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海
辺
に
で
き
る
リ
ッ
プ
カ
レ
ン
ト
を

見
分
け
よ
う
。

リ
ッ
プ
カ
レ
ン
ト
は
、
大
き
く
２

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
沿

岸
流
と
離
岸
流
で
す
。
ど
ち
ら
も
波

に
よ
っ
て
で
き
る
海
水
の
流
れ
で
あ

り
、
２
つ
の
流
れ
は
密
接
な
関
係
に

あ
り
ま
す
。
波
に
よ
り
打
ち
寄
せ
ら

れ
て
き
た
海
水
が
、
岸
に
対
し
て
平

行
（
横
方
向
）
に
押
し
流
さ
れ
る
こ

と
を
沿
岸
流
と
呼
び
、
そ
の
海
水
が
、

海
底
の
低
い
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
今
度

は
沖
に
流
れ
て
い
く
こ
と
を
離
岸
流

と
呼
び
ま
す
。

沿
岸
流
は
岸
寄
り
に
発
生
し
、
離

岸
流
と
な
り
沖
に
流
れ
る
わ
け
で
す

が
、
危
険
な
の
は
こ
の
離
岸
流
に
流

さ
れ
、
溺
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。

離
岸
流
は
、
流
れ
の
幅
が
数
〜
40

ｍ
、
距
離
が
岸
か
ら
３
０
０
〜
５
０

０
ｍ
く
ら
い
に
達
す
る
も
の
、
そ
し

て
流
速
は
速
い
も
の
で
毎
秒
1
ｍ
以

上
と
な
り
ま
す
。

離
岸
流
は
、
海
底
が
砂
地
の
と
こ

ろ
で
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
両
側

よ
り
深
く
な
っ
て
い
る
個
所
が
多

く
、
水
深
０
・
５
ｍ
く
ら
い
の
と
こ

ろ
で
も
、
流
れ
に
よ
っ
て
砂
が
削
り

取
ら
れ
、
１
〜
１
・
５
ｍ
ほ
ど
の
深

さ
に
な
る
場
所
も
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
で
は
、
水
深
０
・
５
〜
１

ｍ
ほ
ど
の
場
所
で
、
浮
き
輪
で
遊
ん

で
い
る
最
中
に
離
岸
流
に
入
っ
て
し

ま
う
場
合
が
多
く
、
足
が
届
か
ず
慌

て
て
し
ま
い
、
呼
吸
の
タ
イ
ミ
ン
グ

を
外
し
て
海
水
を
飲
み
、
パ
ニ
ッ
ク

を
起
こ
し
溺
れ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。

大
人
で
泳
力
に
自
信
の
あ
る
人
で

も
、
離
岸
流
に
対
す
る
知
識
が
な
い

場
合
、
流
さ
れ
る
と
慌
て
て
し
ま
い

岸
に
向
か
っ
て
泳
ご
う
と
し
、
泳
ぎ

疲
れ
て
溺
れ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。

ど
う
見
き
わ
め
る
か
？

①
周
囲
よ
り
水
深
が
あ
っ
て
波
が
あ

ま
り
立
た
ず
、
ザ
ワ
ザ
ワ
し
た
流
れ

が
あ
る
、
②
ゴ
ミ
や
波
の
泡
が
沖
へ

流
れ
て
い
く
、
③
離
岸
流
の
両
側
が

波
立
っ
て
い
る
、
な
ど
の
場
所
へ
は

近
づ
か
な
い
こ
と
が
賢
明
で
す
。

離
岸
流
を
知
識
と
し
て
理
解
し
て

い
て
も
、
実
際
に
海
で
見
き
わ
め
る

こ
と
は
経
験
が
な
い
と
難
し
い
の

で
、
地
元
の
漁
民
や
住
民
に
た
ず
ね

る
こ
と
が
最
良
で
す
。

も
し
離
岸
流
に

つ
か
ま
っ
て
し
ま
っ
た
ら
。

・
慌
て
ず
に
、
流
れ
に
対
し
て
横
方

向
へ
泳
ぐ
。
決
し
て
、
流
れ
に
逆
ら

っ
て
泳
が
な
い
こ
と
。

・
ま
た
は
流
れ
に
対
し
て
45
度
の
角

度
で
泳
ぐ
こ
と
。

離
岸
流
の
規
模
が
大
き
く
、
流
れ

の
方
向
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
岸

に
対
し
て
横
方
向
へ
泳
い
で
見
る
こ

と
で
す
。
ま
た
、
流
れ
が
速
い
場
合

は
、
無
理
を
せ
ず
流
れ
が
遅
く
な
る

場
所
ま
で
行
き
、
岸
に
戻
る
の
も
よ

い
方
法
で
す
。

Part 2

海

水
の
流
れ
か
ら
身
を
守
る
基
礎
講
座
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事
故
事
例
か
ら
学
ぶ
こ
と
。

