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—表紙説明— 

 

■オシドリ 

英名：Mandarin Duck 

学名：Aix galericulata 

 

 東アジア一帯に広く分布しており、日本では、

繁殖期である夏季に北海道や本州の北の方に生息

し、冬季になると西日本より南に移動して越冬を

します。オスは体長約 45 ㎝、メスは体長約 41

㎝、繁殖期になるとオスは、体の部位ごとに色が

変わり、橙赤色や緑色、紫色などの派手な飾り羽

になります。特に、三列風切にある橙色の銀杏羽

(イチョウ羽)が特徴的です。繁殖期以外の季節に

はメスと同じ全身が地味な灰褐色に変わります

[エクリプス：非繁殖羽]。その時には、メスは黒

色、オスは赤色の嘴で見分けることができます。

また、繁殖期にオスがメスにピッタリ寄り添う姿

から、「オシドリ夫婦」という言葉の由来ともな

っています。 

  

（写真：横手 凱・文：村上 ひなの） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

～11月 3日 計量の日イベント～ 

～12月 2日 ピース誕生会～ 

 

～12月 23日 クリスマスイベント～ 

～1月 2日 お正月イベント～ 

【毎月のガイド】 
・毎日「ペンギンのお食事タイム」         ・毎日曜日「ZOO タイム 1130」 

・毎土・日曜日・祝日「ヒポヒポランチ」（有料）   ・第３火曜日「園内まったりお散歩」 

・毎土・日曜日・祝日「ゾウ様のブランチ」（有料）  ・第 2土曜日・第 4 日曜日 

・毎日曜日「キリンの瞳に大接近」（有料）          「ボランティアガイド」 

＊有料ガイドのチケット販売は管理事務所で行っています。 

＊動物の体調や天候により中止することがあります。詳しくは当園 HPをご覧ください。 

 

ホッキョクグマのピースが２４歳を

迎えました！今年も果物いっぱいの

氷のケーキと多くの来園者の方にお

祝いしていただきました！これから

のピースもよろしくお願いします♪ 

今回はカバにクリスマスケーキをプ

レゼントしました。おからで土台を

作って、野菜や果物を来園者の方に

飾っていただきました。大きな口を

あけて豪快に食べていました！ 

今年もカレンダーと干支マスコット

をプレゼントしました！多くの方に

お越しいただき、新年にふさわしい

１日となりました。本年もとべ動物

園をよろしくお願いいたします！ 

１１月は計量強化月間ということ

で、今回はブタオザルの「しんのす

け」の体重と、カバが１日に食べる

乾草の量をあてるクイズを行いまし

た。みんなわかったかな？ 
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出産報告 

元気に大きく 

育ってね♪ 

12 月 ３日 ラマ( 1) 

 ラマのタイヤキ( )から新たな

命が誕生し、ライミと名付けら

れました！ぴょんぴょんと獣舎

内を走り回る姿がとてもかわい

らしいです♪ 

死亡報告 
11 月 15日 モルモット( 1) 

11 月 23日 コリデール( 1) 

12 月 10日 ショウガラゴ( 1) 

12 月 23日 ムササビ( 1) 

 1 月 22 日 ハクビシン( 1) 

 1 月 2６日 ウミネコ( 1) 

ありがとう、 
やすらかに… 

コリデールのスミレ( )が

亡くなりました。子育てが

じょうずなお母さんでし

た。子だくさんの母親とし

て活躍してくれました。天

国でも穏やかに過ごしてほ

しいと思います。 

それぞれの寒い季節のすごしかた  

みなさんは寒い日にはどう過ごしていますか？ 

暖かい日はひなたぼっこ♪ 
冬の装いに 

  衣替え！ 

寒い日は身を寄せ合って♪ 
寒さなんて 

へっちゃら派たち！ 



 

 

 

 

 

 

とべ動物園では、愛媛県と協力して野生でケガを

したり、病気になったりした動物を保護し、治療し

て再び野生に帰すはたらきをしています。そんな中、

この 1 年間で印象に残った２頭を紹介します。 

 

【ケース１：歩けないミゾゴイ】 

「動けないようだ」と運ばれてきたミゾゴイです。

ミゾゴイは主に森の中で生息しており、警戒心が強

くなかなか人前に出てくることのない珍しい鳥です。 

目立った傷や骨折はありませんでしたが、自力で

立ち上がることはおろか、座ることもできない状態

でした。症状からみて

背骨に異常があるので

はないかと考えました。

単純な骨折などであれ

ば手術ができますが、

背骨の異常であれば治

療は難しいです。とい

うことで、まずはたくさん食べて体力をつけること、

様子を見ながら足を動かすリハビリテーションをす

ることとしました。 

 野生のミゾゴイが食べるエサはミミズなどの土の

中にいる虫なので、毎日せっせと園内のミミズや幼

虫を探し歩きました。リ

ハビリは、タオルで吊る

して体を支えながら一緒

に歩きました。1 週間ほ

どすると踏み出す足に力

が入り、座る姿勢を保て

るようになりました。リハビリを２週間続けた結果、

自力で立つまでに回復しました。正直ここまで回復

するとは思っておらず、野生の回復力にとても驚か

されました。結局、このミゾゴイは別の病気になり

死んでしまいましたが、警戒心が強く人の気配がす

るだけでも大きなストレスだっただろうミゾゴイが、

人が差し出すピンセットからミミズを食べ、よく毎

日リハビリを頑張ってくれたなと思いました。 

 

