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日本列島、密かに進行する移入ジカ問題

「シカ 20 頭逃げ出す　7 日の大雨で土砂崩れ」
—愛媛県松山市鹿島公園、愛媛新聞オンライン 

2023
「シカ 1 頭行方不明　扉の鍵あけられたか」
—千葉県香取市香取神宮鹿園、千葉日報 2023

今年度に入り、シカ逸出に関するニュースが立て続
けに報道されました。その後の報道を見る限り、積極
的な捕獲を試みているとは思えず、逃亡したシカは 1
頭も捕獲されないまま野放しのようです。

また、四国のとある市立公園ではシカ飼育継続が困
難になったため、現在、無償での譲渡が進められてい
ます（伊予市 2023）。飼育動物の最後を見届ける覚悟
と責任は、どこにあるのでしょう。

不適切な飼育状況下でのシカ類の脱柵や放逐、飼育
シカの譲渡や売買は相当数あるようです。報道されて
いるだけマシなのかもしれず、後述するように、遺伝
学的情報から密かに移入ジカ問題が進行している状況
も明らかになってきました。

シカ類の飼育について

飼育されているシカ類は、大きく外来ジカと国内外来ニ
ホンジカの二つに分けられます。外来シカはその名の通り
外国産のシカ類を指します。特に、シカ亜科（Cervinae）
のシカ類（例：アカシカ、大陸生息のニホンジカ、キョン
など）は特定外来生物に指定されており、飼育、売買、譲
渡、移動には厳格なルールが定められています。国内外来

ニホンジカは、日本各地で飼育されたり、人為的に運ばれ
たりした在来ニホンジカです。飼育に届け出は必要なもの
の、飼育や売買などにはそれほど厳格な規制は設けられて
いません。

日本では、1980 ～ 90 年代には地域振興などを目的に飼
育（養鹿）が推進されていました。1996 年時点では養鹿
場は全国に 47 か所存在し、国産・中国産ニホンジカ、ア
カシカなどの外来シカ類など約 4000 頭が飼育されていま
した（浦山 1996、図１）。その後バブル経済の破綻や BSE
問題などにより多くの養鹿場が経営難に陥り、頻繁な人為
的移動、飼育施設からの逃走や放獣が繰り返されてきたよ
うです。動物園、サファリパーク、神社などでも多くのシ
カ類が飼育されています（次ページの図 2）。飼育されて
いるシカの由来が不明だったり、飼育の過程で種・亜種間

① 阿久根市
② 弥彦村
③ 旧鹿島町
④ 旧金木町
⑤ 鹿追町
⑥ 旧屋久町
⑦ 三戸町
⑧ 鹿追町
⑨ 遊佐町
⑩ 鹿屋市
⑪ 旧口之津町
⑫ 旧武儀町
⑬ 旧岩木町
⑭ 河北町
⑮ 旧長谷村
⑯ 大鹿村

⑰ 山形市
⑱ 船橋市
⑲ 五ヶ瀬町
⑳ 旧喜連川町
㉑ 静岡市
㉒ 塩沢町
㉓ 土佐町
㉔ 旧肱川町
㉕ 山鹿市
㉖ 旧久木野村
㉗ 旧三陸町
㉘ 旧藤沢町
㉙ 最上町
㉚ 旧東和町

㉛ 旧旭町
㉜ 旧香北町
㉝ 旧久住町
㉞ 下川町
㉟ 浦幌町
㊱ 旧西根町
㊲ 旧一迫町
㊳ 蔵王町
㊴ 大鹿村
㊵ 旧宮城村
㊶ 掛川市
㊷ 旧作手村
㊸ 浜松市
㊹ 旧葉山村
㊺ 旧北川町
㊻ 足寄町
㊼ 旧南郷村

自治体番号は開設順を表す。
色分けは施設のタイプを示す。
●ⓐ＝小規模村おこし型
●ⓑ＝大規模利潤追求型
●ⓒ＝そのほか

図１　1990年代前半時点の日本の養鹿場の分布
浦山（1996）掲載の図をもとに作図。
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の交雑が起こったりしている施設もあります。
ニホンジカやアカシカが属する Cervus 属は、種間・亜

