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田 和 弘 さん
（開業獣医師）

で、日本へはハワイ大学のアレン宮原先生により

1985年 9月に紹介されました。そして翌年の1986

年より日本動物病院福祉協会（ J AH A）のメンバ

ーによりはじめられました。

関西でも、我々 JAH  Aの会員が中心にな って

ボランティアの人たちと共におもに特別養護老人

ホームを中心に訪問活動を行っています。

コンパニオン・アニマルとはペッ ト：愛玩動物

という言葉のもっているよ うなただかわいいだけ、

かまってやるのは飼主が気の向いたときにだけで

それ以外の時は…と言うような上下だけの一方的

なつきあいではなく、共にくらす仲間として伴侶

としての動物が一緒に居ることが、どんなに毎日

のくらしを楽しくして くれる事かどんなに良い効

果 を与えてくれるかを含んで、いるのです。 このこ

とをより多くの人にわかってもらう事は、動物遠

の存在する値打ち意義を高めることにつながるで

しょう。 “事情があって今は犬や猫は飼われへん

けど、隣のcoさんと こを見てると犬や猫 てええ

もんやなー そのうち にうちも宣司いたいなー” とい

う具合に理解を しめしてくれる人が繕えてくる と

飼い主さ んは勿論のこと犬や猶も肩身のせまい忠、

いをせずにアパー トでもマンションでも暮らせる

ようになるのではないでしょうか？ でもそのため

には周りの人の理解を期待しているだけではなく

飼い主さんたちは自分遠の飼っている動物が周り

の人に喜んで受け入れてもらえるように自分のlfi)J

物のしつけや、手入れをしなければならないので

す。 きたない、 こわい、うるさいなどの苦情は飼

p主さんの正しい方法によるしつけ、手入れなど

によりずいぶん減るものです。われわれの協会は

そのためにも毎年講習会を聞いたり 、病院での相

談や指導も行っています。 また訪問活動のボラン

テイ アについても協会や協会加盟の動物病院に尋

ねて下さ い。 （ひがしだ かずひろ）

｜｜｜｜｜｜動物色私111111

コンパニオン・アニマルの居る暮らし

止出包 さんCAP Pと言う言葉を耳になさった事が

日 有りますか？

c Aはコ ンパニオン・アニマルそばにいて一緒

にすごしている動物（あるいは伴侶動物）あとの

p Pはパー トナーシップ・プログラム共に暮らす

ためのやり方、計画とでも言うのでしょ うか。

このことをもう少し分かりやすく言うならば

CAPP  活動とは身近にいる動物といままでより

もっと上手につきあって人も動物もふれ合いから

互いのも っている色々な良い効果を及ぼし合 つで

もっともっと快適な関係を作り上げて行こうと言

う実践運動なのです。この中には最近とくに関心

が高まっている“物質から精神へ”で現される“心

の問題 ・動物のもつあたたかさ、視もり”がおお

きく含まれているのです。動物が好きな皆さんの

ことですからもう既にご存知と思いますが、新聞、

テレビなどに時々登場する動物遥の老人ホーム訪

問、｛子ネコを膝に乗せてもらっていたおばあちゃ

んが動かない筈の手で抱き止めたとか、痴呆症の

お年寄りが半月後に突然“犬が釆た 1”と以前の訪

問を思い出したりあるいは動物を撫でたりさわっ

たり一緒に暮らしたりしていると血圧が下がった

などと取り上げられているのもこのCAP  P運動

の成果のひとつなのです。

このCAP  Pはアメリカのワシン トン州立大学

のビュースタ ド先生により提唱され広ま ったもの

昨年11月にクロラ イチョウが入園し まし

た。生息I也は、ヨ ーロγパからシベ リアにか

けての沼沢と原野です。

5月頃には、可愛い 2世 が誕生するものと

耳！H寺しています。
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・・ーカバーウォッチング
ホンケワタガモ
カモ目 カモ手十

Somateria mollissimα 
大型の潜水性のカモで、ツンド

ラ地帯で繁殖し、冬は常に海で生
活しています。多量の綿羽を敷き
つめた巣をつくるので、北欧の人
たちはこの羽毛をダウンと して利
用しています。

（海影．大川光雄）
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消化不能なビニール、プラスチ yク等が第一宵に