 

 

 

 

 

【ケース 2：前歯が折れていたムササビ】 

「屋根うらから落ちてきた」と運ばれてきたムサ

サビです。推定２か月齢前後で、片方の前歯が折れ

ているようでした。ムササビの授乳期間は約３か月

なので、１か月ほどミルクを与えることになりまし

た。ミルクは４時間に１回、朝も夜も関係なく飲ま

せます。経験上、ムササビを人が育てる時は、育て

る人を１人に固定

した方が病気にな

りにくく、生存率

が上がるため離乳

するまでの１か月

間はつきっきりで

育てました。個体

によってはミルクをいやがったり、下痢をしやすか

ったりするのですが、あまりトラブルなくとても順

調に育ちました。前歯が折れているため固形物を食

べられるのかと心配していましたが、巣箱の中から

りんごをシャリシャリ食べる音や、どんぐりの殻を

割っているような音がした時は「これなら野生でも

生きていけそうだ」と喜びました。保護当時は 250

ｇだった体重もこの原稿を書いているときには 800

ｇになり、野生に帰せる日も近そうです。 

 

2023 年のうちに保護した動物は野鳥が 16 件、ほ

乳類が５件でした。このうち野生に帰せたのが７件

です。保護されてくる動物はケガをして数日経ち弱

っているものや巣から落ちてしまった丸はだかのヒ

ナなどが多く、これらの命をつなぎとめることは簡

単ではありません。また、このような弱い立場の動

物は、他の動物に食べられることで生態系の一部と

なり命をつないでいるため、人がむやみに介入せず

見守ることも大切だと思っています。これからも、

自然界の厳しさを理解したうえで、それでも生きよ

うとする野生動物のたくましさを受け入れ、自分に

できる精一杯のことをしていきたいです。 

（獣医師 出野 萌子） 
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☆トラ達の１日☆ 

 現在、とべ動物園ではダイ（♂）、オウガ（♂）、

ホワイトタイガーのソソノ（♀）という３頭のトラ

を飼育しています。３頭とも高齢になりつつあり、

今は何よりも彼らが最後まで幸せに生活できること

を念頭に置いて飼育に取り組んでいます。 

まずは当園のトラ

と担当者がどのよう

なスケジュールで生

活しているかご紹介

します。担当者が朝

一番にすることは、

あいさつです。トラ

は単独行動をする動

物なので３頭は別々の寝室で管理していますが、そ

れぞれに声をかけながら、動きは正常かな？吐き戻

しや出血跡はないかな？といった具合に健康状態を

確認しつつ、あいさつをして回ります。 

次に放飼作業に入ります。放飼とは簡単に言うと

運動場に移動させることです。ですが、当園の運動

場は１つしかないので、外に１頭出して、残りの２

頭は二部屋ある室内展示場に移動させます。その後

は外と中をローテーションさせています。 

担当者が放飼作業に入るとトラたちはそれぞれ違

った行動をします。

ダイは、早く出たく

てソワソワ・ウロウ

ロします。オウガは

通路を覗き込み、出

るのをためらいます。

ソソノは寝室の奥か

らこちらを睨んで担当者の私がいなくなるのを待ち

ます。それぞれのタイミングで室内展示室や運動場

へと出ていきます。室内展示場に出ると室内をウロ

ウロして匂いを嗅ぎ、情報収集をします。その後は

室内にオシッコでマーキングをします。ネコ科動物

によく見られるスプレー状のオシッコです。かなり

の飛距離があるので多くの動物園ではオシッコをか

けられないために注意喚起の看板を設置しています。 

さて、散歩中の犬のようにオシッコで室内を自分

臭に変えていったらようやく一息つきます。次は展

示場内にある丸太で爪とぎをし、本人（本トラ）だ

けが隠れているつもりの「頭隠して尻隠さず」状態

でお昼寝へと入ります。 

一方、外に出たトラも、広い運動場を何周もして

マーキング、これまたオシッコ作業です。とはいえ、

運動場は広いしマーキングしたい場所もたくさんあ

ります。精一杯絞り出して尻尾をあげてもオシッコ

が出なくなって、それで 

もウロウロしてマーキン 

グに励みます。その後、 

大木で爪とぎ、決まった 

場所でグルグル回ってウ 

ンチ、夏場はプールへと、 

運動場では色んな行動が 

観察できます。が、それも外に出て約 40 分間のこ

と。その後は、寝たり毛づくろいしたりと、まった

りと過ごします。１時間～１時間半おきにまたウロ

ウロしますが、やっぱり大半寝ていますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなトラ達も夕方になってくるとソワソワし始