１
９
８
９
年
10
月
北
ア
ル
プ
ス
・

立
山
で
８
人
が
、
２
０
０
２
年
７
月

北
海
道
・
大
雪
山
系
ト
ム
ラ
ウ
シ
で

２
人
が
、
低
体
温
症
に
よ
り
死
亡
し

ま
し
た
。
季
節
が
違
う
も
の
の
、
２

つ
の
事
例
に
は
共
通
点
が
あ
り
ま

す
。
ど
ち
ら
も
台
風
が
近
づ
い
て
い

て
、
当
日
は
大
荒
れ
の
天
気
予
報
。

し
か
し
、
出
発
時
点
の
早
朝
は
晴
れ

た
り
、
雨
や
風
が
お
さ
ま
っ
た
り
し

て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
天
候
が
急
変
、
グ
ル
ー
プ

が
バ
ラ
バ
ラ
に
。
そ
れ
で
も
引
き
返

す
こ
と
は
な
く
、
道
を
間
違
え
、
風

雨
・
風
雪
の
中
で
立
ち
す
く
み
、
犠

牲
者
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
遭

難
が
教
え
て
く
れ
た
一
番
重
要
な
こ

と
、
そ
れ
は
、

①
悪
天
の
予
報
の
と
き
は
、
一
時
的

に
天
気
が
よ
く
て
も
出
発
し
な
い
。

②
も
し
悪
天
に
な
っ
た
ら
計
画
を
あ

き
ら
め
、
す
ぐ
引
き
返
す
か
、
安
全

な
と
こ
ろ
に
避
難
す
る
。

こ
れ
ら
が
守
ら
れ
た
上
で
は
じ
め

て
、
低
体
温
症
の
話
に
進
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。

夏
山
で
も〝
凍
死
〞す
る
。

低
体
温
症
と
は
寒
冷
に
さ
ら
さ

れ
、
体
温
（
コ
ア
温
度
・
図
１
参
照
）

が
35
℃
以
下
に
な
っ
た
状
態
を
指
し

ま
す
。

山
で
低
体
温
症
に
陥
り
や
す
い
自

然
要
因
と
し
て
、
寒
冷
・
風
・
雨
・

高
所
に
お
け
る
低
酸
素
が
、
ま
た
、

登
山
者
側
の
要
因
と
し
て
は
、
不
適

切
な
衣
類
・
装
備
・
疲
労
困
憊
・
飲

酒
・
外
傷
な
ど
が
あ
げ
ら
ま
す
。
こ

れ
ら
が
重
な
る
と
、
日
本
の
夏
山
で

も
凍
死
し
ま
す
。
山
で
の
低
体
温
症

の
３
大
誘
因
は
寒
冷
と
水
（
雨
・

雪
・
汗
）
と
風
、
こ
れ
を
忘
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

低
体
温
症
は
早
期
発
見
、
早
期
処

置
が
大
切
で
す
。
ひ
と
た
び
低
体
温

症
に
な
る
と
、
症
状
は
急
速
に
悪
化

す
る
か
ら
で
す
。
天
候
が
悪

い
場
合
、
出
発
後
５
〜
６
時

間
で
低
体
温
症
に
な
り
、
天

候
が
絶
悪
で
防
寒
具
が
不
十

分
で
あ
れ
ば
１
〜
２
時
間
後

で
も
か
か
り
ま
す
。
低
体
温

症
の
症
状
が
表
れ
て
か
ら
、

約
３
時
間
後
に
は
死
が
待
ち

受
け
て
い
ま
す
。

最
初
の
症
状
と
し
て
は
全

身
的
に
衰
弱
し
、
か
な
り
の

疲
労
感
が
た
だ
よ
い
、
歩
行

が
緩
慢
と
な
り
ま
す
。
低
体

温
症
に
な
る
と
体
を
動
か
す

の
に
、
も
の
す
ご
く
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
す
。
低
体
温
症
で
安
静
に
し
て
い

て
も
、
正
常
の
体
温
で
早
歩
き
し
て

い
る
の
と
同
じ
く
ら
い
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
必
要
で
す
。
精
神
的
に
は
周
囲