.－：型自． 『
£謡

充満して死亡するシカがかな りの数になると推測

されること。交通司I故による死傷、中府民の餌を多

:hlに摂取することによる虫歯、内臓疾J患のI曽加が

予想、されること。市街地に多く集合してはいるも

のの山中で里子生生活を堅持しているシカが少ない

ことなど枚挙にいとまはありません。また正確な

データを持ち合わせているわけではないのですが、

オスの角が年々細〈小さくな っているような印怠

を受けています。これもおそらく植物の楽を大公

に食べなくなったことと無関係ではないでしょう。

宮島では江戸時代に各家ででる残飯を鹿樋に入

れてシカに食べさせま したが、これを美風として

今日でも残り物をシカに与えているようです。

でも考えてみれば、江戸時代の残飯と今日のそれ

を比べてみれば且も1'tも桁外れに契っていること に

気づくはずです。動物に餌を与える行為は、普意に

よるものが多く 、それを禁止することは容易ではあ

りません。しかし動機が普であっても、結果が悪い

ものであるな らば、それは改めなければな りません。

私は以前、死んだシカの宵内容物を調べたこと

があります。 開版してまずう縫いたのは第一向が築

様にふくらんでいるのに比べ第2～ 4宵以下、小

服、大ll易には全〈何にも入っていなかったことで

す。そこで第一符を切開 してみて二度びっくりし

ました。 ピニール袋、 ミカン網袋、ヒモな ど消化

謡怒り川時的百周室温
でき っこないものがまるで石のよう に回ってつま

つでいま した。 これでは何も食べられません。人

聞が在I~ を lj・える こ と がこのような事態をひきおこ

しているのです。サルもタヌ キもシカも人聞が安

易にwrをLj.えるのを 止めるだけで彼 らの野生はと

り戻せます。野生動物を里子生に返す、その時彼ら

がどれ経'..tき生きした姿を見せてくれるか、そし

て興味深い対怠となり得るか、一人でも多くの人

l二知っていただきたい、 そこに博物館活切Jを推進

する意味があるのです。（かないづか っと む）
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と忠いますが、その杭状は正視に耐えないもので