種間の交雑が容易に起こることが知られています。飼育シ
カが何らかの要因で野外に定着した場合、野生の在来ニホ
ンジカと交配する可能性があります。厄介なことの一つに、
繰り返される交配により中間的な形態が生じ、数世代前に
起こった交雑を形態から判断することが困難になる、とい
うことが挙げられます。そのため人知れず野外で交雑が進
んでいる可能性があるのです。

シカの移入　何が問題か？

外来シカ、もしくは国内外来ニホンジカが飼育施設など
から逃げ出すなどして、野外に定着している地域は複数あ
ります。

シカの移入による問題は、主に以下の７つが考えられま
す。①遺伝子汚染による在来ニホンジカの地域固有性消失、
②自然植生の衰退・生物多様性消失・土砂流出、③新たな
農林業被害、④狩猟者不足により、根絶・被害軽減が困難、
⑤市街地への出没や交通事故増加、⑥マダニ増加により人
獣共通感染症発生の恐れ、⑦観光業への影響。これまでシ
カが生息していなかった地域にシカが導入された場合は、
本来経験する必要のない、②～⑦のような困難を抱えるこ
とになります。以下、特に問題が深刻だと思われる地域に
ついて現状を紹介します。

和歌山県友
と も が し ま

ケ島
もともとニホンジカは生息していなかった和歌山県の離

島、友ヶ島（沖ノ島）に 1955 年に観光振興目的で、台湾
からタイワンジカ（ニホンジカの台湾産亜種）が 10 頭持
ち込まれました（Takatsuki 1985）。Matsumoto et al. (2015) 
による遺伝学的調査によって、これらのシカは純粋なタイ
ワンジカではなく、サンバーやアカシカなどと交配された
雑種であることが明らかとなりました。近年では本州本土
側の大阪府岬町で在来のニホンジカと友ヶ島由来の外来シ
カの交雑個体が確認され、野生在来ニホンジカの遺伝子汚
染が証明されました（Takagi et al. 2020）。本州本土側で
の遺伝子汚染進行が懸念されています。

富山県
県外から持ち込まれたとみられる屋久島産ニホンジカ

（ヤクシカ）が野生化し、在来のニホンジカと交雑してい
ます（Eva and Yamazaki 2018）。富山県内の個体のおよそ
40％が、ヤクシカ由来と推定されるミトコンドリア DNA
のハプロタイプを持っており（Yamazaki 2018）、遺伝子汚
染によって野生在来ニホンジカの地域固有性が消失する恐
れが高まっています。

伊豆諸島新
にいじま

島
新島にはもともとニホンジカは生息していませんでした。

伊豆諸島地内島に導入されたニホンジカが泳いで渡ってき
たと考えられています。1970 年代後半ごろから農作物被
害が発生しています。1993 年以降、シカ対策が続けられ
ていますが、状況の改善には至っていません（長谷川 他 
1996）。シカの個体数増加に伴って、シカが市街地へ出没
したり、マダニが増加したりし、観光業へ大きな影響が出
ています。

鹿児島県喜
き か い じ ま

界島
喜界島にはもともとニホンジカは生息していませんで

した。2002 年に鹿児島県金
きんぽうちょう

峰町（現南さつま市）の養鹿
業者が廃業する際、喜界島の住民が 15 頭ほど購入しまし
た。飼育開始後、早い段階で逃げたとのことです。2016
年からシカの目撃や農作物被害が報告されはじめ、2018
年度の推定個体数は 115 頭に上っています。遺伝学的分析
により馬

ま げ し ま
毛島産ニホンジカであることが判明し（永田 他 

2022）、譲渡もしくは売買が複数回行なわれたことが明ら
かになりました。喜界島にはもともと大型哺乳類が生息し
ていなかったため、大型哺乳類の捕獲を担う狩猟者がほと
んどいませんでした。現在、根絶を目指し新規捕獲従事者
を増員しているものの、捕獲技術が未熟なこともあり、根
絶や農作物被害軽減には至っていません。

シカによる令和３年度の農作物被害額は 61 億円。林業
被害面積は約 3500 ha。もはや国家的問題です。今後さらに、
不適切な飼育によって外来ジカの逃亡や放獣が起こった場
合、シカ被害の新たな火種を増やすことになるかもしれま
せん。それを考えると、心配で夜も眠れません。

