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及 び ケ ン 化価 くSV ） などを測定 し，更に 脂質を構

成す る 脂肪酸 の 組成 をカ
．
ス ク ロ マ トグ ラ フ で 調 べ た 。

6 ♀ の 化学性状は殆ん ど認 め られ なか っ たの で体の

各部分 の 差 をみ る 事 に 主眼 を置き，艮 下 は 胸 ・肩部，

腹部 ，臀 部 に 分 け，他 は頸 ・頭部 ， 筋 肉，内臓及 び肝臓

に 分 け て，そ れ ぞ れ エ
ーテ ル で 抽出 し た 。 脂質 量は

内臓 が 最 も多 く肝臓は 微 量で あ っ た 。 融点 は 肝臓 が

最 も高 く胸 ・肩部 が そ れ に 次 ぎ，頸 ・頭部や 内臓が

最 も低 か っ た。 SV は 胸 ・肩部，腹部が高 く頸 3 頭

部 は 遙 か に 低 い 数値 を示 し た 。 IV は SV と逆 に 頸

・
頭部 が 非 常 に 高 く胸 ・肩部や 内臓 が 低 か っ た。脂

肪酸組成 は 何 れ もオ レ イ ン 酸 と パ ル ミチ ン 酸 が最 も

多 く，ス テ ア リ ン 酸 及 び パ ル ミ ｝ オ レ イ ン 酸 が，そ

れ に 次 ぎ ミ リ ス チ ン 酸 ，ラ ウ リ ン 酸 ，リ ノ
ール 酸 は 極

く少 な く，カ プ ロ ン 酸 や ア ラ キ ン 酸 は 高感度で や っ

と 検出出来 る 程度の 微量 さで あ っ た 。 組成変化 は
一

般 に 同 じ 傾向で あ る が ，肝 臓 の Gl8 ノ
と Gl6 ノ

の 減少

や Gl6 °

と C18 °

の 比 率が増加 し て い る の が 特筆すべ

き点で あ る。 こ れ は 肝臓 か ら絶 えず脂 質が C18i な

ど の 不飽和酸か らエ ネ ル ギー源 と し て β酸 化 に よ っ

て 分解 し て い く こ とを 裏ずけ る もの で あ る と考 え る 。

ス ズ メ の 給餌行動 に 見 られ る 日 周 期 ， 並

び に給餌 回数 とひ なの 生長 との 関係

阿部 学 （北大 ・農 ・応動 ）

　 1964，1965 の 両年，ス ズ メ の ひ なが ふ 化後巣立 つ

ま で の 期間 に 治 け る親 の 給餌回数 を 8mm カ メ ラで

自動記録 し
， 給餌行 動 の 日周期 を観 察 した 。代表 的

な 1例 （5 月 2 日ふ 化 の 1 腹 5 羽） で は 給餌開始 が

15日 間平均 で 毎 朝 日の 出 前 8 分 ，ま た 給 餌 終 了 は ふ

化後 10 日 H まで は 日 没前 平均 6 分，11R 目以 後 は 日

没 後平均 7分 （ひ な の 急速 な生 長 に 伴 な い 餌 の 要求

が高ま る ？ ）で あ っ た 。 し か し 日没 前後 を 通 じ て 雨

が 降 る と ，降 らぬ 時 よ り早 く給 餌 が 終 っ た 。 こ れ は

他 の デ ータ ーを考慮 に 入 れ て 照度 の 低 下 が 原 因 と解

され た 。 給餌回数 の ピーク は 毎 日 6− 8 時 と16− 18

時 に あ っ た。 こ れ が ひ な の 摂 食 周期 に よ る か ，そ の

食物 と な る 昆虫 の 消長 の 日周期 に よ るの か ， あ る い

は親 の 体 内的 リズ ム に よ る の か今後調 べ て み た い 。