す。原閣はヒゼンダニによって媒介されるカイセ

ン症ということですが、本当のところはまだ調べ

られていません。全身の毛が抜け、j支J告は角pt化

してひび警IJれ、病原幽に感染して死に至ると いう

ものです。こうした税象がみられるようにな った

経過をごく簡単にふり返ってみましょう。

私が島内で初めてタヌキ生息の情報を得たのが

今から10数年前のことです。そこは市街地から東

へ 3kmばかり雌れた果樹必図でしたが、その後間

もなく市役I地でタヌキを兄たとの情報が相次ぐよ

うになりました。そうこうしているうちに昼間で

も町内を歩きまわるタヌキが兄られるようになり、

珍らしさも手伝って仰を与える人もでてくるよ

うになりました。こうしてタヌキは田T内にイヌやネ

コと共に人家や空家の床下、｛史われなくなった下

水管な どを稼ぐらとして利用するようになったよ

うです。その頃から一部地域ではタメフンが公衆

衛生上の｜問題としで出はじめました。そして皮膚

病の発生という経過をと っています。今では市街

地で兄られるタヌキのほとんどはカイセン症にか

かっているようですが、山中で会うタヌキにはこ

の症状は見られません。どうもタヌキが市街地で

暮らすことが皮脂病との関i惑を伺わせています。

動物に餌を与えたくなる誘惑というのはわから

ぬわけではないのですが、サルのところでも触れ

たように、食べることは彼らの生活の中できわめ

て重要な意味を持っています。それを誘惑にから

れるままにfll（を与えることは、野生動物の生活を

根本から奪うものだと雲つでも過言ではありませ

ん。タヌキのJJi:.I酎おがあるいは他の寄生虫がヒト

に感染しないとは言い切れないとのことです。当

面は公衆術生的.'n!.！也からの初l査と対策が緊急談題

ということではありますが、最終的な解j夫は、タ

ヌキを盟子生動物としてI.ill解するということに尽き

るようです。これはサルの問題とも次に紹介する

シカとも共通することだと思います。

，肯，島を訪れる観光客は伐橋を出るとすぐシカと

ド 4 出会うことになります。富島のシカも奈良問

機古くからやp鹿としで住民とともに生きてきま した。

太平洋戦争直後の一時期絶滅しかけたこともあり

ますが、今日では数百頭にまで地加しているよう

です。シ カはタヌキのような皮膚病もなく一見問

題ないようにも_l,l え ますが、 ~はタヌキ以上に深

刻な問題をかかえているといえなくもありません。

づ

なきごえ29(4),1993 

えています。その理由はこうです。（1）資料の収集

と保存、（2）資料の調査、（3）教育的普及活動の三点

が縛物館の三本位と言え ます。聖子猿公苑における

資料といえば、当然サルそのものなのですが、も

っと正確には 円－・・・・－

サルの自然の

生活と言うべ
町

きです。ですろ

から野猿公苑 場
県・~I

の自耳;t~ という ；.：－♂ 

のは公苑の入竺生
“一口のようなも主L
F：主1

のです。サル』~－

の基本的な生町長室ー冒E長ン災抱一
. ~ -iW!': ~·~ ~屯.... 

t舌 は 遊 動 生 活 込 ？ 捻 京 均 六 五

にあるわけで一主ですぷ~
すから、遊卸j 遊動するサル

域全体を含めて聖子猿公苑とみなすべきです。そし

てその生活を不当に干渉しないこと（必要以上に

簡を与えることなど）が、資料の保存へとつなが

ることになります。 そのためには日身の調査研究が

欠かせないわけですから職員は研究者たらざるを

得ないことになります。しかしこれで充分という

わけではありません。白 身の調査研究で明らかに

なったことは教育的配慮のもとに来苑者に公開さ

れなければなりません。このように（1X2X3）が有機

的に結びついた活動が宮島におけるサルの存在E笠

由となるはずです し、観光事業と して永続させる

ための必須条件と言つでよいでしょう。

このような聖子猿公苑の野外博物館化構想は、サ

ルの暮しを中心としてサルをとりまく自然（主体

と環境）についても目を向けさせることになりま

す。つまり野生の意味 を具体的に理解する有効な

方法なのです。

冷 にタヌキについて考えてみます。抽にl堆

f ・かな自然があると書きましたが、平本知とケ

モノについては当てはまりません。古くから広島

に生息している中大型のケモノはシカ、アナグマ、

イノ シシ （戦後間もなく絶滅）だけです。サルの移

勉の経抑lま前述したとおりですが、タヌキもごく

最近にな ってzι島に生息するようにな ったケモノ

です。余談ですがイタチも最近広島で兄られるよ

うになりました。こうした現象は交通機附（船）が

大型化したり、往来が頻繁になったり、夜間も述

給する自｛＼がI曽えることによって渡来するものと考

えられます。ケモノの渡来頻度が高まるこ とによ

って繁殖集凶が形成され分布を拡げる ことになる

ので し ょ う 。 タヌキやイタチはその典型的~例と

考えて下さ L、。そのタヌキに最近皮j削丙（カイセ

ン）が主主延しています。TVニュース等でも取り

上げられ、記依している読者の方もいら っしゃる

z包 茎の富島と言えば厳島神社とい

f 、うように、平安時代以降の国宝、

文化財の島として全国的に知られ、

年間200万人を越える観光客が訪れ

ています。 確かに宮島には平家納経

をはじめ数々の国宝重要文化財があ

り、「文化財の島」といったイメージ

は間違いではありませんが、 一方で

生物的自然が豊かに残る島という事

実に気づく人はほとんどいないよう

です。このことは観光客だけではな

く住民にも言えることでたいへん残

念なことです。そして自然に対する

この無関心が宮島に様む聖子生動物に

危機をもたらしている事実があります。

今日は8・島に生息するケモノのう

ちサル、シカ、 タヌキの3手重について

それぞれがかかえる問題点を提起し、

皆さんとともにその解決策を考えて

みたいと思っています。

一、、はまず私の専門としているサル

司 の問題から考えてみましょう。

現在宮島に生息しているニホンザ

ルは、 1962年に香川県小豆島から富

島へ人為的に移殖された群れの子孫

です。移殖の目的はサルが見知らぬ

土地で遊動域（サルの行動圏）をどの

ように拡げ定着するのかを知ること

をはじめ様＃な行動学的、生態学的

な研究とその成果を生かした文化的

観光事業にあったということです。

サルが放たれる地域は国の天然記念

物「弥山原始林」を含む特別名勝特別

史蹟に指定されているために、移殖

に際しではたいへんきびしい条件が

諜せられていました。 「植生に多大

な彬響を与えない程度の頭数に個体

書kをコントロールすること」と いう

のもその条件の 1つです。 したがっ

てg自では捕獲による個体数銅盤を

行っています。捕獲されたサルは営

利目的に利用されることなく 、えとiif.j

的利Fflに限定しその成果を現場にフ

ィー ドパ yクできるような システム

を孤立する必要があります。個体数

を人為的にコン トロールする一方で、

移舶のM的を遂行するためには聖子生

の生活を維持することが重要なポイ

ントになります。そのためには聖f獄

公苑を臼然教育の場、すなわち野外

博物館と規定することが大切だと考
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私 l昨年の 3月31日をも って、 36年あまりの動