めます。寝室の中でおいしいご飯が待っているから

です。３頭とも帰りはすんなりと帰って来るのです

が、帰ってからまたばらばらの行動です。直ぐに食

べずお肉を寝かせて食べるのがダイ、ササッと食べ

てしまうのはオウガ、しばらく抱え込んでから食べ

るソソノとそれぞれのアフターを過ごします。個性

豊かな初老の３頭がこれからも健康でまったりと過

ごせるように工夫して飼育していきたいと思います。   

 

（山﨑 洋介） 

６ 

マーキング 

朝のあいさつ 

隠れているつもり 

リラックスしてゴロゴロ 



 

 

 

 

 

 

さて、いよいよ最終回を迎えました。とっくに松

はとれましたが、新年明けて最初の号ということで、

「初天神
はつてんじん

」をご紹介します。落語に詳しい方は「初

天神？動物出てくる？飴と団子と凧の噺
はなし

じゃない

の？」と疑問に思われたかも。いえいえ、あれが出

てくるんです、がぶがぶッとかじるやつが…。 

 

【初天神】 

落語に出てくる子どもは良く言えば賢くて可愛い、

悪く言えばこまっしゃくれています。お父さんを手

玉に取ってお小遣い稼ぎをする「真田
さ な だ

小僧
こ ぞ う

」や、自

分をだました和尚さんに見事にいっぱい食わせる

「転失
て ん し

気
き

」の珍
ちん

念
ねん

さんなど…。その中でも特に憎め

ないのが「初天神」の金坊
きんぼう

ではないでしょうか（あ

くまで個人の見解ですけど）。 

さて、「初天神」では、父親が天神様にお参りに

行こうとしている時にタイミングよく帰ってきた息

子の金坊、一緒に行きたいと駄々をこねますが、

「おねだりばっかりするからだめだ」と断られます。

「絶対あれ買ってこれ買って

なんて言わないから !!男と男

の約束だよぉ!!」と固く約束

して一緒に出かけることに成

功します。天神様に向かう

道々父親は「約束破ったら川

に放り込んじゃうぞ」と金坊

を脅します。しかし敵もサル

ものひっかくもの「大丈夫、

あたい泳げるもん」と平気で

す。怖がらせようとした父親が「ダメだよ、川の中

には河童
か っ ぱ

がいてお前なんか頭からがぶがぶっとかじ

られちまうぞ」と言うと、「おとっつぁんは素直だ、

河童のような想像上の生き物を信じてるなんて」と

心底あきれた顔をするのです（やっぱり憎たらしい

(笑)）。その後も、いろいろなおねだりで困らされる

のですが、大爆笑間違いなしのこの噺、おあとは寄

席でお楽しみください。 

 

 

 

 

楽しみください。 

 

【河童】 

ここで出てくる河童、昔話にもよく登場する妖怪

で、川に住んでいて子どもくらいの背丈、力が強く

ていたずら好き、もちろん金坊が言うように想像上

の生き物だと誰もが知っていますが、モデルになっ

たのがニホンカワウソだという説をご存知でした

か？ 

 

【ニホンカワウソ】 

  ニホンカワウソは日本固有種で、特別天然記念物

にも指定された動物です。尻尾まで含めると１m を

優に超える大きさで、後肢で立ち上がるのが得意、

好奇心旺盛で人の近くに寄ってくる、また江戸時代

以前には国内に広く生息していたことから河童のモ

デルになったと言われます。しかし 2012 年に環境

省から絶滅宣言が出され

ました。 

とべ動物園の前身であ

る道後動物園は日本で唯

一ニホンカワウソを飼育

した経験のある動物園で

す。ニホンカワウソは愛

媛県の県獣であり、とべ

動物園のシンボルマーク

でもあるのです。残念な

がら私は県外出身者なの

で、生きているニホンカワウソをこの目で見たこと

はないのですが、子どもの頃に道後でその姿をご覧

になった方々、とても貴重なその記憶をいつまでも

大切にしてください。そして第二のニホンカワウソ

を出さないよう、日々の暮らしの中で環境保護と野

生生物との共存を考えてみませんか。ごみのポイ捨

てをなくす、水の出しっぱなしをやめる、ご飯を残

さず食べるなど、そんな小さなことから始める環境

保護なら大人も子どももできるはず。まずは大人が

お手本を示したいものです。    

(田村 千明)   

道後動物園にて 

７ 

15 

暗がりで出会うと 

こんな姿に見えた？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

クマタカ属
ぞく

は１０種
しゅ

おり、アジア（ヒマラヤから中国
ちゅうごく

南部
なんぶ

、日本
にほん

）の森林
しんりん

地帯
ちたい

に生息
せいそく

しています。 

日本
にほん

に生息
せいそく

するクマタカ（日本産
にほんさん

固有
こ ゆ う

亜種
あ し ゅ

）は１０種
しゅ

の中
なか

でも大型
おおがた

で、北海道
ほっかいどう

から九 州
きゅうしゅう

まで広
ひろ

く分布
ぶんぷ

します。 

第 40回 クマタカ 

【分類
ぶんるい

】  タカ目
もく

 タカ科
か

 

