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　冬 眠 をなす哺筑類が ， 他 の 哺乳類 と著 し く異な る點 の 一一・
つ は ， 體濫が 0℃ 附近か ら 37℃

附近 ま で の 廣範圍に わ た つ て 變化 す る こ と で あ る 。 こ の 廣範圍に 變化 す る 體温 とその 動物の

活 動性 と の 關係 に 就 て 研 究 され た もの は從來非 常に 少 く ，ErSENTRAU ’r （正935） の カ ウ モ リ ，

JOHNSON（1930） の リ ス
，
HERTER 〈1P32）の ハ リネズ ミ に 關す る もめ が其の 主 要 な もの で あ

る 。 筆軒 は 口本 産 ヤ マ ネが 冬眠 よ り覺 醒す る過程 を數多槻察す る事 を得 ， その 覺醒過程 の 進 行

きで俘 ひ ， ヤ マ ネの 表現 す る 活動性 は漸次 變 化 移行 す る事 を知 っ た 。 依 つ て そ の 活動性の 變化 に

從ひ體媼 を測 定 し ， 從來の 筆者の 研 究事項 を も綜合 して 日本産 ヤ マ ネの 體温 と活動性 との 關係

に就 て 吟味 を試みた 。 以 下 その 研 究の 概 要 に就 て 逋 べ る。

2　 日本産ヤマ ネの 覺醒過程

　　冬眠 をなす哺孚L類が ， 冬眠か ら覺醒 す る ときの 邊 程 に就 て は MERZBACHER （190i），
　 PEM −

　BREY 　and 　P エTTs （1899），　 HAHts − （1914），
　 DuBols （1896），

　 SHGw （1922），
　 HATT （1927），

JOHb’seN （1923）等 に依る數多の 報告が あ るが ，
　 H 本産 ヤ マ ネの 覺醒 過程 に 就 て は未だ報告 さ

れ て ゐ ない
。 筆者は 過 去數年 問に 數多 の 日本産 ヤ マ ネの 覺醒 過程 を觀 察 し ，深 い 冬眠 中に あ る

ヤ マ ネが 覺醒す る場合 ， 多 くの もの は略 々 同掾 の 過程 を經過 す る ζ と を知 つ た 。 而 して深 い 冬
’
眠 中の ヤ マ ネを暖 い 室 （約 20℃ ）に 移す と覺醒 を始 め 多 くの 場合全覺醒 過程 を 9 期 に 分 つ 事

　を得 ，且 つ 各期 を特徴づ け る 活動性 を示 す もの で あ る 。 以 下 そ の 大 要 を蓮 べ る 。

　 第 1期 氣濃 0°…6°C の 靜か な處で 冬 眠 して ゐ る ヤ マ ネは ， 體 を球歌 に 丸 めて ゐて 手 を輕

　く觸 れ る樣な弱 い 刺戟に 劃 し て は殆 ん ど反 應 な く，叉 “ を堅 く閉め て ゐ て ， 體温計 を挿入 し よ

　うと し て も容易 に開かな い
。 けれ ど も呼氣 を吹 きか けた り ， 稍 々 弧 い 刺戟 を加 へ る と體 を釜 々

丸 くす る 。 呼 吸 は 2 ，3 分閥毎 に 數囘な すに 過 ぎす ． 極 めて綏慢で あるが ， 呼i氣を吹 きか け る

と惹 に ユ分聞 10 囘か ら 40 囘位の 呼吸 をす るや うに な る 。

　 第 2 期　前期の 厭態に て 冬 眠 中の ヤ マ ネ を暖 い 窒 に 移 して 數分聞 經 過 した もの は ， 體 を第 1

期 と同 じく丸めて ゐて 翡 い 刺戟に 對 して も ， 釜 々 體 を 丸 くす る樣 に 反 應 し ， 嬲温計 を日 腔 に挿

入 し
，

よ うとす る と ・ それ を避 け るか の 如 き方 向へ 頭 部を動か し，口 を 自ら開 くこ とが 出來 る
。
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こ の 朕態の もの で は呼吸數は次 第に 塘加 し 1 分聞に 40 囘か ら 80 囘位まで に なる ，

