとして捕まったと報道

された。ヒグマの体の一部分を密輸しようとしたのが仮に

これ１件だけだとしても、この数はモンゴルに残されたヒ

グマの全体の大きな部分を占める（��������	���
����）。

　歴史的に見て、ヒグマと人間との軋轢に関する記録は多

くはない。もっとも����年代に、ヘンティーン山脈で家畜

が捕食される被害がつづき、�頭のヒグマが殺されている。

クマの商業的利用

　モンゴルにはクマを商業ベースで利用するためのベア・

ファームはない。唯一、モンゴル国立サーカスがヒグマ数

頭をショーに使っているだけである。また、モンゴルでの

クマの輸出入に関するデータはない。

保護管理システムの現状

　モンゴルのヒグマは現在�����の附属書Ⅱに掲載され

ている。モンゴルではこれ以外の保護対策はとられていな

い。この種に関する法律が制定されていないため、ヒグマ

の狩猟状況はいまだ把握されていない。

提　言

　ヒグマの詳細な生息域と個体数の査定を急ぐべきであ

る。ヒグマを絶滅の恐れのある種としてモンゴルの希少動

物のリストに入れるべきだろう。地方市場のレベルでのク

マ由来の産品の違法売買を、法律で厳しく取り締まる必要

がある。

ゴビヒグマ（Ursus arctos isabellinus）

生物学的特徴

　����年、��������（����）はツァガーン・ボグド山脈

（���������	�
������）で発見したゴビヒグマについて報

告し、これは����������	
���ではないかと述べた。この個

体の皮は�������	
��と������がチベット北部の標本から

採取したものより小さく、爪の形態が異なっていた。������

�������と���������	
は自らの頭蓋学的な調査に基づき、

これは別の種で、ゴビヒグマ（�������	
���）であると記�

載した（���������	
����������）。しかし��������	�
����

（��������	
�������������私信）は最近ゴビヒグマの遺伝子

研究を行い、これを�������	
��
�������
として再分類した。

　ゴビヒグマのみた目は一般のヒグマに似ているが、ヒグ

マよりも小さい（写真����参照）。ツァガーン・ボグド山

脈で狩猟者によって捕獲された成獣のオスは体長�����、

体高（�������	
��）����、体重����だった（�������	
）。オ

スのなかには体重が�����にまで達するものもある（����

����������	�
���）。メスはオスよりも小さく、皮を測定して

得られた体長はわずか����だった。夏は体色が全体に茶

色だが、冬と春には体色が変わり、薄茶色または灰褐色な

る。足と首は胴よりも濃い色をしている。爪は真っすぐ

で、明色で、短いが、鋭くはない。

現　状

分布と生息域

　����年代と��年代に、トランス‐アルタイ・ゴビ西部

のアジ・ボグド（�������）山脈東部でゴビヒグマが発見さ

れた。����年代末、ゴビヒグマが分布していたのは、西は

アタス‐ウール（�������	）山（��°��′�）から、フーツィー

ン・シャンド（��������	
����）山（��° ��′ �）、トスト

（����）山とネメグト（������）山、ハイルハン（���������）

とザフイ・ザルマン（���������	
��）のオアシス、エドレ

ング（������）山脈まで、南は中国国境までで、長さ�����、

幅����ほ ど の 領 域 だ っ た（���������	�
�����������
	�
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�����）。現在の分布は、トランス‐アルタイ・ゴビのモン