【英名
えいめい

】  Mountain Hawk-Eagle 

【学名
がくめい

】  Nisaetus nipalensis 

国内
こくない

希少
きしょう

野生
やせい

動植物
どうしょくぶつ

種
しゅ

に指定
してい

されています。 

また環 境 省
かんきょうしょう

レッドリストで 

絶滅
ぜつめつ

危惧
き ぐ

ⅠB類
るい

(EN)に指定
してい

されています。 

近
ちか

い将来
しょうらい

における野生
やせい

での絶滅
ぜつめつ

の危険性
きけんせい

が高
たか

い種
しゅ

｡ 

目
め

 

獲物
えもの

や外敵
がいてき

を見
み

つけるため、目
め

が良
よ

いです。視力
しりょく

は人間
にんげん

の６倍
ばい

以上
いじょう

はあるといわれています。 

冠羽
かんう

 

角
つの

のように立
た

ち上
あ

がります。 

鷹斑
たかふ

模様
もよう

 

独特
どくとく

の縞
しま

模様
も よう

があります。 

くちばし 

獲物
えもの

を引
ひ

き裂
さ

くためにカギ状
じょう

で、先
さき

は鋭
するど

くとがっています。 

あし 

太
ふと

くて長
なが

い指
ゆび

を開
ひら

いて、

獲物
えもの

をしっかりつかむこ

とができます。 

幅広
はばひろ

く大
おお

きな 翼
つばさ

 

森林
しんりん

の中
なか

でも自在
じざい

に飛
と

び、わずかな風
かぜ

をとらえ

て上空
じょうくう

へ飛
と

ぶことができ

ます。 

野生
や せ い

 … ヘビやノウサギ、ヤマドリなど 

森林
しんりん

に生息
せいそく

する様々
さまざま

な生
い

き物
もの

 

食
た

べもの 

動物
どうぶつ

園
えん

 … 鶏肉
とりにく

や馬肉
ばに く

など 

体
からだ

の特徴
とくちょう
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とべ動物
どうぶつ

園
えん

のクマタカ 

ワカ（オス） 

 

好奇心
こうきしん

が旺盛
おうせい

。

給餌
きゅうじ

の際
さい

は真
ま

っ先
さき

に近
ちか

づい

てくる。 

ナツ（オス） 

 

警戒
けいかい

心
しん

が強
つよ

い。

ワカより体が
からだ

大
おお

きい。 

クマタカは生息
せいそく

する地域
ちいき

の森林
しんりん

生態
せいたい

系
けい

の頂点
ちょうてん

にいる生
い

き 

物
もの

です。幅広
はばひろ

く様々
さまざま

なものを食
た

べるため、クマタカが生
い

き 

られるということは、その地域
ちいき

が豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

環境
かんきょう

である 

ことを表
あらわ

しています。 

現在
げんざい

、開発
かいはつ

などにより森林
しんりん

環境
かんきょう

が悪化
あっか

し、営巣
えいそう

のために必要
ひつよう

な大木
たいぼく

が減
へ

ったり、 

餌
えさ

となる生
い

き物
もの

が不足
ふ そ く

したり、 環境
かんきょう

の変化
へんか

による影響
えいきょう

を受
う

けています。 

飛
と

びながら獲物
えもの

を

探
さが

して一気
いっき

に襲
おそ

う。 

狩
か

りの方法
ほうほう

 

獲物
えもの

をとらえやすい

場所
ば し ょ

に誘導
ゆうどう

して襲
おそ

うこ

ともあるようです。 

樹上
じゅじょう

で獲物
えもの

が 現
あらわ

れる

のを待
ま

ち伏
ぶ

せて襲
おそ

う。 

つながり 
生
い

き物
もの

は、食
た

べたり、食
た

べられたりしながら 

命
いのち

がつながっています。 
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ア フ リ カ ス ト リ ー ト に あ る サ バ ン ナ 展 示 場 に は 、 キ リ ン や シ マ ウ マ な ど が 一 緒 に い ま す 。 

１ ２ 

４ ３ 

ひ 

あ る 日の こ と 
さぎょう 

サ バ ン ナ で 作 業 を し い る と … 

他 種 動 物 た ち の 関 わ り 合 い や 草 食 獣 と ラ イ オ ン が 一 望 で き る パ ノ ラ マ 展 示 が 見 所 で す 。 

い い も の 

み ー つ け た  

なんですか？ 

それ？？？ 

これ は 

「歯」だね 

さて問題です 

これは誰の歯でしょう？ 

も ん だ い 

だ れ は は 
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７ ８ 

９ 

キ リ ン は 性 成 熟 を 迎 え る 前 の ２ ～ ３ 歳 頃 に 歯 が 生 え 変 わ る と い わ れ て い ま す 。 

ほ ん と だ … 

６ 

シ ロ オ リ ッ ク ス の セ ツ ナ と リ リ ィ も 大 人 の 仲 間 入 り を し た 頃 な の で 、 こ の ど ち ら か か な ？ 

５ 

じゃぁ、いったい… 

正解は 

だ れ 

せ い か い 

「キリンの前歯」 
ま え ば 

何年か前、 

杏子の歯が抜けた時に 

見たことがあるんだよ 

歯が抜けた杏ちゃんもかわいかった！ 

な ん ね ん ま え 

あ ん ず 

誰の歯 

は ぬ と き 

み 

で も こ れ 、 

大きさが違いますよ 

キリンのより小さい… 

お お ち が 

は 

なのでしょう？ 

キリン シロオリックス シマウマ エランド 



 