私から皆さんへのテイクホームメッセージは「A
ア
・K

カ
A・

N
ン

！」です。これ以上シカ問題を拡大させないために「Ａ：
あげない　KA：飼わない　Ｎ：逃がさない」をお願いし
たいと思います。

図２　神社で飼育されているニホンジカ
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みなさん、どういう場面でシカのことを「身近だ
なあ」とお感じになるでしょうか？　最近は
ニュースで野生のシカを見ることが増えてきた

んじゃないかな、と思います。普通に暮らしていてもシカ
に出くわす機会が増えているかもしれません。シカ肉を食
べる機会も増えていると思います。シカをクルマで轢

ひ
きそ

うになった、ぶつかってしまった、という人も少なくない
でしょう。このようないろんな「おつきあい」がある中で、
あつれきをともなう「おつきあい」は少ない方がよいわけ
です。このことを念頭におきながら、もう少し詳しくお話
ししたいと思います。

シカが道路に出てくる理由

2008 年から 2022 年にかけて、エゾシカが関係する自動

車事故件数は増加の一途をたどっています（北海道警察公
表）。2022 年は全道合わせて 4480 件ものシカ事故が起き
ていて（グラフ１）、死亡事故も発生しています。交通事
故を防ぐには、シカにいくら「ここは危険だよ」と教えて
も伝わりませんから、われわれが気をつけるしかありませ
ん。

10 月から 12 月にかけて、事故件数はぐぐっと増えます
（グラフ２）。その理由はシカの側にあります。この時期は
シカの交尾期にあたります。雄はこの季節、ゴハンも摂

と
ら

なくなるくらい一所懸命に、発情した雌を探し回るし、見
つけた雌を守るために雄同士の闘いに明け暮れます。文字
通り、周りが見えなくなるくらい、必死になります。すご
く活発に行動するようになり、活動域が広がります。市街
地にやってくることも増えるし、交通事故にも遭いやすく
なるわけです。

道路上のシカとクルマが衝突し
やすい原因はまだあります。シ
カって、ひづめがツルツル滑っ
ちゃうせいで、アスファルトの路
面をうまく歩けません。クルマが
近づいてきたからといって、パッ
と逃げることができない。また、
シカは複数頭で群れをつくって行
動することが多い動物です。先頭
の個体はわりと左右を警戒してい
るようなのですが、二番目以降の
シカたちは、すぐ前のシカの後ろ

松浦友紀子　koyummt@gmail.com

一般社団法人エゾシカ協会専務理事／森林総合研究所北海道支所

暮らしに身近な
エゾシカとのおつきあい

たきかわ環境フォーラム主催
「エコカフェ」での講演から

グラフ１　エゾシカが関係する自動車事故件数
の推移（2004〜2022年）　出典　北海道警察
「エゾシカが関係する交通事故の発生状況(令和
4年中)」

グラフ２　エゾシカが関係する自動車事故件数
の推移（月別、2022年）　出典　同左
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について動いてしまいがちです。２～３頭目のシカが、ク
ルマにぶつかりがちなようです。こうしたシカの特性を頭
に入れて運転すると、事故を減らせるかもしれません。

市街地への出没

市街地に出てくるシカには、主に２つのタイプがありそ
うです。ひとつは、突発的に出没するタイプ。もうひとつ
は、つねに市街地にいるタイプ。圧倒的に多いのは「突発
的出没型」で、ふだんは市街地の近くの森林内に生活して
いるのが、何かのきっかけで市街地に出てきてしまう。交
尾期の雄ジカや、母親から離れて別の土地に分散していく
時期の１歳の雄などが、うっかり市街地に入り込んでしま
う、というケースです。

いっぽう「常態的生息型」は、市街地を自分の行動圏の
一部として利用している個体です。たとえば稚内市のシカ
がその例で、シカたちは市街地を「安全な場所」と認識し
て、平時の行動圏にしています。

市街地に出没したシカに対して人間側はどうすべきか？　
シカも、市街地に出たくて出てくるわけではありません。
若いオスが、川を伝って移動しているうちにうっかり街中
に出てしまった、というケースが大半です。大勢の人間が
取り囲んだり追い詰めようとすると、シカはますます興奮
して、激しく逃げ回ったりして、かえって交通事故や人身
事故につながりかねません。「ただ静かに見守る」という
のが適切な対応なのです。