ひ なの 体 重は ふ 化時 に 平均 2・2g，巣 立 時 に 同 16・5g

巣 立 ち の 2− 3 日前 か ら増加 が 見 られ な か っ たが ，

給餌回数は 増加 し続 け た 。 ふ 化後巣立 つ ま で の 15H

間 の 総給餌 回数 は 7，113 同 で あ っ た。

エ ナ ガ の冬季群の 蕃殖期 分散 へ の 移行様相

中村登流 （信州大 ， 医 ・動）

　エ ナ ガ （Aegithalbs　 caudatzas ） は 蕃殖 期 に 番 が

各行動圏 を分割所有 し て い る 。 そ の た め に は冬季群

を分裂 させ なけれ ばな らない 。番形成 と 共 に 番群 を

構成 し 塒 は 同
一

で あ る が，番群 の 行動圏 は 冬 季群 の

行動圏 を 縮小 し て h る。 こ の 際制限 さ れ た 地域で は

冬季群を い くつ か の 番群 に 分裂 させ 各 々 冬 季群 の 行

動圏 を 分割す る。番 の 行 動 圏は 更 に そ れ を分割す る

の で あ っ て，こ の こ と 自体 は 個体群 の 密度制限要因

とは な らない 。 番形成 は つ れ あい 防衛 を起すが，一

方で は 番群 を為す の で ，番群か らの 番 の 孤 立 化 は営

巣行動 と そ れ に 要 す る 行動圏 に あ る 。 そ の 構造は 巣

の 防衛 地域 とそ の ま わ りの 対立地域 と更 に そ の まわ

りの 採 食行動圏 の 三 重構造 で あ っ て ， こ れ が 確立 す

る の は 集 団就塒 か ら巣内就塒 に 変 る 営巣末期 で あ る c

従 っ て エ ナ ガ の テ リ ト リ イは 巣 を 中 心 に つ くられ た

対立 地域 に あ っ て ，営巣行動 に と もな っ て 出現す る

排他的 な範囲 とい う消極的 な意味 し か な い 。

熱榮雨緑林 にお ける鳥類社会 ：

　　 タ イラ ン ドの 鳥類 1

白附憲 之 （大阪 ・浪 速 高）

　タ イ ラ ン ド北部 の チ ェ ン マ イ付近 は 熱帯雨緑林地

帯 で あ る 。 そ こ で 1964年 8 月 15日 か ら18H ま で 鳥類

を調査 し た。観 察 に あ た っ て は ， F リが森林 の ど の

部分 をお もに 生活 の 場 と し て い る か に 注 目 し た 。 採

集 しな か っ た の で 種名の 識別 で きな か っ た もの もあ

る。し か し ，個体数 の 多い もの の 生活 の 場 は お お よ

そわ か っ た 。 そ れ ぞ れ の 種 の 占め る場 を 日本 （近畿

地方） と 比 較す る とつ ぎの よ うに な る 。 　（　）内 に

は ，そ の 種 に 相当す る 日 本種 を い れ る 。

　樹冠部 で は マ ギ ピー
（カ ケ ス ） ・コ ウ ラ ウ ン （ヒ

ヨ ド リ） ・ゴ シ キ ドリ （キ ツ ツ キ ？ ）， 中央部で は

シ ジ ュ
ー

カ ラ類 （シ ジ ュ
ーカ ラ類〉 ・キ ン パ ラ （ス

ズ メ ） な ど。ま た 下 部 お よび 地 上部で は チ メ ド リ

（メ ジ ロ ） ・ム シ ク イ （ウ グ イ ス な ど） ・カ ーレ ン
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（ム ク ドリ〉 と それ ぞれ に 相当す る とお もわ れ る e

