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れ よ り もは る か に 大 で あ る こ と ， 偽 ♀， 偽 δ の 両性行動 が 同時 に 趨 る頗度 は偽 δ性行動 の 起 る頻度 よ りも さ

らに小で あ る こ と を報告 し ， つ ぎ に多 くの 場合 こ れ ら偽性行動 の 際に 順位 に つ い て の 行動 が 先行 し て い る こ

と を述 べ た い ．」た と え ば ， δ δ の 闘 で た た か い が 起 り， 優者 が 劣者を完全 に 追 い つ め て し ま う El 前者 は 後

者 に求愛尸ヨ舞…を し きりに 行 う。

　偽性行動 の 因子 と し て ，近来 ホ ル モ ン ま た は 構造 の 異常性 ， ♀ の 優 泣 と δ の 劣位 ， 性的 ド ラ イ ヴ の 抑制 ，

異性 relcaser に よ る刺激 の 4 因子 が 考 え られ て い る。

筆者 は こ e で
・

牲 行動能性
”

を 設定 し ， こ れ が一
定 の 社会順位関係 に よつ て 変化 し・

’一
定 頻 度 の 偽性行

動 を 起 し 得 る こ と を述べ
， 偽性行動 生 起頻 度説明 の 1 試案 と し た い 。

ヤ マ ガラの 形態弁別 能 力につ い て （ll），　 丘 　 直 通　（東教大 ・教 ・心）

　目酌 ： ヤ マ ガ ラ に は ， やや複雑な幾何学的図形 を どの 範 囲ま で 弁別す る 能 力 が あ るか ，ま た 何 を手 が か り

と し て 弁 別 し て い る か を 調べ る ／コ方法 ： 前 大会 に て 報告 し た 方法 と同 じ u た だ 異な る点 は ， 全実験 に 回転止

り木 に ょ り生 ず る体位 の 平衡保全 不 能状態 を利 用 し て の 罰 を 与え た こ と ， ま た ， 特 に 複雑な図形 は ， 大図形

を 写 真 va よ り縮 小 し た 物を 用 い た 点 で あ る ・ 結果 ，
　6’　

一
・ ガ ラ は 正 八 角形 と正 ＋二 角形 を弁別 し ・ ま た 正 八

角形 と そ の 回転図形 を も弁別 す る こ とが で き る。そ れ 以 上 は
一

般 に 困 難 で あ る c ま た ， 縦縞傾藏正 方 形 と 横

蘭 正 方形の 弁別学習 の 完 ∫した 価体 に ， 横縞顧斜 正 方形 と 縦縞 正 方形 と を与 え ，比 較選択 させ る 時 ， 輪廓 を

手 が か りと す る もの と 縞 を手 が か り とす る もの 相半ば した 。 ヤ マ ガ ラ は ， 図形弁別 ICあ た り， 恒 に輪廓 と軸

性 を 同時 に手 が か B と し て い る もの と考 え る 。

綜 合 討 論

問 連 鎖 反 応 に お け る反 応 序 列 の 飛躍及 び mag　 e どの よ うtcli　 grされ る カ  （常木勝次）

答 　隣接行動聞 の バ ン ドの 太 さ ， す な わ ち 頻度 の 竜っ と も大な る もの を もつ て 連鎖 を な す と考 え た の で あ っ

て releaser と drive
．
を もつ て 説明 し た い 。つ ま り両 者 の 相 互 関係 に よつ て 起 るの で あ っ て 飛躍 ， 逆 転 も場

合 に よ つ て は起 り碍 る o （小野 嘉鴟 ・撻淞 辰美）

ヤ マ ネ の 分 布 　下泉 重 吉 陳 教大 ・動

　巳本産 ヤ 》 ネは 地 理 的 に は本州 ・四 国 ・九州 に 分布 して te　b，北海道 に は 産 し な い 。っ ま り津軽海狭 が 境

か い 線 と な っ て い る c 気候的 に い う と 北海道 に 分布 し て い て よ い 筈 で あ るが ，今 ま で の と こ ろ末 発見 で あ る。

ヤ マ ネ科 に は 8 属 が 知 られ て 細 り，こ れ を 地図 上 に あ らわ し て み る と ， 欧州 及 び 小中 央 ア ジ ア か ら海岸浴い

に 日本 の 方 向に 進み ，そ れ が 津軽海狭 に よ り北 上 を さえ ぎられ る もの と考え る。垂直分布か らみ る と富± 山 の

頂 上で 捕え られ て お り， 八 ケ 岳 で は ハ イつ 帯 まで 分布 して い る。標高 か らい うと 低 い 限界 に 問題 が あ る 。 今

ま で に 明 か に なつ て い る と こ ろで は 四 国 （緯度 N35 ・5°附近）の 低限界が 880　m ，下北半島 （緯度 N 斗1’

附 近）で は 平 地 に す む ． そ の 閻緯度 の 鬲くな る に つ れ て 低限界 が 低 ぐ な る。ヤ マ ネ の 垂 直分布 の 低隈界 ttヘ

ビ の 分布 と 関係 が 深い と思 わ れ る。即 ち ヘ ビ が 殆 どみ られ な い と こ ろ に ヤ マ ネ が 多数概愚し て い る例 が 多 い

1 と ， 東 京 で ヤ マ ネ を多数飼育 し て い る と ア オ ダ イ シ ヨ ウ が 集 つ て きた 例 が あ る こ と ，
マ ム シ が ヤ マ ネ を呑

ん で い た 例 が あ る こ と な どで 証拠 ず け られ る と考 え る 。

問
’

ヘ ビ 以外 の 天敵た とえ ば イ タ チ 等 は 考慮 され なか つ た か。〔大田 嘉 四 夫）

答 　イ タ チな ど に 塗わ れ た 例を見 て ない の で ， 今 の と こ ろ 考 え な か つ た。も し ヤ マ イ イ チ な ど に 喰 わ れ る と

　 して も低限界を規定 す る もの で は な か ろ う。
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