シカの密度を下げる

交通事故にせよ、市街地出没にせよ、根本的な対策は、
シカの数を減らすことに尽きます。米国では、シカの生息
密度を下げたところ、交通事故件数が減った例が報告され
ています。北海道でいま、私たちの社会が許容できないほ
どのあつれきが生じているのだとすれば、それはやはり「シ
カの数が多すぎるせい」ということになると思います。

現在の北海道では、シカの数が自然に減っていくことは、
ほとんど期待できません。だから狩猟者が頑張っています。
ざっくりですが、狩猟者一人あたり 1 年に 19 頭程度のエ
ゾシカを捕獲している計算になります。世界的に見ても、
北海道の狩猟者はすごく優秀だと思います。ただ、このよ
うに頑張っても、いまシカは減らず、むしろ増えています。
おまけに、今後もしシカの数を減らせたとしても、それで
ゴールイン、というわけではありません。

というのは、シカは、生息数が減ると繁殖力をアップさ
せる動物だからです。洞

と う や こ
爺湖中島の事例からわかったこと

ですが、シカの数が猛烈に増えると、ある段階で繁殖力が
低下し、増え方が鈍ります。ところが、人間が介入してシ
カを間引きしたところ、シカたちの繁殖力はまたすぐに回
復しました。

つまり、頑張って捕獲してシカの数を減らせたとしても、
油断は全くできません。その後も毎年捕り続けないと、す
ぐ数が増えてしまうでしょう。つねに人が手をかけ続けな
ければならない相手、これからも本当に長く「おつきあい」
の続く相手だ、という認識が必要だと思います。

シカ肉利用率は約２割

発想を転換すれば、持続的に捕れるからこそ、私たちが
末永く受け取れる恩恵もある、と思います。一番の恩恵は、
シカのお肉をずっといただける、ということです。

他の都府県に比べて、北海道はシカ肉をすごくよく利用
している地域ですが、内
実をみると、全捕獲数に
占める食肉利用率（食肉
処理施設を通して流通し
ている肉）は約２割で、

「まだまだ」と感じます
（グラフ３）。シカの捕獲
は、「狩猟」と「許可捕
獲」に分類できます。こ
のうち許可捕獲の個体は、
半分近くが廃棄されてい
るようです。許可捕獲は、
捕獲するだけで１頭あた
り一定の報償金がもらえ
る制度なので、従事者に
とっては、手間をかけて
食肉化（流通・販売）す
る動機付けが弱い。これ
も活用が進まない一因か
もしれません。

相手を良く知ること
から始めよう

どんな対策も、まずは
相手のことを良く知らな
いことには始まらないと
思います。シカのことを
もっと知って、単なる害
獣ではない、ごく身近な
動物だというふうに認識
してもらえたらと願って
います。

2023 年 8 月 26 日、「滝川市まちづく
りセンター」での講演から。全文を
主催団体のウェブサイトで閲覧でき
ます。http://ecoup.la.coocan.jp

グラフ３　2017〜18年度、全道の
ハンター2890人からのアンケート回
答にもとづく。許可捕獲4万6453頭、
狩猟2万7493頭が対象。出典　北海
道生物多様性保全課資料「エゾシカ
の有効活用の現状」（2019年5月）
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北海道は今年８月、「エゾシカの個体数指数が全
道的に増加している」と公表しました。今やエ
ゾシカは観測史上最多となった可能性がありま

す。現在は第 6 期エゾシカ管理計画に基づいて、全道を４
つの地域に区分して、それぞれ個体数指数をモニタリング
しながら、個体数管理を行なっていますが、それぞれ増
加～再々増加、目標水準の２～３倍という厳しい状況です

（表）。最も早く個体数管理を始めた東部地域では４半世紀
の間、一度も目標水準まで減少させることができていませ
ん。指数に基づく「個体数」は、2022 年 10 月時点で 4 つ
の地域を合計すると 56 万～ 125 万頭と推定され、中央値
で言うと、全道に 90.5 万頭いた！ということになります。