ι 物園生活を終え退職しました。思い起せばい

ろいろな出来事が浮んできます。私が天王寺動物

園に臨時職員として採用されたのは、昭和31年11

月28日のことでした。同時に 3名が動物園に配属

されましたが、 1人は動物舎の暖房を担当する

ボイラー係に、 l人は飼育係員に、そ して、私は管

理係に配属ちれました。当時の管理係の仕事の内容

は、圏内の施設の補修、盤備、樹木の管理が中心

でしたが、繁忙期には、昼食時に入場券の販売の

応援もしなければならず、とても忙しい毎日でした。

約 3年間、管理係として勤めた後、昭和34年の

夏に上司から飼育係への配置転換の話があり、私

も一度動物の飼育を経！験したいと思っていたので、

とまどいもありましたが、飼育係への配置転換を

受けました。管理係として勤めた期間は短いも

のでしたが、覚えた仕事はその後の飼育係の仕事

にもたいへん役にたちました。

表ムが初めて担当した動物はハナジカ、 トカラ ウ
.. マ、ペ リカン、水禽類でした。当時はまだ、

動物の飼料は現在のように笠宮になく、水禽類の飼

料は大恨の葉にフスマと米ヌカを混ぜただけのもの

でした。 トカラウマの餌も切りワラにフスマと米

ヌカを混せfただけの粗末なものでした。先輩の話

では当H寺の餌

はそれでも、

ずいふ手ん良く

なったJJて＼
それ以前は飼

料の不足を補

うために荷車

を引いて中央

市場へ行き、

落ちている野

菜の屑を拾い

にf子ったそう

です。当時の

自I｛と現在の自l[

を比較して、

当II寺の動物遥

はよく粗食に

昭和36年頃、人工日南青のライオンと共に而すえ、生 きて

いた ものだと改めて感心させられます。

また、飼料のi豆鋼生も現在のような白動車はなく、

金輸の荷車を使っていました。闇路はまだ舗装さ

れていなかったので、雨の口にはぬかるみにめり

込んで、動かなくなり大変苦労したものです。ま

た、動物舎も開園当H寺からのものも多く残ってお
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り、老朽化していました。位式で人避け榔も太い

