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Directions: Read the following article aloud.

As autumn settles in across Japan, the wild bears emerge, leading to a surge in unsettling encounters 
between humans and these formidable creatures. In 2023, bear-related incidents have escalated 
significantly, causing widespread concern.

The Ministry of the Environment reports that between April and September, 109 people have fallen victim 
to bear attacks across 15 prefectures. This unprecedented rise in aggression poses a significant threat to 
public safety.

These unsettling bear encounters are exacerbated by the animals venturing into human-inhabited areas, 
hidden amidst tall grass and dense, unthinned trees. The decline of rural communities has led to the 
abandonment of farmlands and forested regions, transforming buffer zones into dense forests that 
provide ideal cover for these normally reclusive animals.

The consequences of these encounters are severe, resulting in injuries and fatalities. People across Japan 
are being urged to exercise caution, avoiding early morning and evening walks when unexpected bear 
confrontations are most likely to occur. 

Researchers and wildlife managers are grappling with a challenge—how to make bears and humans coexist. 
The problem arises from a rise in "urban bears", bears that venture into densely populated areas. These 
bears, unfamiliar with being chased by humans due to depopulated mountain villages, often wander into 
cities. In this new environment, they may accidentally harm people due to their excitement.

Recent incidents, such as the attack on a group of five people, including high school students, at a bus stop 
in Kita Akita City, highlight the urgency of addressing this growing issue. These "new generation bears" lack 
the typical wariness of their counterparts and present a significant challenge for both wildlife 
administrators and communities.

As bear encounters become less of an unusual occurrence and more of a familiar risk, communities must 
find ways to live alongside these remarkable yet potentially dangerous animals, striving for a balance that 
ensures both human safety and the conservation of these essential components of Japan's ecosystem.
Amid these challenges, the encroachment of black bears into the Tokyo metropolitan area adds a new 
layer of urgency. The spheres of bear activity and human habitation are undeniably growing closer, 
emphasizing the pressing reality that must not be forgotten. 

Source：Act Now On 'Urban Bears' Problem to Protect Animals and Humans

JAPAN Forward

本ページは出典ニュース記事を要約した英文です。

https://japan-forward.com/editorial-act-now-on-urban-bears-problem-to-protect-animals-and-humans/
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2 Key phrases and vocabulary

Questions

Directions: Read the questions aloud and answer them.

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.

1. How have human activities contributed to the change in bear behavior, 

particularly in their interaction with urban environments?

2. When are these encounters most likely to occur?

3. Have you ever encountered wildlife, and if so, how did you handle the situation?

4. What precautions do you think communities can take to reduce the risks of 

human-wildlife conflicts in urban environments?

5. Do you believe there should be stricter regulations or guidelines for urban 

planning to consider wildlife habitats? Why or why not?

1. encounter （思いがけない）遭遇・接触、（偶然に）出くわす、（問題・危険・困難などに）出会う・直面する

The business meeting turned into a tense encounter between rival companies.

2. inhabited 住民・居住者のいる

The small, inhabited island in the Pacific has a tight-knit community.

3. buffer zone 緩衝地帯

A green belt around the industrial area acts as a buffer zone, reducing pollution impact.

4. fatality 致死、死亡者、災害・災難、運命

The news reported a tragic fatality in the recent plane crash.

5. sphere 領域、分野、範囲、球体

The kitchen is my brother's sphere of expertise, where he creates delicious meals.
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秋の訪れとともに各地でクマの出現が続き、負傷者増に加え、命を奪われる犠牲者も出ている。今年のクマに

