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除舌咽迷走神経 に よ る洗蕀運動周期の 延長か ら考え

る と， 鯉や 口 腔 壁 か ら の 求心 性興奮が 呼吸性 ＝ ；ウ

ロ ン に か か わり洗滌運動 の 周期を決定す る重要な 要

因 で ある と考え られ る 。

エ ゾ シ ロ チ a ウの 耐凛性

朝比奈英 三 ・大 山佳邦

（北海道大学低温研究室）
低 酸紊 に お けるびわ瑚産 フ ナ 3種 の 呼吸量

鈴木紀雄 ・神先和子 （滋賀大学教育学部）

　　びわ湖 に は ， 成魚 で は 生 活場所を こ と に す る，ゲ

　ン ゴ ロ ウ ブ ナ （沖合表層）， ニ ゴ ロ ブナ （沖合中底

層），ヒ ワ ラ　（沿岩帯底層） の 3 種 の フ ナ が 生息 し

て い る。こ れ らの フ ナ の 生 息場所 の ち が い が ， 低酸

素時 の フ ナ の 呼吸様式に ど う影響するか を み る た

め ， 溶存酸素量をい ろ い ろ か え て ， 呼吸 量 と呼吸 回

数 とを自記記録計を 用 い て しらべ て み た 。 溶存酸素

量 と呼吸量との 関係は，後 に の べ る現象 を除 い て，

ゲ ソ ゴ ロ ウ ブ ナ ，：＝ゴ ロ ブ ナ
，

ヒ ワ ラ と ， ほ ぼ 同 じ

・傾向 を しめ し， L5 〜2　cc の酸素量付近 か ら，酸素

量 の 減少 に 伴 な い 呼 吸量 も減少す る e 比較的多数の

個体を 用い た ゲ ン ゴ ロ ウ ブ ナ と ヒ ワ ラ に つ い て 平均

した もの （平均体 重 もほ ぼ 同 じ） を比較し て み る

．と，ゲ ン ゴ ロ ウ ブ ナ の 場合は 呼吸量は溶存酸素量 3

CC 付近 か ら しだ い に 酸素量が へ る に れ て
一

時的 に上

昇 し ，
2．　25・cc 付近 で 最高とな り， 再び 減少す る。

一
方 ，

ヒ ワ ラ の 場合 は ， 溶存酸素量 2、25　cc 付近 か

ら，酸素が 少 な くな る に つ れ て ，呼吸量 が 増加 し，

1．5　ce で最 高 と な り，再 び減少す る 。 溶存酸索量と

呼吸回数との 関係 に つ い て は，ゲ ン ゴ ロ ウ ブナ は，

溶 存酸素量 3　CC 付近 か ら，酸 素 量 の 減少に 伴な っ

て ， 呼吸 回 数 は増加 して くるの に 対 し，ヒ ワ ラ は ，

1．75　 cc 付近 か ら酸素量の 減少 に 伴な い 呼 吸回数 が

増加 して くる 。 こ れ らは先の
一
時的呼吸量 の 増大が

み られ る酸素濃度の 値 と
一

致して い る。 ま た ， ゲ ソ

ゴ ウ ブ ナ で は，0．5cc の 溶存酸素量 で は，呼吸 回 数

に み だ れが 生 じ， 不規則な呼吸を行な う よ う に な

り， 呼吸回数はむ しろ，減少す る 。一
方，匕 ワ ラの

場合 に は ， 少 な くとも，O．5cc の 溶存酸素量 の と こ

ろ で は こ の よ うな 呼吸 の み だ れ は 生 じな い。以上 の

結果 か ら， 表層 に す む ゲ ソ ゴ U ウ ブ ナ は ， 底層 に す

ん で い て低酸素に さらされ る こ との多い ヒ ワ ラ に く

らべ て ，低酸素 に 頬す る感受性が 強 い こ とを しめ し

て い る
。

　　越冬昆虫の な か に は液体ガ ス 温度 （
− 200°C付近）

　に冷却 さ れ て も生 存で き る程高 い 耐凍性を もつ もの

　が あ る 。 昆 虫体内の 凍 りうる 水 は，− 30°C で ほ と

　ん どそ の全量 が 凍 る と考え られ ，

− 30°C で充分細

　胞外凍結 に 耐え られ る もの で は，更 に 低温まで 冷 し

　て も氷 の 増量 や 脱水 ， 濃縮に よ る害は防ぐこ とが で

　きるe しか し今まで知られ た 限 りで は，こ の よ うな

超低温凍結の 後に 変態し た成虫は完全な形 で 羽化 し

　た例は な い 。 こ れらの 多 くは成虫組織 の 不充分な発

達に よ る と思 わ れ る脱皮不能 で あ り，特 に ア ゲ ハ チ

　ョ ウの類で は体の後半 （第 3腹節以後）が蛹 体の ま