 

 

 

 

 

動物園の獣医師として派遣されてから約３年間、

これまでにさまざまな動物の病気やケガ、そして治

療を経験してきました。今回はその中でもアカカン

ガルーの治療についてお話していこうと思います。 

 

■カンガルーとは？ 

 病気を知るにはまずどのような状態が健康である

と言えるのか、またその動物の正常な形態、食性や

行動などを知る必要があります。なんだか小難しそ

うな言い回しをしましたが、つまりは図鑑を開いて

みたり、キーパーからどんなエサを食べるのかを聞

いたり、実際に行動観察したりなど、動物好きの皆

さんなら一度はしたことがあるのではと思うような

ことばかりです。特にカンガルーは哺乳類の中でも

面白い特徴が多く、調べていると「ヘぇそうなん

だ！」と感嘆することもしばしばです。たとえば… 

 

■カンガルーは約 30日で生まれる！ 

カンガルーは哺乳類の中でも有袋類とよばれるグ

ループに分類され、メスの腹部には「育児嚢
いくじのう

」とい

う仔を育てる袋があります。妊娠期間は約 30 日と

とても短く、総排泄腔
そうはいせつこう

という糞や尿が排出される場

所から出産もします。生まれたての仔は体長約１～

２cm、体重約１g と超未熟仔で生まれます。眼も耳

も機能しておらず、嗅覚だけをたよりに母親の育児

嚢をめざしてよじのぼり、育児嚢の中の２対の乳首

のうち１つの乳首に吸い付き、約６か月間を過ごし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仔が乳首に吸い 

付くと、乳首の先 

端が口の中でふく 

らみ、乳首と仔が 

しっかりと固定さ 

れます。仔が育ち 

顎
あご

の筋肉が発達し 

て自力で口の開閉 

ができるようにな 

るまで外れないよ 

うになっているた 

め、母親カンガル 

ーがどれだけジャ 

ンプをしても落ち 

ることはなさそうです。 

 

■カンガルーは草食なのに筋肉がすごい！ 

 カンガルーに限りませんが、トップスピードが時

速約 70km と言われる競走馬しかり、体重約６トン

にもなる大きな体を自在に操るアフリカゾウしかり、

多くの草食動物は筋肉がとてもよく発達しています。

カンガルーもオス同士がケンカをする時は体重約

80kg にもなる自重を尾１本で支え、相手を蹴り飛

ばします。日中は横になってのんびりとしている姿

をよく見ますが、ひとたびケンカになれば砂
すな

埃
ぼこり

を

まき散らし、シューシュー鳴きながらどちらかが引

くまで蹴り合います。さて、そのパワーはどこから

くるのでしょうか？ 

カンガルーは主に草や木の葉を食べる草食動物で

す。私たち人間を含め、動物の体、筋肉を構成する

栄養素は主にタンパク質です。肉食動物は肉を食べ

ることでタンパク質を摂取していますが、草食動物

はどうでしょうか？人間や肉食動物は草などの植物

を摂取してもタンパク質を得ることがほとんどでき

ません。しかし、草食動物は胃の中にいる大量の微

生物によって植物を消化することでタンパク質を獲

得しています。また、この微生物自体もタンパク質 
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生後６か月のころの仔 

育児嚢の中の様子 

 

アカカンガルーの治療について 

           獣医師 出野 萌子 

飼育レポート 



でできているの

で、これらの死

骸を消化し吸収

することでもタ

ンパク質を得ら

れるのです。実

に効率的ですね。

なぜ植物を主食

とする草食動物

が筋骨隆々なの

か、おわかりい

ただけたでしょ

うか。 

 

 

また、特にウシ科やカンガルー科は大きく発達し

た胃を持ち、そこに大量の微生物を共生させている

ことから「前胃発酵動物」と言われています。キリ

ンやエランドなどのウシの仲間は一度胃に入れた食

べ物をもう一度口の中に戻し咀嚼
そしゃく

する「反芻
はんすう

」とい

う行動を取りますが、カンガルーの仲間もこれに近

い「偽反芻
ぎはんすう

」という行動を取ります。ウシの仲間の

ように戻した食べ物を咀嚼することはないのでどん

な意味があるのかはわかりませんが、独特なリズム

でお腹を動かし、時折目に涙を浮かべて吐き戻す行

動を初めて見た時は驚き、病気ではないかと本気で

疑ってしまいました。 

ちなみに、この偽反芻をすると口の周りにあふれ

た食べ物、文字通り“おこぼれ”をもらおうと仲間

が集まってきます。特に母親が偽反芻をすると近く

にいる仔が母親の口の周りをペロペロと舐めている

ことが多いので、これによって母親の腸内微生物が

仔に受け継がれているのかもしれませんね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、カンガルーのふしぎな繁殖形態や、食性を

ご紹介してきましたが、ここからはこれらにまつわ

る病気やケガ、治療（処置）方法についてお話して

いきます。 

 