に
無
関
心
と
な
り
、
記
憶
力
が
低
下

し
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
症
状
は
も

ち
ろ
ん
単
な
る
疲
労
や
高
度
障
害
で

も
起
き
得
ま
す
が
、
低
体
温
症
で
は

な
い
か
と
疑
う
こ
と
も
大
切
。
低
体

温
症
に
す
で
に
な
っ
て
い
る
と
き

低
体
温
症
か
ら
あ
な
た
と
仲
間
を
守
る
に
は
。

s事故を報じる新聞記事
（左：朝日新聞1989/10/9夕刊、
右：読売新聞2002/7/13夕刊）

●表1 温度と症状

35℃ 最大の震え　判断力の低下

34℃ 健忘　口ごもり

33℃ 運動失調　意識の低下

32℃ 震え消失　精神活動の変調

31℃ 血圧測定不能

30℃ 心房での不整脈　筋硬直

29℃ 瞳孔散大　心拍数・呼吸数の減少

28℃ 心拍数半分に　心室細動

27℃ アキレス腱反射　死人様　心停止

軽
症

重
症

こ
ん
ぱ
い
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に
、
ほ
か
の
原
因
（
睡
眠
不
足
や
風

邪
気
味
）
の
せ
い
だ
と
思
い
込
ま
な

い
こ
と
で
す
。

胴
体
に
触
っ
て
み
て
、
冷
た
く
な

い
か
確
認
す
る
の
も
参
考
に
な
り
ま

す
。
震
え
て
い
る
と
き
、
そ
れ
を
意

識
的
に
止
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

ま
だ
軽
い
方
で
す
。
震
え
を
止
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
、
筋
肉
を
ス
ム
ー

ズ
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
さ

ら
に
眠
く
な
っ
て
き
た
と
な
る
と
、

低
体
温
症
が
す
す
ん
で
き
て
い
る
こ

と
の
証
拠
で
す
。

重
症
に
な
る
と
震
え
が
消
失
し
ま

す
。
こ
う
な
る
と
体
温
は
下
が
る
一

方
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
立
て
な

く
な
り
ま
す
。
錯
乱
状
態
に
な
っ
た

り
、
意
識
が
低
下
し
て
く
る
場
合
は

死
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
ら
な

い
う
ち
に
、
低
体
温
症
で
あ
る
こ
と

に
気
が
つ
い
て
確
実
な
処
置
を
す
べ

き
で
す
。（
表
１
）低

体
温
症
を

予
防
す
る
に
は
。

前
述
の
３
大
誘

因
か
ら
身
を
守
る
こ

と
が
予
防
に
つ
な
が

り
ま
す
。
そ
れ
に
は

ま
ず
避
難
で
す
。
岩

の
陰
に
隠
れ
た
り
、

ツ
ェ
ル
ト
（
非
常
用

簡
易
小
型
テ
ン
ト
）

を
張
っ
た
り
、
小
屋

に
入
っ
た
り
し
て
風

雨
か
ら
身
を
守
り
ま

す
。
次
に
着
替
え
。

濡
れ
て
い
る
物
を
乾
か
し
た
り
、
着

替
え
ま
す
。（
表
２
）

最
後
に
、
こ
だ
わ
り
を
捨
て
ま
し

ょ
う
。「
遠
く
か
ら
高
い
お
金
を
か
け

て
き
た
の
だ
か
ら
、
少
々
の
悪
天
で

も
頂
上
に
行
く
ぞ
」
と
い
う
無
理
が
、

恐
ろ
し
い
結
果
を
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
勇
気
あ
る
撤
退
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