　第 3期 　ヤ マ ネは尾 を仲 し ， 四 肢を動か し始め ，球 歌の 體 を伸、し始め る 。 綾 v ・ て 四肢 を盛に

振動 させ るや うに なる 。 呼吸數 は t分間 150囘か ら 200囘位 に増加 して ， その 速 さは覺醒時 と

殆 ど等 し くな る。

　第 4 期 體 を横或は 仰向け に して 置 く
’
と ， 體 を動か して ll夏這 ひ の 姿勢に な る。

　第 5期 體温計 を rIに 挿 人 しよ うと した D
， 手 を觸 れ る と攻嚶的態度を示 し，齧 る 働 きが 現

は れ、ろ 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’
　　　　　　　　　　　　　 一

　第 6．期 瞬 をな し ， 僅に 開眼す ろ 。 手 を觸れ る と僅に 這ふ 。 けれ ど もその 這 ひ方は體 を引摺

る や うで 完全 に 四肢で 體 を支へ る こ と は 出來なV ・
，，

　第 7期 眼 を完全 に開 き四 肢で 體 を支 へ
，

！ i三常に 這 ふ こ と が 出來 る 。 餌を近 づ け る と 嗅 ぐ如

き動 作 をなす が ， 浪 だ 活撥で は な く餌 を食 さ な い
。

　第 8 期　脱糞や 放尿 をな し ， 彳働 は 敏捷に な つ て ， 餌 を與 へ る と食す 。完全に 覺醒 した 欣態

で あ る
、

3　 體温 の 測定方法及び測定 結果

　ヤ マ ネが 冬眠か ら覺醒す る過 程 をみ る と上 に述 べ た如 く ， 比較的 明瞭 な る 8 期 を匿 別す る こ

とが 出來 る の で あ つ て ， 各期 に特 有の 訴動性が 現 はれ る 。 依 つ て 筆 者は鴒温と 活動性 と の 關係

を求 め る 目的で ， 冬眠中の ヤ マ ネ を覺醒せ しめ ，各期に 於 け る 體温 を測定 した 。
こ の 濁 定 は

1939 年 ユ 月に 行 つ た も．り で あ る 。 測 定 に 用 ぴ た ヤ v ネ は 10頭 で ， 體重は 209 乃至 249 （約）・

外見上極 め て 健康に 見え た もの で あ る 。 か や うな ヤ マ ネ を温度 4℃ 乃至 6℃ の 氷 室へ 移 し・

冬眠せ しめ て 1週問 を經 た もの を 20℃ （約）の 室に 移 して 覺醒せ しめた 。 而 して そ の 覺醒過

程 を注 意深 く鯉察 し ，
1 つ の 期か ら次 の 期 に移 つ た と思はれ る と き ，速 に 口 腔 に體溢 計 を挿 人

し て 體渥を讃み 取 つ た 。 例 へ ば氷 室か ら取 ll｛した ヤ マ ネ即ち第 1 期の 欺 態に あ る もの が ， 呼吸

數が 1分闘 40 囘に な り，口腔 へ 體湿計 を挿入 しよ うとす る と僅 に 頭 を動か して ，避 け る如 き

弱v ・反 應が 現は れた と き H 腔内 へ 鱧温計 を挿 入 して 體温 を計 つ た 。 從っ て 測 定 した 値は 各期 の

始 りに 於 け る 體温 と 見｛故す 事が 出來 る ． こ の 體温計 と して は熱電 對 を川 ひ た 。

表 】　 冬 眠 よ り覺 醒 しつ S あ る ヤ マ ネ の 各 期 i：於け ろ體温
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　 q ヨ本産 ヤ マ ネ σ〜加 ぬ g 画卿 戚 邪 （SC」1lNZ ） の 冬眠 に 開す