地域 傾向 最新値（2022 年） 目標水準

東部 再々増加 指数 137 指数 50 以下

北部 再増加 指数 121 指数 50 以下

中部 再増加 指数 107 指数 50 以下

南部 一貫して増加 指数 353 とにかく減少

さて、５年前の 2018 年７月にエゾシカ協会は「エゾシ
カ管理のグランドデザイン（協会ウェブサイトで閲覧可）」
を作成し、北海道知事に対して、道固有の自然資源である
エゾシカを持続的に管理していくための提言を行ないまし
た。エゾシカ管理計画では明確にされていない、個体数を
目標レベルまで減少させた後の持続的資源利用のフェイ
ズを見据えた、むこう 20 年間の青写真を示すものでした。
今年の総会セミナーでもお話ししましたが、本稿でも、そ
れぞれの項目について５年間の目標をおさらいし、その達
成状況を評価したいと思います。

「認証肉の定着」：達成率22%

北海道は 2015 年にエゾシカ協会の認証制度を引き継ぐ
形で、エゾシカ肉処理施設認証制度を創設しました。2022
年度、道内にエゾシカを食肉処理している施設は 90（農
水省調べ）ありましたが、そのうち道のエゾシカ肉処理施
設認証を取得している施設は 20 しかありません。エゾシ

カを食肉処理する施設は全て同認証を取得して、協力して
他地域のシカ肉との差別化を図るべきだと思いますが、前
述のように取得率は 22%（ただし、頭数ベースの検討も
必要）、さらに、他に認証を更新しなかった施設がこれま
で３ありますので、認証自体に十分なメリットが確保され
ていない可能性があります。

「農林業被害の実態把握」

グランドデザインでは、具体的な目標値の設定をしてい
ませんでしたが、全道的に見ると再々増加中です。2021
年度は 44.8 億円に上りました。傾向としては、前述の個
体数指数と同様で、東部で再々増加、北部と中部で再増加、
南部で一貫して増加、となっています。被害調査方法が各
地でバラバラになっている可能性があるので、その確立と
統一も課題となっています。

「捕獲の担い手の実態把握」

こちらも具体的な目標値の設定をしていませんでしたが、
70 年代には約２万人いた道内狩猟者は、2009 年までに約
7400 人まで減少した後、2021 年度には約 8400 人に増加し
ています。また、2006 ～ 2021 年度にかけて、銃猟免許を
持っている人の割合が 97% から 79% にやや減少している
のに対して、わな猟免許を持っている人の割合が 15% か
ら 57% に３倍近くになっています。手っ取り早いわなを
使用する狩猟者の存在で、狩猟者が再増加している可能性
があります。

「肉検査・タグ制度の導入」：進展なし

グランドデザインでは、欧米の制度を参考にして、有資
格者による獣肉検査、およびトレーサビリティ確保のため
のタグ制度の導入を義務付けると提案していましたが、5
年間で進展はありませんでした。現時点では、各処理場の
自主的な「異常の確認」にとどまっているため、当協会の
シカ捕獲認証（DCC）を活用した肉検査・タグ制度をエ
ゾシカ対策推進条例に盛り込むようにするなど、働きかけ
ていく必要があります。

次ページへ続く

エゾシカ管理のグランドデザイン
５年間の評価

伊吾田宏正　igoth@rakuno.ac.jp

一般社団法人エゾシカ協会副会長／酪農学園大学狩猟管理学研究室

「英国ハンティングスクールへの道」はお休みです。

表．地域別の個体数指数の傾向と最新値、目標水準（個体数
指数は、2011年を指数100とした各地毎の相対値。地域別の
比較はできない。つまり南部が最多なわけではない。）
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「DCC1取得者200名・DCC2取得者20名」：
達成率88%・15%

現時点で DCC1 の取得者は 176 名で、達成率は 88% と
まずまずの実績と言えますが、DCC2 は 3 名で、達成率は
15% と芳しくありません。改善のためには、前項の「肉
検査・タグ制度の導入」との連携が一つ重要と考えられま
す。現行の第６期エゾシカ管理計画から、DCC の活用を
明記して頂いていますが、今後は数値目標の明記などが課
題となると考えています。ちなみに、DCC のお手本 DSC
が運用されている英国では、獣肉検査者には DSC2 の所
得が義務付けられています。

「個体数３割減」：達成率マイナス135%?