■症例１：育児嚢からの仔の落下 

カンガルーの仔が育児嚢の中で育つのは約６か月

間ですが、体重約１g で出産されてから５か月ほど

でおよそ１kg まで成長します。薄く毛が生え始め、

目も開き、顎の力もついてくるので乳首から口を放

して母親の育児嚢の中ででんぐり返しをしながら活

発に動いています。しかし、まだ自力で立つ力はな

く、しっかりと毛で覆われていない体には外の気温

は低すぎて生きてはいけません。この、仔がある程

度大きくなり活発に動くようになる５か月目頃が最

も落下の危険がある時期だと感じています。 

私は３年間でアカカンガルーの育児嚢落下を９頭

経験しました。そのうち助けられた仔はたったの２

頭で、そのうち１頭は脚の骨折が見られたため人工

哺育となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助かった仔らの要因として、「目が開いており、

ある程度毛が生えていたこと」「冬場などの気温の

低い時期ではなかったこと」「落下から早い段階で

キーパーに発見されたこと」「重度の飢餓
き が

や低体温

状態ではなかったこと」などが考えられます。仔の

落下を発見した際は、とにかく迅速に保温し、脱水

が見られた場合は皮下補液を行います。体に傷があ

る場合は、落ちた時や群れの誰かに踏まれた時に骨

折している可能性があるため、レントゲン検査など

を行います。 

大きなケガがなければその日のうちに母親の育児

嚢の中へ戻しますが、母親は捕まえられた緊張で育

児嚢の入口が閉まってしまい、足の長いカンガルー
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育児嚢落下で骨折したカンガルーの仔 

偽反芻するパルマワラビーと 

おこぼれをもらう仔 

オス同士のケンカは迫力満点 



を折りたたんで入れるのはとても大変です。せっか

く時間をかけて戻しても、すぐにまた仔が落ちてし

まうことがあり、どうしても入らない場合は麻酔を

かけて戻すことがあります。その際は、再び仔が出

ることがないように育児嚢の入口を外科手術用の糸

で縫合します。完全に閉じてしまうと、仔は呼吸が

しづらく、母親も仔の糞や尿の汚れなどを舐めとる

ことができなくなってしまうため、慎重に入口の大

きさを調整します。 

 ちなみに、育児嚢から仔が完全に外に出て、自力

で活動できるようになっても、しばらくは外から育

児嚢の中に顔を突っ込んで乳を飲んでいます。この

時の育児嚢の中には既に新たな仔が入っていること

があり、母親は新たな仔と外に出ている仔、それぞ

れの成長段階に合わせた成分の母乳を出していると

いうので驚きです。 

 

■症例２：カンガルー病 

 草食動物は歯が命と言っても良いかもしれません。

固い草を咬みちぎり、よくすりつぶして咀嚼
そしゃく

してか

ら胃へ送った方が効率よく消化ができるからです。

しかし、日本で飼育されているカンガルーの仲間は

口腔
こうくう

疾患
しっかん

にかかりやすく、特に歯が原因の病気が多

い印象です。カンガルーの歯には乳歯と永久歯があ

り、２～５歳頃に乳歯が抜け落ちます。歯が抜けた

ところに食べ物のカスなどが詰まり細菌感染を起こ

すことがあります。さらに７歳頃になると一部の永

久歯も抜けるため、同じように食べ物のカスが詰ま

る可能性があります。さらにさらに、固い木の枝や

ニンジンなどで歯肉が傷つくことでも細菌感染して

しまい…と、このようにカンガルーには常に歯の感

染症のリスクがつきまとうのです。細菌感染すると、

歯肉炎から顎 

の骨が化膿し 

て、いわゆる 

「カンガルー 

病」や「コブ 

顎」と呼ばれ 

る病気を引き 

起こします。 

カンガルー病 

は、頬が腫れていたり、いつもよだれをたらしてい

たりすることで気づき、麻酔をかけて口の中を見て

みると悪臭や歯の動揺、歯肉炎などがみられます。

そのまま放置すると、顎の骨が溶けたり、逆に溶け

た場所を埋めようとして顎の骨が異常に盛り上がっ

たりして顎にコブが付いたような見た目になり、最

終的には口が開かず、食べられなくなって死んでし

まうことがある恐ろしい病気です。 

 カンガルー病は初期治療がとても大切です。早期

発見、早期治療ができれば予後は良いです。ある症

例では、「食欲があまりない」とキーパーに言われ、

見てみるとたしかに食欲がなく、顎が腫れているよ

うに思いました。麻酔をかけて口の中を検査すると、

見事に歯肉が腫れていました。カンガルー病の治療

方法は、動揺している歯を抜歯すること、しばらく

の間抗生剤を投与して顎の骨を溶かす細菌を殺すこ

とが大切です。下顎の切歯を抜歯し、開いた穴を念

入りに洗浄し、糸で歯茎を縫合しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちなみに、麻酔中は呼吸が不安定になることがあ