ゴルと中国の国境に沿って、アタス‐ウール山脈東斜面か

らと、タリン・メルツィーン・ウール（�������	�
�������）

山脈からフーツィーン・シャンド・スプリングまでの狭い

帯状の地域に限定されている。ゴビヒグマがみられるの

は、ツァガーン・ボグドから東はセグス（����）・ツァガー

ン・ボグド、シャル・フールス（��������	
）山脈とトモ

ルトイ・ホーフ（���������	
��
）山脈、アタス山とイン

ゲス（�����）山まで、西はバルーン・トロイ（��������	�	
）

山脈まで、北はザラー（�����）山とブーリン・ハール

（��������	
�）山までである（図����）。分布域の面積に

は�つの異なる推定値がある。������～���������（�������

�����）と約���������（����������	

�）で、いずれもかつ

ての分布域の半分以下である。

生態と行動圏

　ゴビヒグマが主に生息するのは池やオアシスの湧水地に

近い岩場の丘陵地で、シャル・フールス（��������	
）、ツァ

ガーン・トホイ（����������	
��）、ツァガーン・ブルガス

（���������	
���）、ウルズィーベルギフ（����������	
）、フ

シュート（��������）などである。ゴビヒグマの主要な行

動圏は（池や川のような）水面が開けた水資源やオアシス

につながるところで、そうした場所で主に������������や

��������	���を採食するが、夏には����������の地下茎、

�������������のベリー、�����������、���������	
�����の地下

茎、�������	��
�������の芽の地上部分、�������		
����

������の葉、�������	�
�������
の若枝を好んで採食する。

食物が少なくなる時期にはアイベックス（��������	
）、そ

の他の動物の死肉をあさる。夏には主に�����������	���
�の

ベリーを採食する。����（����）はゴビヒグマが一夫多妻

だと述べているが、������（����）は自らの観察を根拠に

一夫一妻と結論している。

個体数と脅威

　����年代にはゴビヒグマの推定個体数は��～��頭

（�������	
）、����年には��頭（���������	
�������������）、

����年代初めには��～��頭（���������	�
�����）、����

年代末にかけては��～��頭、����年代初めには��頭（����

��������）、����年初めには��～��頭（����������	

	）と

された。����年の個体数は少なくとも��頭である（���

�����������	�
���）。個体数が少ないのは、ゴビ地域には水資

源のある場所が少ないことと、繁殖期に交尾相手をみつけ

られないのが理由のひとつではないかと考えられる（���

���������		
）。

人間とクマとの関係

　モンゴル人はゴビヒグマをマザラ（��������）と呼ぶ。オ

ス、メス、仔グマの呼称はヒグマの呼称と似ている。ゴビ

地域の地元住民はゴビヒグマを、黒い人獣という意味の

����������	����
と呼び、仔を���������と呼ぶ。

　ゴビヒグマが絶滅の危機に瀕した状況にあることと、そ

の希少性もあり、モンゴル人は伝統的にゴビヒグマの狩猟

はしない。しかし、����年代以降、ゴビヒグマが人間に殺

されたケースが��件記録されている。�頭はロシア人地質

学者らがヒグマだと思って誤殺、�頭が国境警備員らに

よって（理由は不明）、�頭は地元住民がクマの襲撃から身

を守るために、�頭は自然史博物館のために、それぞれ殺

されている（����������	

�）。

　�件だが、遊牧民がゴビヒグマの仔を捕獲し、短期間飼

育した後、放したという報告がある（�������	
）。また

����年に、ツァガーン・ボグド山の遊牧民が捕獲した仔グ

マがウランバートルに連れてこられ、�年間飼育され、し

つけられている（����������	

�）。

保護管理システムの現状

保護対策

　����年からゴビヒグマの狩猟は禁止されている。ゴビ

ヒグマの生息域はグレートゴビ厳重保護地域内にあり、こ

こでは補足的な給餌が実施されている。ゴビヒグマの生息

域内では、レンジャーが科学的な調査を行っている。ゴビ

ヒグマはモンゴル・レッドブックで希少種に分類されてお

り（��������	
�	����）、�����附属書Ⅰに入っている。現

アジアのクマたち－その現状と未来－

図１２．２：モンゴルにおけるゴビヒグマの分布（Mijiddorj ２００６）



在の「動物保護法」では、適切な許可なく希少動物を狩猟

または捕獲した者は刑事責任を問われ、�～�年の禁固刑

が科せられる。モンゴル政府は、飼育下での繁殖計画に着

手している。

現在のシステムの限界

　ヒグマの保護と同様に、ゴビヒグマの保護には非常に限

られた資金しかなかったが、����年、�������	により

「グレートゴビおよびそこに生息する種の保護計画（����

�������	
�	�������	����
�������������������	����
����）」が始

まった。

提　言

　生態学的な調査（これには衛星テレメトリー法が必要）

に基づいて、保護の方法を考案し実施する必要がある。オ

アシス、池、湧水地の中および周辺の植生や下生えを保全、

回復させることを提案したい。また、水が不足する地域

で、水飲み場を修復、あるいは新たに造ることが可能かど

うか調査する必要がある。給餌場所を増やし、妊娠期間中

は栄養価の高い食物を与えるようにすれば、年間を通して

クマをモニターするのにも役立つだろう。国境警備地点と

地元遊牧民の定住地を、重要な水資源の場所やオアシス近

くから移転させるべきだと考える。����年代、��年代のか

つての生息域に、ふたたびゴビヒグマが生息できるよう図

るべきだろう。措置としてひとつ重要なのは、この亜種を

����レッドブックの絶滅危惧��種として加えることであ

る。
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（嶋田みどり訳）