グランドデザインではそのロードマップの中で、個体
数管理の５年目の目標を 30% 減少させるとしていました。
最新の個体数指数とそれに基づく推定個体数のそれぞれ中
央値を用いて計算すると、全道の個体数は 2018 年度から
2022 年度にかけて、64.4 万頭から 90.5 万頭に増加してい
ます。５年間の目標 30% 減少、すなわち目標個体数 45.1

万頭に対して、結果は 90.5 万頭でした。達成率を計算し
てみると、マイナス 135%* となります。
＊鳥獣被害特措法に基づく鳥獣被害防止計画の評価方法を参考とした。

「流通個体数1.5万頭」：
３年目の達成率225%

2021 年度のエゾシカ食肉処理頭数は 33,778 頭で、全国
（99,033 頭）の 34% を占めていました（農水省調べ）。グ
ランドデザインの５年間の目標は３年目にして２倍以上達
成したことになります。しかし、同年度の全捕獲数（143,193
頭）に占める割合は 23.6% に止まっています。10 年目の
最終目標としては、全捕獲数の 60% を食肉利用し、40%
は自家消費するということになっていますので、更なる有
効活用の推進が必要です。

以上、グランドデザイン 5 年目の検証をしましたが、有
効活用については一定の評価ができるものの、個体数管理
や新体制の構築については、まだまだ課題が多いというと
ころです。引き続き、関係機関の連携による検討が重要と
思います。

えぞしかるたえぞしかるた 販売始めました！

子どもから大人まで、楽しく遊びながらエゾシカの生態や歴史を学び、
正しくシカと付き合っていくこと—をコンセプトに、昨年３月か
ら制作に取りかかり、２年がかりで完成しました。「あ」から「わ」

まで 44 枚のカードは、句もイラストもすべてオリジナル。裏面には、よりマ
ニアックな「エゾシカ・クイズ」も入れました。１問解くたびに「シカ知識」
が増えていく仕掛けです。「えぞしかるた」は当協会ホームページから購入い
ただけます。みなさまのご購入を心よりお待ちしております。（渡邊拓真）

カルタ販売QRコード

ＤＣＣシカ捕獲認証レベル１を開催

今年度で９年目となるシカ捕獲認証レベル
１（DCC1）。６月と７月の２回に分けて
開講し、北海道内外から計 12 名の方が

受講されました。第１回開催（2015 年）からの受
講生は延べ 207 名、DCC １取得者は計 176 名とな
りました。今年度はカリキュラムの中に意見交換
の時間を新しく設け、各地から集まった多様な業
種の受講生同士、シカ管理にまつわる地域特有の
課題や悩みなどを発表し合いました。他地域の状
況を認識する良い機会になりました。（渡邊拓真）
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ウェブ連載「伊藤英人の狩猟本の世界」は http://yezodeer.org/library/library.html でどうぞ。

ワナにかかった獣は元気なので、狩猟槍で動きを
止める。槍は距離をとった安全な攻撃が可能で、
止めさしや血抜きに便利な武器である。今回は、

我流だが安全で効果的な使用法を記す。

狩猟槍の形態と種類

金属部分を身
み

（または穂
ほ

）、木の棒を柄
え

という。身の後
端が空洞であり、必要なときに柄を差して槍とする。刺す
ときに力を入れるには、身の先端が柄の軸の延長線上にあ
るのが望ましい。

刺すためには刃渡りはなくていい（針に刃渡りはない）。
ただし、深く刺す、または刺した後に切るために刃がつい
ている。刃渡り 15cm 以上の槍を許可なく所持することは
銃刀法で禁止されている。

柄は現地調達できなくはないが、私は農具用のカシの柄
の先を削って持参している。すべての槍には目釘穴があり、
ネジで固定しないと抜けてしまう。

縄文時代風の、刺突に特化したもの（写真１上）（ここ
ではツクヤリと呼ぶ）だけでなく、身の部分だけでもナイ
フとして使えるもの（キルヤリ）が市販されている。ツク
ヤリは肉厚で左右対称。キルヤリはマタギの西根正剛作

フクロナガサ（同

中）と、コールド
スチール社製ブッ
シュマンが有名で
ある（同下）。

持ち方と構え

右利きなら槍を体の右側に置く（写真２）。左手を前に
して柄をつかみ、右手は柄の後端を手のひらに当てる。膝
を曲げ、足の位置を動かさず、左手で方向を決め、力を入
れるときは右手で後端を押し込む。両手とも柄を握る形で
は、力が入らないし、刺しすぎてしまった場合に獲物に近
づいてしまって危ない。