丸太でできていたため、飼育作業の合聞をみては、

人避け柵と猷舎の補修に追われる毎日でした。そ

んな古い動物舎の建て替え工事が昭ね］36年から始

まり、低王にから鉄格子のない無柵放養式の動物舎に

生まれ変っていきました。 昭和36年に完成したゴ

リラ舎を皮切りに次々と新しい動物舎が完成しま r「

した。開園50周年にあたる昭和40年には天王寺公 ノ
闘グランドの跡地を動物闘に編入し、カモシカ図

が新設されました。

沼刃年にはその北｛!llJにラクダ舎ができました。新

..I.£-しい動物舎ができると動物を移動させなけれ

ばなりません。当時は現在のシマウマ舎の位置にヒ

トコブラクダを 2頭飼育していました。新 しい動物

舎ができ、いよいよ動物の引っ越しとな りました

が、当時はラクダを入れるような大きな艇もなく、

ロープでつないで・移動させることになりました。

当悪手；E三三
旧ラクダ舎にて

先輩の飼育係が頭絡 （牛や喝などの移動や伎役

などの日キに用いる綱や皮製の閉具）を作り、ロー

プでつないで歩かそうとしましたが、園路までは

なんとか出たものの、 そこに座り込んだまま一歩

たりともまリjかなくな ってしまいました。そこて＼

しかたなく 戸板を作りその上にラクダを座らせロ

プでしばり、丸太のコロを使って引っ張ってい

きました。回路はまだ告ill装されていなかったので、

大変、苦労したことが思い出されます。

主主年の昭和42年にはフタコブラクダが1つがい

入国 してきました。 “ムサシ”と名付けたオスは

1歳半ぐらいで、良く慣れていたので、昔、牛に

引かせて圏内の散＊に使っていた車を改造して人

を釆せる尊を作り、 “ムサシ”にそれを引かせて

お客さんを乗せて園内を一周し、好評を博しました。

今では考えられないのどかな良き時代の忠い出です。

日刀杭14昨 8月からはカパの担当になりました。

口 当時のカパ舎にはオスの“フトシ”とメスの

H デブコ”の 2l'i.兵がいました。“デブコ”は昭和27年

に釆図したものの、昭和42年に新 しいカパ舎が完
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成した翌年の 1月31日にオスの”フ卜シ”が来園す

るまで、ず、っと 1頭で飼育されていました。姫路

動物園から釆因した“フトシ”は当時8歳で、 “デ

プコ”にとってはずいぶん若い失でしたが、すぐ

に妊娠し、 昭和44年 1月28日に第 l仔を出産しま

した。赤ちゃんはメスでしたが、初産のためか子

供の面倒をまったくみず、攻撃さえするという有

線でしたので、やむな く引き取り人工哨育する こ

とになりました。私の前任の担当者の必死の介護

にもかかわらず、惜しくも 2日目に死亡しました。

“デブコ”は出産後、 1か月半後に交尾し、私が

カパの担当になったその年の8月には、すでに妊

娠 5か月半になっていました。そこで、 9月に入

ると出産準備のため、雌まi主を分離し室内プールを

暗くしました。 “デプコ”は11月10日過ぎからは

落ち着きがなくなり、室内プ ルをグルグルと回る

ようになり、出産の 3目前には私が室内に入ると

攻撃してくるようになりました。出産が近いと判

断し、県1奪させないように最小限の給餌と清掃以

外は寝室内に入らないようにして、遠くから時々

カパの“デブコ”と赤ちゃん

観察するよ うにしま した。11月16日に清掃のため

に寝室に入ると、“デブコ”はこれまでより一段と

興奮し、私に攻撃してきました。これは出産に違

いないと直感し、外に出て窓越しに観察していた

ところ、午f愛2H寺ごろには、プールの中をみkしく
錫jいている検子でザワザワという水音が聞こえて

きました。そして、 1時間後にそっと寝室に入っ

たところ、出産直後で、母親の“デブコ”はまだ溶ち

着きがなく、プールの中をグルグル泳ぎま わって

いました。子f共がプールの端の方に呼吸のために

浮き上がったのを確認したので、私は母親を興奮

させないように、すぐに室外に出ました。 1時間

あまりして母親も落ち着いた様子なので、寝室に
-・r,. ~··’てみ~氏ii',,., -- I JI 品.！！.~ .j 
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‘＇ カパと共に