’
る 研 究 　

’
i［5？

　表 1 は か く して 測 定 した結果で ある 。 覺醒週 程第 2 期に於け る體褞測 定 の 結 祟 1ま最低 6．12℃ ，

最高 8・41℃
，

ii三均 7・44℃ で あ る 。 第 3期は最低 1［L8S℃
， 最高 15．88℃ ，平均 1351℃ 。第

斗 期は 最低 16・45 ℃
， 最 商 19・16℃

，

2F 均 1Z86 ℃
， 第 5期は最 低 2L   2。C ，最高 2650 。 C

，

ンド均 23・（39℃
。 第 6期 は 最低 24・64 ℃

， 最 高 29．36℃
，

2F 均 27．37℃ v 第 7 期は最儀 28．76℃

最高 33・フ  CC

，ン

ト均 3L40°C で あ つ て
， 第 8期 は最 岻 32．83℃

， 最高 36．70。q ・F均 34，96℃

で あ る ．

4　 考 察

　　日本産 ヤ V ネが冬眠か ら覺醒 す る 過程 に 於け る鱧温測定 の 結果 は上 に 蓮 べ た如 くで あ るが ，

以 下 そ の 測定値 に もとづ き 體温 と話動性 に就 て 考察 を試 み る。上 述 の 體温測 定値をみ る と第 2

期に 於て は 冫F均 テ・44 ° C で あ る 。 而 して こ の 測定は第 2 期が現は れ た 直後な され た もの で あ る

か ら ・ 第 2 期は こ の 測定 もりも少 し く前 に 始 つ た と考へ ら肛 る 。 故に 測定結架の 千均體溢 は

7・44DC で あ るが ， 第 2 期 は體溢約 フ℃ 附近か ら始 る もの と推 測 す る 。 從 つ て 第 1期 は體温約

7℃ に て 絡 る と見做す 事が ill來 や 5 ． 而 して 冂本産 ヤ マ ネ・確 鍬亡中の 最低黌纖 は 前の 論文 に

述 べ た如 く 0・67° C で あ る 。 依 つ て ヤ マ ネ の 覺醒過程第 1期 は飆 畳 0．67 “ c 乃至 7・C の 範圍で

あ る と言ふ 事 が 川來 る
。 また第 3期 Lり 醴 湿測 定の 弔均 は 1351℃ で あ るか ら第 3 期 と第 2 期 と

め 境 は體温 約 13℃ で あ る と考 へ られ る 。 從 つ て ヤ マ ネの 覺醒過程 第 2 期は 體 温 7℃ 乃 至

、
］3℃ の 覯 で あ る ・ か く して 日耕 ヤ マ ネ の 覺醒週 程に 於 け る各 期の 體瀧範 圍を求 め る と表

2 の 如 くに な る 。

　 MERZBACHER （1903） は カ ウ モ リの 冬眠 に 關 す る研 究 に 於 て ， それ の 冬眠 の 欺 態か ら 4 つ V）

麟 を剛 し て を b ・
　 Er・− AU ・

’
は そ の 剛 蝋 認 しt ・ 　 刻 asme、 囑 輒 つ 功

更 に 彼 は概 殳階の 體温 を決 定 して ゐ る 。
IY｛ERZBACHER に よ 　 　 る ヤ マ ネ の 各期の體温範圍

甥論  認鑑 驚 理蕩響
こ

嚢畆課
．

期； 語
一

癇 圍

の 鵜 に 1糺 ・ は徽 を屈 げ・
， 體 を勸 る ・ と で あ ・ ． 　 馴

  ’61
：談

「

EISEMRAUT は こ の 段 階 の 體源は 0℃ 以下 で ある と い ふ e

JOHNsoコ に よ る と ， リ ス は體温 2 °

乃至 5° C に 下降す る と

相 當強V ・刺 橇に對 して も何等 の 反 應 を示 さな Vb と 。 筆者の 日

本産 ヤ マ ネに 於て は ，以 上 の 欺態に 相當す る の は第 1期の llJこ
態で あ つ て ，こ の 期は體温 O・76℃ 乃 至 7cC の 範圍であ る 。