ま残存す る 「半成虫」 の 形成 が し られ て い る （Asa ・

hina　1959）。

　 丹野 （1968）は ， ポ プ ラ ハ パ チ の 前蛹 を 一20ec

− 5°C− − 30°C一 液体 窒 素温度の 4段凍結を さ

せ て ， 使用 した 昆虫の 大部分 の もの を正常 に 羽化 さ

せ る こ と に成功 した。こ の 結果と凍結中の 虫 の 切 片

の 観察 か ら， 彼 は 超低温凍結に よ る傷害 は ， 細胞外

凍結の 状態で 虫体が 急速 に冷却され る と き の 熱収縮

に もとつ くもの で あ り，成虫組織の 形成 に 必要 な 特

に 大形の 脂肪細胞 が 害をうけや す い と考え た 。 上記

の 予備的な凍結の 過程で
一旦 温度を高め て い る こ と

が，細胞 の 周 囲に あ る微氷粒 の 数をへ ら し，こ れを

大形化 ， 球形化 さ せ る た め ，熱収縮の 際 ， 細胞 に あ

た え られ る歪みを へ らすの に 役立 つ と彼 は 推論 して

い る。

　 エ ゾ シ ロ チ ョ ウ の 越冬幼虫 （3令）を 使 っ て 丹野

の 法に 似 た 4段凍結 と，一一309C 一
液体窒素温度の

二 段凍結を 比較 した とこ ろ，双 方の 場合 に 半数 以 上

の 虫 が 完全 に 羽化 し ほ とん ど差 が な か っ た
。

こ れは

こ の 幼虫が，ご く小 形 （2mg ）で あ る た め，凍結冷

却中 に 体組織の 各部 に おけ る熱収縮 の 差 が 比較的少

な く，ま た体細胞 の ある もの に 害を うけ て も， 融解

後，5 令幼虫まで 生長 して い く問 に，正常な器官形

成を行 な うに 足 る だ け の 充分な物質 の 補給 と，変態
に 必要 な 細胞を再構成す る時間的余裕が あ る た め で

あろ う 。
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：大台ケ原山 の鳥類調査

白附憲之 （大阪浪速高校）

　 JIBP−CTS （研究代表者 ， 東北大
・
加藤陸奥雉学

長 ）の 補充調査地 の ひ とつ で あ る 大台ケ 原 山 地区の

鳥類を 調査した 。

　調査は 1971年 6 月 3 〜4 日 ， 7月 15〜17H
， 8 月

6〜 9 日，
10月22〜24日 と72年 10月 6 〜 7 日に 行 な

っ た 。

　調査方法は 主 に ラ イ ソ セ ソ サ ス で ，一部 は待機 セ

ソ サ ス に よ っ た 。
セ ン サ ス ル

ー
トは 大 台ケ原山頂

一

大杉谷
一

宮 川 ダ ム と柏木
一

筏場
一

大台 ケ 原山頂
一

古

和谷
一

尾鷲 で あ る 。

　今回は主 と し て ， 山頂付近 の植生 と 優占種 の 関

係 ，そ れ に 大 台 ドラ イ ブ ウエ イ 建設 に 伴 な って 起 こ

っ た と思 わ れ る影響に つ い て 述 べ る 。

　 1．　 山頂の
一部に ト ウ ヒ 純林 （亜寒帯林） が あ る

他は，大部分が ブ ナの 原生林 （温帯林）で ある 。 両

方 の 森林 ともヒ ガ ラ が 優占種 で あ り 30％ 以上 と多

い 。 両林 の 構成種に あ ま り差は 認 め られ な い
。 強い

て 言えば ブ ナ 林 の 方 が種は 豊富で あ る 。 こ の こ と は

植生 の 比 較的単純 な トウ ヒ 林 が 限定 さ れ て い る た

め，周 りの ブ ナ林か ら鳥の 移 入 があ り， 両林 の 差が

無 くな っ た もの と考 え られ る。

　 2．　 ド ラ ィ ブ ゥ ェ ィ建設 に より森林が 切 り開 か

れ ，そ の た め所 々 に 明 る い 開け た 土地がで きた 。 そ

こ へ 草原性 の ホ オ ジ ロ が 侵 入 して き て い る。現在 の

と こ ろ山頂付近 で の 繁殖 は 認 め られ な い が ， 周 りの

伐採 の 進 ん だ と こ ろ は勿論，道路沿い に か なり入 り

こ ん で い る 。 近 い 将来 山 頂 に も生 息 す る よ うに な る

と思 わ れ る 。

　 3． 道 路 開通 に 伴 な い 多くの 人 が 山 頂 に 集 ま る よ

うに な っ た 。 そ の た め宿舎 も増え ，