入ってみたところ、子供は母親の頗に体をあずけ、

落ち着いた様子なので、一安心しました。 そこで

改めて感激がこみあげてきました。私にとって大

型動物の出産は初めての経験でしたのでたいへん

感動したことを今でも思い出します。その赤ちゃ

んはオスで順調に成長し、当時、テレピのアニメ

番組でカパに似た姿で人気を集めていたキャラク

ターにちなんで、 “ムーミン”と名付けました。

その後、“デブコ”は昭和47年 8月24日に第 3仔

のメスを出産しました。子供が成長するにともな

い、収容スペースがな くなり、 “ムーミン”は翌

年の6月30日に出図させなければなりませんでした。

当図で初めて繁殖に成功したカパであり、私にと

ってはたいへん愛着のある“ムー ミン”でしたが、

無事にここまで育ち、無事に出固させることがで

きたことはとてもうれしいこ左でした。

私がカパを担当したのは約7年でその間”ムー

ミン”以後 2回の繁殖を経験しました。第 3仔

は“ナツゴ”と名付けこれも無事に育ち、今も当園

で元気に暮しています。私が担当したのは第 4仔

のオスまででしたが、その後も“デプコ”は順調に

繁殖し、昭和58年 1月11日に30年余りの生涯をと

じるまで合計81室し、 6頭を無事に育て上げまし

た。間育係にと ってどんな動物が死亡することも

悲しいこ とですが、とりわけ“デプコ”は私にとっ

て愛着の深い動物で‘したのでその別れはとてもつ

らいことでした。

日百和36年から9か年計画で建替えられた動物舎

H も年を重ねるにつれ補修では追いつかなくな

り、新しく建替えが必要になり、昭和53年に老朽化

の著しい小鳥舎の建替えの工事が日本宝くじ協会の

寄付により始まりました。新し くなった小鳥舎は、

電気暖房で出入口にはエアーカーテン を備えた立派

なものでしたが、 一部には不備な箇所がありました。

そこで、それ以後の動物舎の建替えにあたっては、

飼育担当者、 獣医師、管理職が集ってプロジェク

トチームをつくり、飼育担当者の意見を充分取り

入れ、動物の生態や智l生にあった、また飼育担当

者にと っても作業しやすい動物舎ができるように

なりました。そのようなプロジェク トチームによ

って建設された最初の動物舎が昭和田年に完成し

たコウノ卜リ舎でした。 以後、57年に磁禽舎、 59

年にはキ ジ舎、60年には夜行性動物舎、 61年には

サル ・ヒヒ舎、 62年にはネコ舎と鳥の楽園、 63年に

はヒョウ舎と次々に新しい動物舎が完成しました。

平成元年には姉妹都市のオース卜 ラリアのメ ルボ

ルン動物園から待望のコアラを迎えるためにコア

ラ舎が完成しています。その後も平成元年に レy

サーノfンダ舎、平成 2年にオオカミ舎、 昨年はチ

ンパンジー ・オランウータン舎が完成しています。

現在は開国80周年の完成をめざして、新しいIf~虫

類舎の建築計画をすすめています。

このように私が奉職したころの動物園とは較べ

ものにな りません。すばらし く変った動物園の姿

を見るにつけてたいへんうれ しく忠 うと共に、今

後の天王寺動物園のますますの発展をお祈りして

築をおきたいと思います。

（飼育説、前首席主任：山凹 茂）
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（宮）

コンドル（全長約120cm)
南アメリカのアンデス山脈の2000～3000m

の高山都に生息し、翼をひろげると 3mにも

なる、空を飛ぶ鳥の中では最大のものです。

（♀） 

ヒメコンドル（全長約70cm)
カナダ南部から商アメリカ南部

まで生息しています。空を飛びな

がら腐った死。をにおいで発見す

ることができるそうです。

予

ひとくちに鳥といっても種々友ります。晴乳動物にトラやクマ・

オオカミなど肉食のいわゆる猛匙がいるように鳥類にも肉食の猛禽
類がいます。今回は昨年の4月号で紹介できなかった当園で・展示し

ている猛禽をPartEとして紹ヂしましょう。
（織影：告本昌俊）

カラフ トフクロウ（全長約70cm)
フクロウの仲間では大きいほう

で1989年、当閣に日本で初めて大

阪市の姉妹都市であるロシア共和

国のサンクトぺテルブルク市 （当

時はレニングラード市）から来ま
した。

フクロウ（全長約50cm)
ヨーロツIf.中部からアジアにか

けて生息しており、日本では九州

以北に分布しています。低地から
霊高山帯まで、大木のあるところ

を好み、村落の宇土寺林にも住んで
います。

( 凶医

ワシミミズク（全長約70cm)
ユーラシア中部以南、北アメリ