δ

466781
13〜ユア

゜ C
17〜23°C
23．vS ア

゜C
廿7〜31° C
31−−34 °C
3垂〜37 °

（：

　MER 跚 ACHER は カ ウ モ リ の 第 2 の 段階 は M ご ulla 　Gblo 矗gata　Re 既 x が 明瞭に現 はれ る段階

で あ る とVl ひ ，こ の 段階 は カ ウ モ リ が 冬脱 し て ゐ る普 通 の 欺態で あ る とい ふ 。
　 EISENTRAur は

こ の 段階 は體 温 0
°

乃至 10℃ の 範圍で ある と い ひ ， こ の 歌態に ある もの を 深 v ・冬眠 とい つ

た 。 JOHNSON は リ ス の 體温 10℃ 乃 至 15℃ の 聞で は刺戟に 對 し弱 vo反 應 を示 すだけで あ る ．

と い つ て ゐ る 。 日本産 ヤ マ ネの 第 2 期 は M £ RZBACHER の カ ウモ 卩に於 け る第 2 階 に 相 當 し ，

JOHtstsoNの リ ス に於け る體温 10℃ 乃至 15° C の 範1醐に 相當す る と思 はれ る 。 面 して ，
こ の

第 2期 lo於 け る 日本産 ヤ マ ネ の 體温 は 7° C 乃至 ユ3℃ で あ っ て ，〜二の 期の 活動性 は既に 蓮iべ

た如 くで ある 。 早常に 冬眠 して ゐ る もの は鏤 1 期 及び 第 2 期の 體温範圍 で あ る 。
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　MERZBACHER は カ ウ モ リの 第 3 の 段階に 於 て は大腦活動が1｝騰 し ， 附着反 應が衰 へ
， 方向

つ け られた防禦．運動 をなす と vo ひ ，
E 正s団 TRAur は こ の 段階は 體湿 10℃ 乃至 33° C の 範圍で あ

るが ，第 2 段階 と第 3段階 と の iVi“c は 判然た る境 は な い と い つ て ゐ る 。 叉 JOH：
’so ：

T
の シ マ リ

ス に 於 て は體 温 2e℃ 乃 至 30℃ の 間で は ， 目映 さ うに して 前進 した り，不 自然 に立 上つ た

り ， 觸れ る と不 活撥に 咬付か うとす る と述 べ て ゐ る 。 以上 の 如 く EISENTRAU ［r も JOIIPtSOtS’
も

體温 15° C 以 王 30℃ まで を一・つ の 段階 と して 取 扱 つ て ゐ るが ， 筆脅は 日本産 ヤ マ ネに 於 て は

體温 15℃ よ り 31℃ まで の 問 を第 3 期 か ら第 6期 まで 4 期に分 つ た 。 而 して MERzBACHER

の い ふ 大腦活動 の 鬮始 に よ り方 向づ け られ た防禦運動 を現 はすの は ヤ マ ネ で 第 5 期卯ち體温は

約 23 ° c に 逹 して か らで あ る 。 また JOHN§ON の シ マ リス に就 て 言 つ た所 の 目映 さ うに 前進す

る の は ，ヤ マ ネ で は弟 6 期に 和當 し ， 體温は 27° c 乃至 31DC の 範圍で あ る 。 また JOHNSON
は リ ス が醸 を開 くの は 20° C 乃 至 34℃ 又 は 21 ” c 乃至 37℃ で あ る と い つ て ゐ るが ， ヤ マ