　こ れ らの こ とか ら，一
般 に 同 じ属 ま たは そ れ に 近

縁 の もの が ， 同 じ よ うな生活 の 場 を 占め て い る と い

うこ と が h え る 。

ヤ チ ネズ ミ上顎第 3 臼 歯の 変異 とその 季

節 的 ・年令的変化

宮尾嶽雄 （信州大 ・
医 ・解剖 ）

　 ヤ チネズ ミの 上 顎や第 3 臼歯 の 歯型に は，単純 ・

中間型 ・
複雑型 の 3型 に 区分 され る 変異が み られ る

が ， 各型の 出現率 は 地方 に よ っ て 異 な り，ま た個体

群 の 年令構成 に よ っ て も異 な る 。 八 ケ 岳 で 二 年 間 に

わ た っ て 採集 し た頭骨全長 21mm （頭骨全長 20−

227コtm の 時期 に 上 顎第 3 臼歯が 萠 出す る ）− 30　mm

の 個 体で 調査 した結果，複雑型 は 若い 個体で 多 く，
成長 が 進 む に 従 っ て 減少 し，単 純 型 は そ の 逆 の 変化

を示 す こ と が 明 らか に な っ た 。 また， こ れ を季節別

に み る と ，
4− 6 月 に は 越冬 し た成体 だ け か ら成 り，

歯型 は 単純型 と中 間 型 の み か ら成 る 。
7− 10 月 に は

春生 ま れ た young と越冬 し た 老獣 まで が含 まれ ．

歯型 も単純型 か ら複雑型 ま で が み られ る が ，前者 の

頻度が減ず る
。

11− 3 月に は 当年生 まれ の 亜成体 の

み に な るが ，歯型 は 中間型が 約94％ を 占 め，複雑型

単 純型 は きわ め て 少 ない 。 し か し ，
い ずれ の 季節 に

も中間型が圧倒的に 多 く，こ の 地域 の 特徴 と な る。

ヒ メネズ ミの 個体群 構成の 季節的 変化に

つ い て

藤巻裕蔵 （北大 ・農 ・応動）

　札観市藻岩山 天 然林 中で ヒ メ ネ ズ ミの 個体数 は ，
1964年夏 か ら秋に か け て 前年同時期 の 2 倍 以 上 とな

り，翌年 1 月まで に 減 っ た。1963，1964年 の 間の 越

冬個体数 に は 大差が認 め られ なか っ た の で ，1964年

の 増減 は 当年個体 の 出現 と 消失 に よ る部分 が 大 きい 。

1963 年 6− 10 月と 1964 年 5− 8 月の 出現個体 の

一
部分 は 翌年秋ま で 生存 し，各月の 出現個体 の 平均

寿 命 が 100 日以 上 で あ っ た の に
，

ig64年 9− 11月の

出現個体 の 死 亡は 多 く，同様 な平均寿命 は 51 日 以下

で あ っ た 。 ．こ れ は 高密度年末 の 数の 減少 は ，そ の 年

秋 の 出現個体 の 消失 に よ る 部分 が大 きい こ と を示す 。

高密度年 の 当年個体 の 生長発育 は低密度年の そ れ に

劣 っ て い た （藤巻，1964）。 同 様 の こ とが ， 1963，
1964年 の 6 ， 7 月出現個体の 体重 で も認め られ た が．
8 ， 9 月出現個体 の そ れ で は 認 め られ なか っ た 。 こ

れ は 後者に は 亜成体が多く， 高密度年 に は こ れ らの

うち生長の 劣 っ た もの は 死 亡 し た た め と 推定 さ れ る。

八 ケ岳低 山帶にお け るア カ ネズ ミ及 び ハ

タネズ ミの 繁殖活動につ い て

　　　 宮尾嶽雄 ・両角 徹 郎
・
両角源美

（信州大 ・医 ・解 剖，岡谷南部中，岡谷西 部中）

　 八 ケ岳 の 低山帯二 地域 （森 林，草原 ） に 生 息 す る

ア カ ネ ズ ミ と ハ タ ネ ズ ミ に つ い て
， 精巣長径．妊娠

率，体重組成 の 季節変化 な ど か ら，こ れ ら二 種 の 繁

殖 活動 を調 べ た 。

　 そ の 結果，ア カ ネ ズ ミの 精巣長径 は 2月 か ら10月

ま で ほ ff　13rrtmで あ っ た 。 こ の こ とか ら周年繁 殖 可

能 な型 に 近 い こ とが推定 され た 。 さ らに ア カ ネ ズ ミ

の 体重組成 の 季節的変化 か ら竜 こ の こ とが 裏 づ け ら

れ た。 こ れ は ，　 ドブ ネズ ミ 〈宮尾 ほ か ，1964）．ハ

ツ カ ネ ズ ミ （浜 島，1961） の 型に 近 い もの で あ る 。

　 ハ タ ネ ズ ミの 精 巣長径及び妊 娠 率 の 季節的変 化 か

らみ た 繁殖期 は ，5 月か ら 8 月 に 集中 し て お り，ピ

ークは 6月で あ っ た。 ハ タネ ズ ミに お け る 体重組成

の 季節 的 変化 を み て も， 5 月か ら 8 月 に 繁殖期が あ

る こ とが 裏 づ け られ た 。 従 っ て
，

ハ タ ネ ズ ミの 繁殖

の 型 は ヤ チネ ズ ミ ，ヒ メ ネ ズ ミ，ス ミ ス ネ ズ ミ （宮

尾ほ か ，
1963） などに み られ る 型 と 同じで あ る こ と

が 明 らか に な っ た 。

ネズ ミ個体数 推定におけ るば くろ 個体群

の 問題

田 中 亮 （高知女子大 ・動 ）

　われ わ れ は ば くろ個群定値 NE が 全個体数 No に

一
致す る に は ホーム レ ン ジ平均半径 r と罠間隔 d と

の 比 Xir ！d ≧1 を必要条件 とす る モ デ ル 式を提出

し た （1958）。 そ し て 平常密度エ ゾヤ チ ネ ズ ミ個体群

の データ か ら （r ＝ 工2刎 で あ っ た）。
d ＝ 10m で も凡

そ，そ の 条件 をみ た し た よ うだが ， 疑問 が 残 っ た。

　　　　　　　　　　　 ハ
d．＝ 10，8，5m の 区間に N の 有意差 は な か っ た が ，
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