カに分布し、日本では北海道に迷

行の記録があるだけでしたが、最
近、北海道の北部で繁殖している

可能性があることがわ力、り、調査

が行われることになっています。

シ口フクロウ（全長約60cm)（舌）
北傾圏のツンドラ地帯で繁殖し、

冬期に少し南ヘ移動するだけです
が、まれに北海道へも渡って来る

ことがあります。地上に巣を作り
ます。



女公園でよく見るハトは繁殖力の強い種なのて‘し

ょうか？また、よくみると黒っぽいの茶色っぽい

の白っぽいのといますが、どれも同じ科と思って

いいのでしょうか？

（大阪市 ：広川由美）

公園や私たちの身のまわりでよく見かけるハ ト

は一般にドバ ト・ イエパトと呼ばれています。ド

ノf卜のドはお寺のお堂、 つまり堂鳩がなまったも

のと言われています。

この卜‘パトは、北アフリカやヨー ロッパ南部、

中近東の岩壁のある海岸に生息しているカワラパ

卜を家禽化 したものが半里子生化したものです。

彼ら本来の繁殖力の強さに加えて、現在生活し

ている都会のビルの谷聞が、 もとも との生息環境

である岩場と大変似かよっているために想像以上

の数に増 えたと考えられます。

家禽として飼育されているハ 卜には、デンショ

ノ〈卜や鑑賞用、食肉用 として改良されたものを含

め500以上の品種があり、血統書までついているも

のまであります。 しかし、品種改良された結果、

体の大きさや羽の色に遠いがでてきただけで、こ

れらはすべて同 じ科、同 じ極の鳥であり、お－互い

に繁殖可能です。

何 らかの原因（例えば、レース中や飼育中の逃

走や飼育放棄）で半里子生化し、これらの品種が互

いに繁殖した結果、それぞれの品積の特徴が複雑

に混ざってあらわれています。

ですから、典型的なカワ ラノ川、の特 徴を待って、

いる灰色のハトも向いハ卜も茶色いハ卜もブチの

ハ トもすべてイエノ〈卜と言っていいでし ょう。

（飼育課 ：竹田正人）
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食 新しい62円切手はキジバトでしょうか？

（大阪市：広川由美）

62円切手のデザインは、おっしゃるようにキジ

バ 卜です。郵政省では、 3年計画で通常切手のデ

ザインを日本の自然をテーマに変更していくとの

ことです。昨年11月30日から62円切手以外に41円

切手がオシドリ、 72円切手がヤマガラに変更され

ています。 ここでは身近に児られるキジノf卜の説

明 をしましょう。

キジバ トは別名ヤマバ卜やノパトと呼ばれ、シ

ベリア西宮IIから中国 ・イン卜‘南部 ・ミャンマー ・

日本まで広範囲に分布しています， 日本では留鳥

として分布し、平地から山地の林に生息し、庭園

や公園などでも見られます。

本来、山地で繁殖し、冬に平地に降りできてい

ましたが、 1960年代から市街地で繁殖するものが

出始め、近年では都会の街路樹でも巣を作り繁殖

するようにな っています。生也上て、布直物質の食物qを

とることが多いですが、 4封J－.で、木の実を食べるこ

ともあります。

体の大きさは ドノf卜より一回り小さく、羽の色

は頭から胸 ・阪までがぶどう色を帯びた灰褐色で、

背中と爽の羽は黒く、茶色や灰色の縁どりがあり

ます。 また、頭の岡｛!!iiには黒と背灰色のうろこ模

機があります。

（飼育諜 ：竹田正人）

なきごえ29(4) . l 993 

勺

今月もおもしろ情報満載

ZO 

巣 材の柳の枝をおいてやります。今年も

4月にはかわいいヒナの姿がこ．覧いただ

けることでしょう。

2 /16.当園生まれのショウカ・ラゴのオス 1li兵を、
上野動物園へ寄贈し ました。

2 I 17. アカカンガルーの母親が急死したため、

そのおJIB:の袋のなかでミルクをのんでい

た赤ち．ゃんの人工哨育を開始しました。

2 I 18.第90田近畿地区動物園猷医師勉強会を当

図 で開催しました。

2 I 21.動物のお話とスライドの会の一環として、
「ノtードウォッチング」を．＼烏の楽闘”にで

開｛催しました。

2 I 22.ライオ ンのオス 1頭 （6か月齢） を繁殖を

目的として、福岡県の大牟田市動物園か

らおf昔り しま した。

2 I 23.ダチョウが今年はじめての卵を産みました。

仁互豆三illコ地説ーのためゴリラ洲見出したとの想定

で、 脱出猛猷捕獲訓練を実施しました。
〆 序ヲー‘』』 型車畢唖圃幅11'1.-；；！誌w予窃噂唖 Ll'I －、 ’＇’ 『司．『・匝，e司．． 陸宮司置冨t~ ~a\祝匹... 腎三宣車捗 r 

