
The Zoological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Zoologioal 　Sooiety 　of 　Japan

フO 動　物 学 雑　誌 第　70　巻 。第　1。2　号

鳥類 の 体におけ る変異量の 分布　　清水　三 碓 　碼 州大 ・教 ・松本分校）

　燕雀 目鳥類 24 種 に っ き，頭骨，駒部，肢 の 肯 な どの 大 き さの 平均値 ， 標準 偏差 （σ）， 変異係数 （V） を

算出 し，更 に そ れ 等 の 24 極 7）平均 嬢を算出し て 鳥体 に お け る変異量 の 分布 を検討す 。

　大 き さ に よ る階梯 と σ に よ る階梯 と は 路 々 平行的 な関係 に あ り，前者 と V に よ る階梯 との 関係は 略 々 逆

比 例的 な関係に あ る けれ ど も削 の 関 係ほ ど に は 調 らか で ない 。 ニ ワ ト リで 大 きい 骨 ほ ど早 く化骨 す る こ と は

上 の 関 係 と関連 し て 興味 が あ る。前肢 に あ る σ
一階様 は 成長階梯 と

一
致 す る が，後 肢 に あ る そ れ は 何 れ の 成

長階導 と も
一

致 は み られ ない 。

　同 じ骨 の 変異量 の 種闇 の 関 係 は 次 の 通 りで あ る 。
σ は 一

般 に 大 きい 鳥 ほ ど大 きい 傾 向が あ る が ，V に は こ

の よ うな規制的な関係は み られ な い 。また ， 肢 の σ と肢 を構成 す る骨 の σ の 和 との 間 に は略 比 例的 な関係

が あ る が ，
V に っ い て は 和 は 増加す る に もか か わ らず，技 の V に は 種 に よ り余 り差 は み ら れ な い 。

カ ササ ギの 産卵と死 亡 久保　浩 洋　（佐賀大 ・文理 ・生 ）

　 ヵ ナサ ギ の ｝ なの 巣内調査 に よ っ て ， 卵 お よ び ひ なの 生息数 に つ い て の 多少 の 結巣 をえ た。1 巣 当 りの 平

均i籾 瞹 （は 4．87，卵 よ り巣 立 ち直 前 ま で の 生 存 率 は 約 22％ な る 値 を示 し た。た だ し， こ れ らの 数値 は 繁殖

期 の
一

部 の 期間 の 諤査 に も とず くもの
一’
［
’
　fpっ て ， は た し て ， こ れ らが カ サ サ ギ の 繁殖期全期間 に 適用 で き る

か ど うか は 今後 の 問 題 で あ る。な お 巣 立 ち 時期 以 降 の 死 亡 数 を マ ーク 鳥 の 宅 i塾数 か ら推i定 し た所 で は ，巣 立

ち直前 よ じ 亙年後の 若鳥の 生存率は約 26− 30％ ，
2 年目 よ り 4 年目 ま で の 年平均 生 存率 は 約 73％ とい う

結果 を得 た。こ れ ら の 値 を も ち い て 描 か れ た 生 存 曲線 は 直線 型 と な る よ う に 思 わ れ る 。

オオル リの テ リ ト リー III 白附 　憲之 　（広島大 ・理 ・動）

　 オ オ ル リ （Jfuscicaptt　cycu ；oleleiana 　c
）
，anomelatia ） の テ リ トリーの 拡 が りは 500− 　1　000　m

コ

亀あ り ， そ の

なか で 1対 の ⊇ 5 が 生活 L 葵 『自：す る。テ リ ト リー防 衛の フ ァ イ テ ン グ は 初期 ほ ど強 く， ヒ ナ の 巣 立 ち と と も

に きえ る。 こ k、らの こ とが どの 個体 に お い て も認 め られ オ オ ル リ社会 に オ子 い て
一つ の 制度 と して の テ リ Fl丿

一
制 を な し て い る。す る と社 会的 に み て ε個 体 ［C の 一N 注 目 し な い で ⊇ 個 体 を も含 め た 関 係 に お い て こ の 指渡

を理解ナ る必要 が あ る。 テ リ トリー形成期 に ペ ア ー・7 オ
ーメーシ ョ

ン がお こ なわ れ る。♀が他 の 叡 て近ず

く と 參 を ア タ ッ ク ナ る よ り も ♀ をテ ワ ト リーと な る 内 に と どめ る 行 動 を な し，つ い で ♂ を テ リ ト 1丿一とな る

地域 か ら追 い だす n
ペ ア ーが きま る と テ リ ト リーは確 立 し他の ♂個体 の 侵 入 は で きな くな る 。 とれ らの こ と

よ り，社会的 に み て テ 1ノ ト リーは 空 間 を わ か ち あ う安 竃 の 原 理 で あ る と と も に ， 繁 殖 の た め に 有 利 な ；：の 確

保 の 制度 で ある と い え る 。

ム ク ドリの 帰塒行 動とそ の 影響要因に つ い て 黒 田 　長 久　（山階鳥研）

　 ム ク ドリ Stut’nrtS 　 cineracetts の 帰｝時に つ い て 塒 位置 34 回 ， 採 食 地出発 76 回 の 観察か ら ， そ の 蒔問 を

左 右 す る要 因を考察 し た ． D 距離 が遠 い と出発が早 い カミ，出発 前の 休止時問 を短縮 し て 必要採 食量 を保持

す る。 2）冬寒 い 日 は長 く採食 し 休 止時間 を短 か くし 逞 く出発 し ， 暖 か い rコは 反対 に 早 い 。
3， 帰聯 は秋 冬

は 遅 く， 春長 日 と な る と早 くな る、， 4 ）秋 と くに 食物 の 多い 時や 場所 で は 飛 去が極 め て 早 い 。 5 ） 曇 天 に は

晴天 よ り飛 去が早 い 。 6） 飛去照度は 初期 （最高 〕，平均，最 終 （最低） の 3 段 階 を認 め ，某照度 で 飛去 し

た 羽数 と頻 度 の 積 を飛 去 照度指数 と し た。冬初期 の 最高 は 28，000 　Lux （40km ．、日 没 58 分前）， 平均 は ，

4
，
eOO − 2

，
000　Lux が 距離 に か か わ らず多 い 。

7） その 他社会性要因 もあ る。結局 1 口 の 採食必要量 に よ っ て

飛 去時問が 決 ま り，多 くの 外的条 伴及 び生 理 的状態 が そ の 変更要因 と な る 。 し か し 需殖 期 の 就塒時間 は 全 く

親 の 巣や雛 ｝⊂対す る執恙 の 強 さに 左 右 され ，抱卵育雛期 に 最 も遅 く ， 雛巣 立 ち と と もに著 し く早 くな る 。

（70 ）
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