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東京産 コ ケ 水 を南極 産 コ ケ に 継続滴下 し

た場合にみ られ る生物相構 造の 変動

鈴木　実 （実践女大 ・生）

　南極大陸 に 生育す る コ ケ の し ぼ り水中 に は 分類学

的 に み る と，か な り多 くの 属種が見出 され る 。 い っ

ぽ う各国で な さ れ た 相的調査 の 結果 を此較 し て み る

と，そ こ に は ，意外 と顕著な差異 も存在 す る 。 こ の

点 に 関 し て は ，風 ま た は 鳥 な ど に よ り他 の 地域 か ら

飛 ば さ れ ，ま た は 運ば れ て きた 微小生物 の 南極 と い

う特殊な環境 に 対 す る 適応性 の 差が，問題解決 の キ

イ を もつ と考 え られ る 。 前 大 会 で は ，1964 年 5 刀 2

日 か ら 7 月 2 日 まで の 問，約 7 日 問隔 で 東京産 コ ケ

の し ぼ り水 O ．014ntlX2 を 南 極 産 コ ケ に 滴 下 す る と

い う実験 を 2 組ず つ 行 い ，そ れ ぞ れ 南極 お よび 東京

産の コ ン トロ
ー

ル と の 比 鮫 を 試み た 。 今函1は 1964年

11月IS日か ら 1965年 3 月20日
．
まで ，ま っ た く同 様 な

方法で 調 べ て み た が ，生物 の 種類や そ の 時 の 状 態な

どに よ り適応性 に は ， か な り差 の あ る こ とが 再 確 認

さ れ た と と もに ， 2− 3 の 属種 た と え ば EuProtes

な ど で は ，極 め て特殊 な反応 を示 す こ と も明 らか と

な っ た。

稚 ア ユ の 背景反応

小山長雄 ・近藤芳 雄 （信州大 ・繊維 ・生 ）

　魚 の 運動 背 景 に た い す る 反 応 は ，視覚か ら す る
一

種 の 走流反琢 と み られ ，は じめ Clausen に よ っ て

研究 さ れ た 。 私 たちは 円周 運動背 景 に た h す る稚 ア

ユ （そ上 期 の ア ユ ） の 反応 を し らべ て つ ぎの よ うな

結果 をえた 。

　 L 　 底面背 景 よ りも側面背 景 に た い し て 反 応 度 が

高 い 。 こ れ は視覚器 の 位置か ら当然 か も しれ な い が

底面背 景 に もか な りの 程度反応す る 。

　2・ 無彩色 の 明度差 に よ く反 応 す る 。明度差 が 小

な らば ，反応度 も小 さ くな る 傾 向が あ る 。 し か し，

明度差 2 以 下 の 小 刺 激に も感応す る 。

　3． こ の 時期 の ア ユ に は 同走反応 と 逆走反応 の 両

反応 が み られ る が ，まだ同走反応 の ほ うが は る か に

優位で あ る。視覚か らす る 走流性が 逆転す る時期 に

あた る よ うに 思 わ れ る 。

　4． 赤 味黄 ・榿 ・赤 に よ く反応す るが ， 紫 ・赤味

紫 に は ほ と ん ど反応 し な い 。 稚 ア ユ に は 紫 ・赤 味紫

に は色覚が ない もの と 思 わ れ る 。

金 魚を用 い た集団条件反射の 研究

水 口 憲哉 ・金山行孝 ・柘 植秀臣

　　 （法政大 ・生 物 生 理 ）

　個体に お け る条件反射の 形成過程 に 差異の あ る こ

と は ，群行動 の 解析 に あた っ て 無視 で きな い 点 で あ

る。金 魚 を 6 尾 1群 と し ， 5群 を用 い て ， 光 を条件

刺 激 と し て 食餌運動条件反射 の 形成 を試 み た 。 各群

に お け る条件反射の 形成過程 は ほ ぼ 同様 で あ っ た 。

一時結合の 強 さ と安定性及 び 分 化の 過程 の 分析か ら，

集団実験前 の
， 短 時 間 の 行動 観察 で 活勤的 で あ っ た

個体 の 中に も，（11興奮 過程 ，抑制過程共 に 強 く釣 合

い の とれ て h る もの
，   興奮過程 が 強 く抑制過程 の

弱 い もの
，

の 二 型 が あ り， ま た静止的で あ っ た 個体

の 中 に も，  興奮過程 の 弱 い もの ，等 の 特徴的な個

体が 見出 され た 。 条件反射 の 安定性及び行 勤順位 の

解析 か ら． こ れ らの 個体 の 行 動が，集団運 動条件反

射 に 促進的 に も抑制的 に も待徴的 に 作 用 す る こ とが

示 さ れ た 。 未訓練群 中 に 既訓練魚 の 混 入 を試 み た と

こ ろ，群 と して の 条件 反射 形 成 が 促進 され た こ とは

上 記 の 事実 を証明す る もの と考 え られ る 。

モ ン シ ロ チ ョ ウの 配偶行動 に関す る研究

IIL 　雌の 交尾拒否姿勢 の 解 析

小原嘉明 （農 工 大 ・生 ）

　 モ ン シ ロ チ ョ ウ の 雌 は
一

度交尾づ
1
る と，そ の 後は

接近す る 雄 に 対 し て 交尾拒 否姿 勢 を と っ て 雄 が 交尾

す る こ と を拒 む 。

．・
方未交 尾雌 は こ の 姿勢 を と る こ

と な く，ただ ち に 交尾 を許 す 。 既交尾雌 に 交尾拒否

姿 を と らせ る 生 理 的 状 態が 何 に よ っ て 竜た らさ れ る

か を 究明 す る た め に ，交尾 に よ っ て 雌 に 与え られ る

刺 激 を，雄 の 外 部生殖附属器 に よ る 機械的刺激 と，

spcrm の 注入 に よ る 刺 激 と に 分 け て 考え，　 ま ず前

者 に つ い て実験 を 試 み た 。 す な わ ち 雄 の aedeagus

を 切 断 し ，sperm が交尾 の うに 入 らig　b よ 5 に し て

交尾 さ せ ， 交尾に よ る朿1嫐 を 外部 の 機械的刺 激だ け

に 限定 し た 。
こ の よ うに 交尾は し た が sperm を注
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