ネに於 て は 眼 を開 くの は第 6 期部ち膿温は 27 ° C 乃 至 31℃ の 間で あ る
。

　・MEZBAeHER は カ ウ モ リは第 4 段階 に 於 て 大腦活動が 完全 に な り順 つ て 四肢 の 運動上 に 差 支

へ な くなる段階 で あ る と言 つ て ゐ る 。
EiSENTRAUT は こ の 段 階の 體 温 は 33° C 以 上 で あ る と述

べ ，叉 」OHNs 鯲 は シ マ リ ス ぱ體温 30℃ 以 上 で 普通 の 活動 をなす と遞 べ た。

　筆者の 日本 産ヤ マ ネに 於 て は 體温 31℃ 以 上 を更 に第 7 及 び第 8 の 2 期 に區分 した 。 第 7 期

は體温 31℃ 乃至 34° C の 範圍で あ つ て ， 完 全 に 這 ふ こ とが 出來 ，食物 を與 へ る と嗅 ぐ如 き行

動 をなすが ， 未だ 食物を食せ す ， 這 ひ方 は綏 慢で あ る 。 第 8期 は體 温 34℃ 乃至 37℃ の 範圍

で あ つ て ， 脱糞 ・放尿 を な し ， 食物 を食 し ， 動作 は極 めて 敏捷で 普通 の 覺 醒 の 耿態 で あ る 。

　以上 は 日本産ヤ マ ネの 覺醒過 程に 於け る活動性の 變化か ら之 を 8期に分 ち各期に は ほ 穿定れ

る 體温範幽が ある こ と を逅 べ た の で あ る 。 こ の 記述 に て知 り得 る如 く日本産 ヤ マ ネの 體温 と ，

活動性 との 闇 に 明瞭な闢 係が あ つ て
， 各期の 活動性 は體温 に よ つ て規定せ られて ゐ る こ とが認

め られ・る
。

　 MERZBACHER は冬眠動物 は覺醒 した が 故に溘 る の で あ つ て ， 温 つ た故に 覺醒す る の で は な

い とV ・ひ sFERDMAN ＆ FErNscHMrT は冬眠 動物の 覺醒 は常に そ の 體温 の 上 昇 と結 び つ い て ゐ

る ， 然 し乍 ら體温の 上 昇が 覺醒の 原因だ と なす の は 誤 りで あ ら うと述 べ て ゐ る 。 また HERTER

（】934）は ハ リネ ズ ミ の 研究に 於て ，
ハ リネズ ミ の 體温 は運動中に 温ま ろ の で な く ， 暖 くな つ て

か ら運動 を始め る の で あ る と Vb ひ ， 更 に 暖 まつ た か ら活渡 に なる
’
か ど うか は決定せ すに を くと

言 つ て ゐ る 。 以 上 3 氏の 考 へ 方 の 中に は ， 知覺や 筋肉運 動が 非冬眠歌態に な る事 を覺醒 とV ・ ふ

の で あ るか ，或は 休怠欺態 に あ つ た産熱機溝が 活性 に移行 した る欺態 を以 て 覺醒 と い ふ の で あ

るか ， 兩者 を判然 と區 別 して を らぬ や うに み読 る 。 筆者 は覺醒は 知覺 及び 筋肉運動が
一
般 に言

ふ 覺醒の 歌態に あ る を指 す こ とと して 考察 する 。 直 ちに 日本産ヤ マ ネに 於 て は ， 飢に 逑 べ た如

く覺醒過程中 の 各期に於け る 活動性 は ，そ の 期に該 當す る體 温に 達 した る と きに 現 はれ る の で

あ つ て ，體温が下 つ て も亦 上 つ て も別 の 期に 移 る の で あ る 。 故に ヤ マ ネ の 鱧温は 活動性 に よつ

て 規定 され る の で はな く ， 活 動性は體温 に よつ て 規 定 され る と考 へ ねば な らない
。 帥ち筋 肉運