も
し
低
体
温
症
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
。

ま
ず
保
温
に
よ
り
体
温
の
喪
失
を

防
ぎ
ま
す
。
予
防
の
と
こ
ろ
で
述
べ

た
避
難
と
着
替
え
、
そ
し
て
身
体
を

何
重
に
も
く
る
み
ま
す
（
低
体
温
ラ

ッ
プ
・
表
３
）。
次
に
加
温
。
温
か
い

も
の
を
口
に
入
れ
て
、
体
の
芯
（
コ

ア
）
か
ら
体
を
温
め
ま
す
。
ス
ト
ー

ブ
・
入
浴
な
ど
で
、
体
表
面
か
ら
直

接
温
め
て
も
い
い
の
は
軽
症
の
場
合

の
み
で
、
重
症
に
な
る
と
シ
ョ
ッ
ク

を
起
こ
す
危
険
が
あ
り
禁
止
で
す
。

重
症
患
者
が
自
ら
動
か
な
い
よ
う
に

注
意
し
、
救
助
者
も
丁
寧
な
扱
い
を

心
に
留
め
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

動
か
し
た
り
、
乱
暴
に
扱
う
と
命
に

か
か
わ
る
不
整
脈
を
起
こ
し
ま
す
。

心
停
止
の
場
合
は
体
の
温
度
が
正
常

に
戻
る
ま
で
一
次
救
命
処
置
を
中
止

し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
死
人
の
よ
う

に
見
え
て
い
て
も
、
生
き
返
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

低
体
温
症
に
関
す
る
誤
解
に
「
体

を
動
か
せ
ば
、
体
は
暖
ま
る
」
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
身
体
を
動
か

し
て
も
体
内
で
産
生
で
き
る
熱
量
に

は
限
度
が
あ
り
、
重
症
の
場
合
は
不

整
脈
を
起
こ
し
ま
す
。
ま
た
、
ア
ル

コ
ー
ル
は
体
温
を
上
げ
よ
う
と
す
る

震
え
を
止
め
、
血
管
を
広
げ
、
体
の

熱
が
よ
り
多
く
失
わ
れ
ま
す
。「
気
つ

け
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
少
々
飲
ま
せ

る
」
と
い
う
行
為
は
、
低
体
温
症
で

は
禁
止
で
す
。

低
体
温
症
に
対
し
て
は
、
現
場
で

の
治
療
に
は
限
界
が
あ
り
、
何
よ
り

も
予
防
が
第
一
で
す
。

コア�

シェル�

脳�

肺�
心臓�

s図１　人体の温度分布は、
シェル（皮膚表面・筋肉）と、
コア（身体内部の重要な臓器）
に容積が二分される。シェル
は外環境の温度に合わせて自
身の温度を調節し、コア温度
を一定範囲に維持している。

●表3 「低体温ラップ」

●表2 低体温症・予防のための5カ条
①衣類……着替えやすい服装、汗を逃がしてく

れる素材、雨具は必携。

②水分……温かい飲料を意識的にとる。

③栄養……こまめにキャンディー・ビスケット
など（糖質）をとる

④避難……雨風を避ける。

⑤早期発見……低体温症の可能性を常に留意する。

一番下には……濡れていない化繊の下着を着る。

その上には……毛やフリースの衣類を着る。

その上を……シュラフや毛布でくるみ､

一番上を……断熱パッドやエマージェンシーブ
ランケットで覆う。

船木上総（ふなきかずさ）

医療法人平成醫塾
苫小牧東病院理事・副院長

大学生のとき､ヨーロッパアルプスのモンブ
ランで28度の低体温症となった経験を持
つ。1989年、苫小牧東病院を開業し、地域
医療に貢献する傍ら、低体温症の啓発に努
めている。
〈参考文献〉
『凍る体低体温症の恐怖』（船木上総・著／山と溪谷社）、『ド
キュメント気象遭難』（羽根田治・著／山と溪谷社）
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夏
か
ら
秋
は
ク
マ
に
と
っ
て

ど
う
い
う
期
間
な
の
か
。

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
の
遭
遇
に
よ
る

事
故
で
は
過
去
25
年
間
に
20
人
が
死

亡
し
て
お
り
、
初
夏
と
秋
に
事
故
発

生
件
数
の
ピ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。
春

か
ら
初
夏
に
か
け
て
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ

マ
は
、
山
菜
や
タ
ケ
ノ
コ
を
食
べ
る

の
に
夢
中
で
す
。
人
間
に
と
っ
て
も

山
菜
、
タ
ケ
ノ
コ
採
り
の
季
節
。
沢

や
サ
サ
ヤ
ブ
は
見
通
し
が
悪
く
、
沢

の
流
水
音
な
ど
で
ク
マ
も
人
も
お
互

い
の
存
在
に
か
な
り
接
近
す
る
ま
で

気
づ
か
ず
、
出
合
い
頭
の
事
故
が
起

こ
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
雨
の
日
も

音
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
り
、
視
野
が

狭
く
な
り
危
険
で
す
。

ま
た
、
秋
は
食
べ
物
へ
の
執
着
か

ら
、
接
近
す
る
者
を
排
除
す
る
行
動

に
出
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
10
月
は
出

産
と
越
冬
の
た
め
に
、
最
も
食
べ
る

時
期
で
堅
果
類
（
ク
リ
、
コ
ナ
ラ
、

ミ
ズ
ナ
ラ
、
ブ
ナ
な
ど
）
が
不
作
で

あ
る
と
行
動
圏
を
広
げ
て
採
食
し
よ

う
と
す
る
の
で
、
２
０
０
４
年
の
日

本
海
側
で
の
出
没
の
よ
う
に
里
に
拡

散
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ヒ
グ
マ
と
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
植
物
食
型
の
雑