使い方

私はイノシシや小型哺乳類に対しては頸動脈を狙う。シ
カは頸動脈が浅いので刺すだけでなく薙

な
ぐ攻撃も有効とみ

られる。クマは強いが複数人で囲めば勝てるかもしれない。
ツクヤリもキルヤリも、第一撃は急所に向かって刺す。

そのあと、血を抜くために傷口を広げたい。ツクヤリは二
撃目に軸を 90 度回転させて同じ場所を刺す。キルヤリは、
急所の少し上を刺した後、左手に体重を乗せ、下方向に切る。

軟らかい金属を使っている場合、刺した後すぐ抜かない
と、テコの原理で身が曲がってしまう。体内にとどめる時
間を短くするため、獲物が元気なうちはヒットアンドア
ウェイで何度も攻める。

刺しすぎない

刺しすぎて貫通すると、間合いが近くなりすぎて危ない。
槍はヤブなどの狭い場所や接近戦に非常に弱い。咬みつか
れないよう接近戦を避け、足をしっかり固定し、槍だけ前
方に動かす。

写真１

写真２

伊藤英人

連載第28回 

我 流 槍 術

有限会社 渡部製作所
https://watabeshiki-wana.com
ito@watabeshiki-wana.com
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「料理の理」バックナンバー
 http://yezodeer.org/library/library.html 

Kitchen Support 青　supportao.exblog.jp

青ちゃんのエゾシカ料理講座
ロースステーキ編／絶品ロー
スト編／青椒肉絲編／万能水
煮編／万能水煮和風アレンジ
編／洋風アレンジ・スープカ
レー編／トマト煮編／ピラフ編

 ⑮
エゾシカチャップ

材料と分量（２人分）
エゾシカロースステーキ用 ２枚
玉ねぎ 1/4 個
きのこ お好みのもの 100g
バター 10g
トマトケチャップ 大さじ２
中濃ソース 大さじ１
トマトジュース 大さじ３
塩・こしょう 適量
小麦粉 適量

エゾシカロース肉の筋を切り、
塩・こしょうをします。

小麦粉を全体的にまぶし、

フライパンにバターとともに
入れ、火をつけます。

肉汁が浮いてきたら裏返し、
薄切りにした玉ねぎ、ほぐし
たきのこを入れて炒めます。

玉ねぎが透き通ってきたら調
味料を入れて全体的に絡んだ
ら完成です。	

1)

2)

3)

4)

5)

ロース肉で作るエゾシカチャップです。ロース肉は、ス
テーキやローストなどメインディッシュになる高価な部位。
調理自体は「切って・焼く」とシンプルなので、ロース肉
のステーキでシカ肉料理に初挑戦、という人も多いでしょ
う。でも火入れが意外に難しく、上手く焼けずに「シカ肉
は硬い」という残念な印象を与えてしまいがちな部位でも
あります。下ごしらえに一手間かけて焼き上がりをやわら
かく、ご飯もお酒も進む味付けにアレンジしたのがこの一
品です。ポイントは

・お肉の筋を切ること
・焼く前にお肉に小麦粉をまぶすこと

これで火入れもあまり神経質にならなくても美味しくな
ります。

まずは筋切り。今回は脂付きのロースを使いましたが、
脂と肉の間にある筋を確実に切ることが大切。ここが切れ
ていないと加熱時に筋が収縮して肉が反り返ってしまいま
す。また噛みきれなくて食感が悪くなります。

続いて、お肉の両面に小麦粉をまぶしてしっかり払いま
す。小麦粉をまぶすと焼いた時に肉が縮みにくく、ソース
の絡みもよくなります。

鍋は予熱しない「コールド・スタート」で。フライパン
にバターとロース肉を入れてから火をつけます。片面を中
火で焼いて、肉汁が浮いてきたら裏返します。ここで薄切
りにした玉ねぎときのこを投入し、野菜がしんなりした
ら調味料を加えます。ケチャップ▶中濃ソース▶トマト
ジュース、と濃度が濃い順番に入れていきましょう。

仕上げに赤ワインを注いで一煮立ちさせると、さらに美
味しくなります。