り、時間がかかる手術の際は気管内
きかんない

挿管
そうかん

して気道を

確保します。カンガルーの顔は馬のように面長かつ

あまり大きく開きません。よって気管の入口が見え

づらく、目視で気管内挿管をすることは非常に困難

です。そこで当園では内視鏡を使って気管内挿管を

しています。内視鏡のカメラでしっかり気管の入口

を確認してから気管チューブを挿入することで、喉

の周囲を傷つけずスムーズに入れることができます。 
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下の歯の歯肉が腫れている 

内視鏡で確認 

右のほほが腫れている 



■症例３：削痩と貧血 

この３年間で最もカンガルーの病気で頭を悩ませ

たのが集団で起こった削痩
さくそう

と貧血でした。ある冬の

時期に９頭いたオスのカンガルーのうち、４頭が痩
や

せてしまい、うち３頭に貧血症状がみられました。

１頭は特にショック状態に陥り血液検査の数値とし

ては生きているのが不思議なくらいの状態だったの

で、思い切って輸血をすることにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬や猫の動物病院では輸血は当たり前のように行

われていますが、動物園ではかなりハードルが高い

処置になります。前例がほとんどなく、血液を提供

してもらう健康な動物に麻酔のリスクと採血のリス

クをかけなければならないため、輸血に踏み切るの

に多くの葛藤がありました。 

健康なカンガルー（ドナー）と貧血のカンガルー

（レシピエント）の血液同士で拒絶反応がないこと

を確かめ、健康なカンガルーから血液 100mL を採

血しました。大きな副反応も見られず、輸血は無事

に終わりましたが、やはり状態が悪かったこともあ

り、輸血３日後に死亡を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解剖をすると、歯の動揺がみられ、顎の骨も一部

溶けていたためカンガルー病になっていたことがわ

かりました。また、骨髄を調べたところ、血液が作

られていないような所見があったため、貧血の原因

は栄養失調によるものと判断しました。 

カンガルーは寒冷環境に弱く、冬季のエネルギー

要求量は夏よりも多くなります。さらにカンガルー

の筋肉質な体を維持するには良質な草をたくさん食

べなければなりません。しかし冬季はカンガルーが

好んで食べる生草の搬入が不安定で、しばらく入荷

ができていない状況でした。アカカンガルーはメス

が５歳で成長が止まるのに対し、オスは８歳まで成

長し続けるため、よりエネルギー要求量の高いオス

群に削痩など症状が出てしまったものと考えました。 

また、草食動物は絶えず食べることで胃腸の中で

共生している細菌や微生物を育てています。ストレ

スなどで腸内環境が悪化すると、細菌や微生物が死

んでしまうことがあり、微生物が死んでしまうと植

物からタンパク質を得られず、結果筋肉や血球成分

を作る材料がないため痩せたり貧血になってしまっ

たりします。寒さによるストレス、エサ入荷の不安

定な状況、そしてカンガルー病によるエサの食べづ

らさなどさまざまな要因が重なり死亡したものと診

断しました。集団の削痩が起きてからはエサの量や

質を見直し、現在は大きな病気もなく群れの頭数も

増えてそれぞれが元気に暮らしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カンガルーの身体の不思議とそれにまつわる病気

や治療について、いかがだったでしょうか？カンガ

ルーといえば、のんびりと寝転んでおなかをポリポ

リかいているような姿ばかりをイメージされがちで

すが、まだまだ意外で面白い一面がたくさんあり、

そのほんの一部でも伝われば嬉しいです。 

カンガルーに限らずこうした動物の特徴を学び、

それを健康維持や治療に生かせるのが動物園獣医師

の醍醐味でもあるので、「獣医師は勉強ばかりで大

変だ」と思われがちですが、まだ知りえぬ動物の不

思議を探っていくのはとても楽しいのです。 
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脚の血管から輸血 

歯肉から血の気が引いている（重度貧血） 

一番大きなオスと一番小さな仔 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の原稿作成にあたって思わず「♪そんな時代

～もあったね～と♪」と中島みゆきさんの「時代」

を歌いそうになりました。シュッとして希望とやる

気に満ちていたそんな時代もあったんですよ。 

道後動物園で２か月、とべ動物園で 36 年間。人

生の半分以上を動物たちと過ごしたことになります。

言葉が通じない彼らが何を求めているのか、何をし

てあげると彼らが幸せに暮らせるのか、毎日が試行

錯誤の連続でした。オオサイチョウが初めて繁殖し

てくれた時は泣くほど嬉しかったし、見よう見まね

で作った巣箱を使ってアオボウシインコが産卵、子

育てしてくれた時も同様です。そんな動物たちの必

死に生きる姿や思いがけない習性を伝えたくて始め

たスポットガイドもとても楽しかったです。「飼育

係が説明ラベル、大人の方に来ていただきたい」こ

れを目指して始めた「まったりお散歩」もありがた

いことに好評で、自分がいちばん楽しんだような気

がします。 

ただ……、アブラコウモリを繁殖させられなかっ

たことが最大の心残りです（泣） 

来園者の皆様、動物たち、これからもとべ動物園

を応援してくださいね。 
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●田村 千明 

▼現在 

田村職員は道後動物園時代から飼育員として勤

務され、オオサイチョウの日本初繁殖の成功や

副園長、園長、ボランティアセンター長、そし

てコウモリの母として活躍されてきましたが、

2024 年３月末に退職の日を迎えます。記念号と

して、1992 年発行の職員紹介とともにお届けし

ます♪ 

 