食
性
、
ヒ
グ
マ
肉
食
型
の
雑
食
性
で

す
。
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
樹
上
で
の
採

食
が
得
意
な
一
方
、
前
腕
の
発
達
し

た
ヒ
グ
マ
は
、
地
上
、
地
下
か
ら
の

採
食
に
適
し
、
肉
食
の
傾
向
も
強
い

動
物
で
す
。
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
基
本

的
に
逃
走
に
よ
っ
て
防
御
し
ま
す

が
、
ヒ
グ
マ
は
闘
争
も
加
わ
り
ま
す
。

ク
マ
と
の
不
幸
な
事
故
を

避
け
る
た
め
に

ク
マ
を
見
つ
け
て
も
、
双
眼
鏡
で

な
が
め
る
程
度
の
距
離
を
保
つ
こ
と

が
大
切
で
す
。
ま
た
、
ク
マ
に
合
い

た
く
な
い
場
合
は
、
ク
マ
よ
け
の
鈴

を
さ
げ
、
ク
マ
が
活
発
に
活
動
す
る

早
朝
、
夕
方
を
避
け
て
行
動
す
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

万
一
、
至
近
距
離
で
ク
マ
と
対
面

し
て
も
、
背
中
を
見
せ
て
走
っ
た
り

せ
ず
、
静
か
に
あ
と
ず
さ
り
し
ま
す
。

ク
マ
撃
退
ス
プ
レ
ー
は
、
効
果
は
あ

り
ま
す
が
、
有
効
射
程
が
短
い
の
で

過
信
し
な
い
こ
と
で
す
。
ま
た
、
登

山
、
キ
ャ
ン
プ
な
ど
で
は
、
食
料
の

管
理
は
徹
底
し
、
生
ゴ
ミ
は
決
し
て

埋
め
た
り
せ
ず
、
持
ち
帰
る
こ
と
。

そ
の
後
の
事
故
を
引
き
起
こ
さ
な
い

た
め
に
も
必
ず
守
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

クマの生活とトラブル回避法�
クマの生活� 特に注意すること�

冬眠から目覚める。�
落ちているドングリや、ブナ
の若葉、花、山菜などを食
べる。�

ゼンマイのある中標高の
沢に入らない。�
子グマを見つけても必ず
近くに母グマがいるので、
近づかないこと。�

繁殖期。１才半の子は自
立。クマたちは沢で、初夏
は山菜、タケノコ、6月から
はセリ科の植物などを食
べる。キイチゴ、アリ、ハチ
なども食べる。�

水分が多く葉が厚い植物
がしげる湿気った沢に入ら
ない。�
糞や倒れた草、根元のか
じられた植物を見つけたら
退避する。�

越冬に備えて脂肪を蓄え
る。木に登り、クリ、ドングリ
などを食べる。マタタビ、ミ
ズキ、ヤマブドウなども好物。�

クリ園、リンゴ園の周辺、
庭のカキの木にも注意!�
糞、枝を折る音、落ちてい
る食べかすが手がかりに
なる。�

木の洞、倒木や根上がり
がつくる穴、土穴、岩穴、
などで越冬する。越冬期
間は北国ほど長い。�
メスは越冬中に出産。�

越冬穴探しは非常に危険！
クマ棚などのフィールドサ
イン探しにとどめる。�

その他：庭の残飯捨てのコンポストの管理にも注意が必要。�
※季節は地方によってズレがあります。�

３
月
〜
５
月�

６
月
〜
８
月�

９
月
〜
12
月�

11
月
〜
４
月�

米田一彦（まいたかずひこ）

日本ツキノワグマ研究所理事長

1948年青森県生まれ。秋田県立鳥獣
保護センター、秋田県生活環境部自
然保護課での勤務を経た後、1989年
広島県にて日本ツキノワグマ研究所
を設立。
＜参考文献＞
「山でクマに会う方法」（米田一彦・
著／山と溪谷社）ほか。
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/kmaita/

1996年初夏　若いメスグマ

クマとのトラブルを�
回避する�
クマとのトラブルを�
回避する�




