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1 ，は じめに

　
一
般 に、動物 は 地震 な どの宏感現象な どで 知 られ

る よ うに、人 間 で は察知 で きない 僅かな変化 を感 知

す る能力 が あると言われ て い る。 しか しなが ら 、 実

際に動物行動に影響を与 え る 要因 の 解明 は 極 め て 難
し く、まだ不明な点が 非 常に多 い 。

　本研究 で は 、多摩動物 公園 の 協力 の ド、動物行動
を観察 し数値化 を行 い 、局所 的 フ ラク タル 次元 （LFI））
を用 い て そ の行動の 複雑性 を測定 し、環境気象 と の

関係 を調 べ た 。 こ れ に よ り、環境気象 が動物行動に

与 え る影響を複雑系 と し て の 立 揚か ら考察する こ と

を 目的と して い る 。 なお 、今回観察対象 とな る動物
を ヨ ー

ロ ッ パ オオカ ミ （Cam
’
s ／UPUs 　luρus ）13 頭か

らな る群れ の リ
ーダー

で ある雄狼 の ロ ボ （以下 「観 察

対象動物」）と した。

2 ．研 究方法

1）3 次 元空間内を 自由 に動き回 る こ との で き る物 体

　の 位置座標を（X ，y ，Z）と し、こ の 位置情報 の 時 間変
　化 を考え た。
2）処 理 の 対象 と なる、各座標に関する長さ L の 有

　限な離散時系列 を取 り出 した。観察対象動物 の 位

　置座標 につ い て 、観測尺 度 （サ ン プ リン グ間隔）∬

　に お ける累積 ノ ル ム で あ る A（r ，
k

，
L）は、一般に r，k，

　L の 関数 となるため 、
ユ
ー

ク リッ ド距離を、以下

　の よ うに 定義 した。但 し、［］はガ ウス 記号で あ るc

Iv（r
，
k

，
L）＝

　 　
’
L：

礁侮 毒 譜鵡 1＿ 漏 ．幅 渦 謎

3） IV〈r，k，L）を、適当な比例 定数 ．4 と指ta　Dk を用 い

　て、以下 の よ うに 再定義 し た。

　N （r ，k，L）＝Ar
−Dk

　こ の とき、1フk を LFD と定義 した。

　さらに、両辺 の 対数を とり、

　lo91V（r，k ，
L）＝

− D
κ
　logr ＋ logA ≡ logN

，

　と変形 した 。上式におけ る 、

− Dk は 回帰直線 の

傾 き で あ り、
．
F記 の 式 に よ り求 められ る 回帰係数

　で あ る 。

5） ビデオ撮影 蒔の 気温 、湿度、気圧 を携帯気象観測

　装置（kestre工 4500NV ）に よ り測定 し た。
6）得られた時系列 デー

タか ら 2）、3）の 式を用 い て 、

　長さ30 の Pt動　LFD を算出し、観察時の 気象情報 と

　LFD と の 関係 を
．
調べ た e

3 ，　 結果お よ び考察

　解析結果 を Fig ．1 に示す 。 移動 LFD の 解析 で は 、

晴天 時 と比 べ る と 雨天 時で は しFD の 値が 平均 し て

0．25 程小 さくな っ て い た。こ れ は 、雨 天 時 は 同 じ場

所 に停滞 して い る時間が 多くな っ て い た こ とか ら、
雨天時に観 察対象動物の 活 動性 が 低 下 して い る た め

で ある と考えられ る 。 し か しなが ら、日光が直接個
体 に 当 た っ て い る時は 、 晴天 に も拘わ らず 、LFD が

減少 し て お り、平均す ると 0．18程小 さくな っ て い た 。

こ れ は、体 温 の 上昇を防ぐた め 自発 的 に 活動性 を低

下 させ て い るた めで あ る と考え られ る 。
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4）観察対象動物 の 移 動 エ リ ア を い くつ か の ブ ロ ッ

　クに 分割 し （X ・YZ 座標系）、ビ デ オ カ メ ラによ る

　1 時間 の 定点撮影に よ り、1 分毎 の 観察対象動物の

　時系列位 置情報 を記録 した ．

4 ，　 ま とめ及び今後の展望

　以上 の 結果及び考察 によ り、環 境気象 の 変化に伴
っ て観察対象動物 の 活動性に 変化 が 生 じて い る こ と

が明 らか に な っ た。 こ れ に よ り、動物行動 と環境気

象 との 関係 を LFD に よ り評価 す る こ とが で きる と考

え られ る。

　今後 は、長期の観察を行い 通常状態 で の LFD の 分
布を調 べ る こ とで 、 動物の宏感現象 の よ うな異常気
象の前兆を検出 で きるかを調べ る。さらには、月 の

引力 に よ る 動 物 へ の 影 響を LFD に よ り解析す る、気

温や湿度 とい っ た 気象情報 と LFD の 関係 を、重回

帰分析更等に よ り調べ る 予定で あ る。ま た 、本研 究

で は観察対象が ヨ
ー

ロ ッ パ オオカ ミ の み で あ る の で 、
他 の 動物 も観察 し、本研究と同様 の 結 果が他 の 動物

に も見 られ るか どうかを調 べ る こ とも次 の 課題 とな
る。
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Fig．1 晴天時 と雨 天 時 の LFD 比較 グ ラ フ
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