動や知 覺等の 所謂動物性諸器官は體温の 上昇 icよつ て夫 々 の 特異な る機能 を發揮す る と考 へ ら

れ る故 に 口本 産 ヤ マ ネが冬眠か ら覺醒す る 事 は體温一h昇が その 直接の 原 因 で あ る と考へ ね ば な

らな V ・
。 而 して 體濃 の 上昇は體 内に 於 け る産熱量 の 塘 加 こ 起 因 す る壌 は 言 ふ まで もな く，從 つ
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て 冬眠耿態 の もの が 覺醒耿態に 移 る事 は まつ 崖勲概溝が 覺醒耿熊 に 移 行 し ，産熱量 を増加 す る

事 で あ つ て ， そ の 結果體濃が 漸次 上 昇 す る の で あ る 。 故 に冬眠動物の 覺醒槻構は まつ 休息歌態

に あ る産熱機能が 活 性 とな りその 機能の 旺 盛 とな る に よつ て 體温 lt昇 を由來 し ， 體温上昇に 伶

ひ 隨意筋肉運動や知 覺等が 漸次 活性 を候復 し，途 に 普通 の 覺醒欺態 に な る の で あ る と考 へ る 。

要 約

　 こ の 諭文 は 口本産 ヤ マ ネの 覺醒過 租 に 於 け る活動性 と體鯱 と の 關係 に 就 て の 研 究結 果の 報告

で あ つ て ， 大要 吹 の 事項 に 就 て 越 べ て あ る 。

1 氷室 内 （6e 乃 丕 4° C ） に て 冬朕 せ る 日本産 ヤ マ ネ を約 20℃ の 室 に て 覺醒せ しめ る とき

その 活動性 が順吹彎化移行 して 一般 に期 を認 め る享 が 出來 ，蕃期 に於 て 特 徴あ る活動性 を現 は

す もの で あ る 。

2　ヤ マ ネ の 覺 醒過 程 に 於 け る各期の 體湿 を湖 定 し ， その 結 某 を表 1 に 示 した 。
こ の 澗定 結 果

か ら各期に 於 け る醴褞範鬩 を決 定 し J 表 2 に 示 して を い た 。

3　ヤ マ ネ の 覺醒遯租に 於 け る著 しv ・’舌動性 と體 温 との 關 係 を裁 訊 して み る 。 　 　　 ・

　 a 體温 o・67cc よ り 13° C 位の lil亅は手 な どに て 接觸 して も體 を球歌に 丸 めて ゐ る
。

　 b 刺戟 を加 へ る と攻 撃的態度 に 出た り ，咬付 い た りす る動作は 嬉 5 期即 ち體湍 が 23 ℃ よ

）i27 ℃ の 刷1で 現 は れ る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
昌

　 c 眠 を開 くの は第 6 期即ち體温が z7 ° C よ り 3jec の 範園で あ る ∫ しか しなほ こ の 期で

は這 ぴ歩 くた め に 未 だ四肢 を自li1に 漢へ なV ・
、

　 d 覺醒 して 完全 に活動 の 出來 る の は 纂 8 期即ち體温 34ec 以上 で あ る 。 第 7期皀卩ち體温

3工℃ よ り 3斗℃ の 範圍で は 雫常q．）這 Ct歩 きは 出來 るが動作 は敏捷 で ない 。

4　日本席 ヤ マ ネ の 覺醒過 程に み られ る各期に 特有の ヤ マ ネ の 活動性は ， 體 温 iF よつ て 規定 さ

れ ， 體 温 の 上昇が 覺醒 の 直接原因で あ り ， 體瀧の 上昇の 原因は休息趺態の 爺熱機能 が 話性 に移

りそ の 機能 の 旺盛 に な る に あ る 。　　　　　　　　　　　　　　　　 ”
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