『本一E竃罵語能郡r,y-IJt 
守A ・・Iii~~司、ζ2・・・・~~

河導監；；ム．

この訓練（j:、級以の脱出とい う非常事態

に際し事故を未然に防ぎ、被害を:Ii}小Ill¥!
にとどめるために実施されているもので、

全職wが捕礎、工作、避難誘導、連絡な

どの役筈I］ を分担し 、 約30分で訓練は~！t司王
品冬了しました。

2 I 27.オオコノハズクの七l:Jl'fi7jljを内f見ま克を月れ、

て実b包しました。

カテレホンサービス： 771-9999
食お知らせ

・夜行性動物の話
日時： 4月18日（臼）午後1時～
場所：レクチヤールーム

・春の動物と花のフヱスティI~ル

期間： 4月25日～5月5日
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愛ある暮し、応援します；

近鉄百貨店

DEAR LIFE BOOKS 

生態・飼育・図鑑：~認さす
中川道朗 ・岩合徳光／監修
85変型判・オールカラ一
定価600円

動物園で暮らす機々を生き物達、

自然の中ではどんIJ:•tt; らしをし

ているのかワ 動物園での世話

の仕方は7 ＂＇』附lは9 (J:ど、

写真と精密イラストをまじえ紹

介します。

.・C'ヨ’E温Jlii温，~irl/i，届・売直，＇＂＂＇ョ，．圏・時！ll::JI<刈画面面

85変型判・オールカラー・各定価580円

むしく5結かた
n-111でみかける身近岳民!llたち

ル
』
↑
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お求めは、お近くの若手店で。 会ひかりのくに株式会社 本社／〒543＊阪市天王寺区上本町円 台06-768-1151代表

マ:as”の鷹：:i2::1・u
⑩ c ややや

〈営業品目〉 製造機械・保温機 他

生コーン・袋詰ポップコーン・原材料一式

（株）増田食品7包材結官可－？？

オートフォーカスカメラに

ヲ~拘ヲー

ピントが合いやすいフィルムです 蜘
………

m
w
g
g
g
 

・2
店悲劇
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動物の生態を描〈唯一の文学雑誌

｜動物文律， l
昭和九年平岩米吉によって創刊

本誌は生態研究を基礎として動物文献を収集整理する
ととも に 、 シ ー ト ン、ザ、ノレテン、パイコ フ等の諸作家

を紹介した本邦動物文学の母胎です。
〈研究 ・考証 ・記録・随筆 ・翻訳等を掲載〉

会費／年 1,500円 （切手72円 ・呈既刊号目次）

動
声L色

守一
4企、
:A' 物 文

干152 東京都目~－区自由が丘3-12-2 電話03(3717)1659・振替・東京5-9800

新作

群f「楽しい天王寺掛物園」
19分 （10本常備）

・対 象／保育園・幼稚園・小学校の先生

・費出期間／10日間

・貸出料／無料（但し郵送料480円は必要）

・申込先／当協会まで手紙かハガキで

お申込下さい。

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に・

~~明
f.• · .,, 

' /> 

~ － 11 オール力ラ－

500円 圏内売店にあります。

ヨアタテν;t，νカード（限定販売）

好評発売中￥800(50度用）

大阪市天王寺動物園協会 干543大阪市天王寺区茶臼山町6-74 H (06) 771-0201 



・医学実験用動物

・宣伝用、テレビ用、貸動物

動物ぬいく宇るみは
子供のゆかいなお友達
II川

有限会社 :;s：~号~ti
~547 大阪市平野区西脇4丁目 5番22号

(06) 704-8 5 8 0 

FAX : (06) 704-8 5 6 5 I づ

・原色世界雑類図鑑（34l重1枚もの）要郵便券250円

有限会社古 川 商 h匙

エヨミ

本社神戸市 中央区中山手通3丁目11番 4号 電話（078)2218195附

飼 育場 兵庫県小野市来住町15 1 3番地 I ) 

たのししい動物のお話ミは、
ガイドマシン（動物説明機）で、どうぞゲ

圏内、主要動物舎
30数カ所にあります

関西特機株式会社

電話 06-762-2333

1回 20円

．，． 

圏内でのお写真は・・－
動物園協会指定写真部ヘご用命下さいグ

カラー写真キャビネ1枚 500円
Hi影無料にてキャピネl枚 をサービスさせて戴きます。

慌l~~予約も受付 しておりますのでご連絡下さい。

。随時係員 が 待機 して

おりますのでご3見明
にf司いました防fは、
よろしくお願しミ致し

ます。

園際航空写真株式会社

T E L 06-856-7444 
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l揺りたτミルタのお.，'lきが、生きτvる。

希望小売価格 130g／書120円 250g／書220円（税別） HIJIRl-KOJIMA 

。圏内 3ヶ所（南園高架下・北圏

中央デッキ北側・北園高架下）に

各種主のりものとがあ ります。

久竹娯楽株式会社
TEL (06)541-3938（代）
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