▼とべ ZOO（1992 年発行 vol4-№3 職員紹介） 

 

（32歳） （？歳） 
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読者投稿用紙

のりづけ③

の
り
づ
け
② 

の
り
づ
け
① 

き
り
と
り
せ
ん 

〒791-1190 

伊予郡砥部町上原町 240 

 

愛媛県立とべ動物園 

愛媛動物友の会編集部 行 

 

差出有効期間 
2025 年 3 月
14 日まで 

松山南局承認 

1067 
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住 
 

所 

お
名
前 

電
話
番
号 

会
員
番
号 

〒 

例会でよかった点、つまらなかった点は？ 例会で今後希望する企画は？ 

★友の会 家族・個人 

★サポーター  No.     
会員の方は会員種別に〇をし、会員番号をご記入ください。  

どうぶつなぞなぞクイズの答え 
 （正解者のお名前は 

Vol.3６-１号でご紹介します） 

 

答え○○○ 
 

  （クイズの問題は P２３参照） 

今後希望する記事・内容は？ 

Vol.3５-４号でよかった記事、 

つまらなかった記事は？ 

読者の皆様の原稿をドシドシお寄せください。

読者投稿用紙
（イラストや写真も同封できます）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆前回の問題 
この動物な～んだ？ 

 

 
 

 

 

 

ヒント  

島の絵が長くなっています → 島の絵長い → 

島絵長 → しまえなが 

答えはシマエナガでした！ 

☆問題です！ 
イラスト問題です。この動物な～んだ？ 

 

 

 

 

答え○○○ 
 

Vol.3４-４ クイズ正解者 
★会員番号 No.  11   矢野 敬子さん 

★会員番号 No. 21   音地 秀起さん 

★会員番号 No.  50  森   幸子さん 

★会員番号 No.  52   田中 早苗さん 

★会員番号 No.137  林  信子さん 

★会員番号 No.75(家)  藤光  永愛さん 

               琉愛さん 

               碧生さん 

★会員番号 No.87(家)  鎌田 千麦さん 

★サポーター      菅原 あいこさん 

★サポーター      家木 隆太さん 

★サポーター      遠藤 敦子さん 

★サポーター      大和田 綾子さん 

★サポーター      大和田 雅人さん 

★サポーター      川上 正行さん 

             咲良さん 

★サポーター      森 莉映子さん 

★サポーター      河野 陽子さん 

★サポーター      三池 京子さん 

★サポーター      村井 桂子さん 

★サポーター      山崎 亜紀さん 

★サポーター      中野 桂子さん 

★一般         村井 陽さん 

 

正解の方々にはオリジナルポストカード 

セットをお送りします。 

 

応 募 要 項 
読者投稿用紙のクイズ解答欄に答えを記

入して郵送するか、メールでお便り下さ

い。締め切りは 4 月 10 日までにご応募

ください。 

開園案内 
■開園時間 － AM9:00～PM5:00 

        入園午後 4:30 まで 

■休 園 日 － 毎週月曜日 

        (祝日の場合は翌平日) 

        年末年始 

        (12 月 29 日～翌年１月１日) 

■入 園 料 － 大人(1８歳以上)５００円 

高校生（15～17歳）200円 

    小中学生（6～14歳）100円 

        (30 名以上の団体 2 割引) 

■ホームページ — https://www.tobezoo.com/ 

■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  － tomonokai@tobezoo.com 

とべＺＯＯ Vol-3５ No.４号 

令和６年発行 定価 200 円（消費税込） 

 編集・発行人／公益財団法人愛媛県動物園協会 

        〒791-2191 

        愛媛県伊予郡砥部町上原町 240 

 印    刷／公益財団法人愛媛県動物園協会 

 編集委員長／宮内 敬介 

編集副委員長／佐々木 善基 

 編 集 委 員／池田 敬明・山本 祥菜・宮越 聡 

    村上 郁・平澤 萌・村上 ひなの 

森貞 恭治・白潟 綾・横手 凱 

 

森貞 恭治・白潟 綾・池田 智亮 
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動物取扱業に関する表示 

申請者の氏名：公益財団法人 愛媛県動物園協会         事業所の名前：愛媛県立とべ動物園 

事業所の住所：愛媛県伊予郡砥部町上原町２４０         動物取扱業の種別：展示、販売、保管、貸出し 

登録番号：動愛第４４１号（展示）、動愛第９９４号（販売）        動物取扱責任者の氏名：椎名 修 

    動愛第９９５号（保管）、動愛第９９６号（貸出し）    登録の有効期間の末日：令和９年５月３０日 

登録年月日：平成１９年５月３１日（展示）                       

      平成２９年５月３１日（販売、保管、貸出し） 

愛媛県立とべ動物園 
〒791-21９１ 愛媛県伊予郡砥部町上原町２４０ 

TEL089-962-6000 

オシドリ 

定
価 

二
○
○
円 

 

行 