ゴ ミの 排出量 も

多くな っ た。そ の ゴ ミ を 宿舎近 くの 林 内に 穴 を掘 っ

て す て る 。 その ゴ ミ 捨 て 場を餌場 に して ハ シ ブ トガ

ラ ス が集ま り，個体数 が 急増 し た e た とえ ば昨 71年

は 15羽前後の 群 らが りで あ っ た の が，今年72年 に は

50羽位 と わ ず か 1年 間で 3 倍以 上 に もな っ て い る。

条虫相よ りみた 日本産 コ ウ モ リの 分布 II

沢 田　勇 （奈良教育大学生物学教室）

　昨 年 の 本 大 会 後 岡 山 県新見地 方，熊 本 県下 お よ び

大分県狩生 鐘 乳洞内の コ ウ モ リを採集して 寄生条虫

相を調査 した 。 新見地区で は宇 山 洞 ，三 ツ 木洞 ， ニ

ツ 木 洞 お よ び 羅 生 門 の 4．個所 で キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ

を採集 した。寄生条虫 は 宇山洞 は InsectivorelePt
’
s

obamotm
’
で 約西方 10 ゐ甥 に あ る鬼女面 の コ ウ モ リ

条虫 と共通で あ り，
三 ツ 木洞 お よ び ニ ツ 木洞は Hy ・

menotept
’
s　subroste ” ata で 約 40　km 西方 に位 置

す る広 島県 比 婆郡東城町 帝 釈 の
“ n の 岩屋

一e
の コ ウ

モ リ条虫 と共通種 で あ っ た 。 羅生 門の条虫の み は新

種 で Hymenole ρt
’
S　 rashemonensis 　 n ．　 sp ．で あ っ

た 。こ うし た こ とか ら考 え る とキ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ

があ る
一

地区 に おい て コ ロ ＝ 一を形成す る際 に は異

な っ た 場所 で 越冬 し た も の が 2 ，3 個 所 に集ま り，

そ の 場所で そ れ ぞ れ の 条虫 に感染 して ， 秋期気温 の

低下 に と もな っ て少数ず つ 異な っ た 洞穴 に 入 っ て越

冬す る よ うに 思われ る。熊本県下 で は日光洞 の コ キ

ク ガ シ ラ コ ウ モ リ の 条虫 は VamPi
’
relePt

’
S　ise”Sis，

五木村の 吐 合 潮 の 条 虫 は 岡 山 県羅生門の 条虫 と共 通

種で あ り，九十九折洞の そ れ は 新種で あ る Hymeno 一

琵 μ stsu2urasensis 　 n ．　 sp
， が 宿 っ て い た 。熊本県

下 の キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ に 寄生 して い た 条虫は 岡 山

県暫見地区 に 比 べ て 共通種が少ない こ と が わ か っ

た
。

こ れ は新見地 区で 調査 し た 鐘 乳洞 が 比 較的 近 距

離間に散在して い た の に 反 して ，熊本県下 の調査は

広範囲 に お よ ん だ た め と 思 わ れ る 。

一
方 コ キ ク ガ シ

ラ コ ウ モ ウ り に 寄生 して い た 条虫 は 岐阜県垂井 町で

発見 した RedentotePi’S　tarπiensisを除 い て は すべ

て 演 者 （1966）が 伊勢市 郊 外 に あ る鷲嶺 鐘 乳 洞 の コ

キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リか ら記載 した VamPt
’
rotepis

ise” sis の み で あ っ た 。 岡 山 県下 の 風 戸の 穴，川面

の 廃鉱 ， 日光洞 ， 大分県 の 狩生鐘乳洞 の コ ウ モ リ条

虫 は す べ て VamPt“rote ρfs　isensisの みで あ っ た。

コ キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ の 条虫の み が ど うして遠 く離

れ て 生 息 して い る コ ウ モ リに お い て 共通点 が 多い か

に つ い て は もっか検討中で あ る。
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