よる事故は目立って多い。環境省によると４～９月のクマによる人身被害は１５道府県で１０９人に上る。か

つてないペースである。

クマは冬眠前の１１月末まで活発に動くので生息していない九州や、絶滅に近い四国を除く大部分の都道府県

では、十分な注意が必要だ。彼らを人間の生活圏に近づけないこと、不意の出合いが多い朝夕の散歩を控える

ことなどを心がけたい。

クマの捕殺増も問題だ

秋のクマの出没予測は、春頃から山中のブナやミズナラなどドングリをつける樹木の開花状況を基に行われる。

ドングリが不作だと人里の柿や栗などを求めて、山奥から多くの個体が下りてくる。冬眠に必要な栄養をとる

ための行動だ。

今年もドングリの不作年だ。しかし、今年を含め近年見られる規模の大量出没が繰り返されるようになった理

由は別にある。農山村の衰退だ。働き手の都市への流出で人口は激減した。農地や林地は放置され、クマの暮

らす奧山と人里の間にあった緩衝ゾーンが、奧山の領域に化した。クマは茂る草むらや間伐されずに密生する

樹木に身を隠して集落に接近できるようになったのだ。

サルやイノシシやシカも増えて限界集落に向けての圧力を増している。しかし、駆除に当たる地元のハンター

の側は減少と高齢化が進む。クマの出現増加の背景には、こうしたもろもろの変化が作用していることを見過

ごしてはならない。

それにしても今年をはじめ、近年のクマによる人身被害の多さは深刻だ。令和元（２０１９）年度と翌２年度

には、続けて１５０人を上回った。今年度はさらに多い負傷者数となることが危惧される状況だ。

昭和５５（１９８０）年度から３年間は毎年１０人以下だった。急増傾向に転じたのは平成１１（１９９９）

年度からだ。その後は１年ないし３年置きに負傷者数１００人以上の年が繰り返されている。少ない年度でも

５０人を下らない。

その一方で捕殺（ほさつ）（わなで捕獲した個体の殺処分）されているツキノワグマもおびただしい数に上る。

令和元年度には約５３００頭、同２年度には約６１００頭という数字である（北海道のヒグマの捕殺は７６０

頭と８６０頭）。今年度は８月末で約２６００頭になっている。

この局面での問題は、政府によるツキノワグマの総生息数の把握が遅れていることだ。環境省の約１０年前の

調査では１万５千頭前後と推定されているが、実態との乖離（かいり）はないのか。

本ページは出典記事原文の日本語訳です。本教材の要約英文の日本語訳ではありません。

出典：クマ被害の深刻化 「アーバンベア」が増えた 市街地進出防いで事故減らせ
JAPAN Forward

https://japan-forward.com/japanese/152868/
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正確な再調査を急がなければ過剰捕殺に陥り、地域個体群の崩壊を招きかねない。

クマは日本の森林生態系の最上位に位置する雑食の大型獣だ。行動範囲が広く食べた植物の種子を播（ま）い

て歩くなど、さまざまな役割を果たしている。

日本の国土面積の７割は森林だ。クマの絶滅を招くと二酸化炭素の吸収源であり、水源でもある森林の多様な

機能への負の影響を免れないだろう。

根本的な対策で共存を

クマと人間の共存を目指す研究者や鳥獣行政担当者の頭を悩ます問題がある。都市域に侵入する「アーバンベ

ア」の増加傾向だ。山村の過疎化で人間に追われた経験のないまま成長したクマたちが市街地に迷い込む。異

なる環境に興奮したクマが出合った人にけがをさせる。

１０月１９日に秋田県北秋田市の市街地のバス停で高校生ら男女５人を襲ったのもアーバンベアだ。クマとし

ての常識を欠いているという意味で「新世代グマ」とも呼ばれる。

近年の大量捕殺で相対的に食べものが増えたことによる団塊世代の若グマの可能性もあるだろう。

暑さが長引くとクマの冬眠開始も遅れる。クマが出没している地域での朝夕の散歩には注意が必要だ。事故は

薄明薄暮時に多い。河川敷のほとりや藪（やぶ）の脇の道は避けたい。

令和元年度から農地、住宅地、市街地での人身被害が増加して２年度には従来最多だった山林での発生を上回

った。

多くの人にとって疎遠な問題だったクマとの遭遇が、今や身近なリスクになりつつある。東京都にさえツキノ

ワグマは出ている。クマの行動圏と人間の生活圏は接近中だ。その現実を忘れてはならない。

本ページは出典記事原文の日本語訳です。本教材の要約英文の日本語訳ではありません。
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