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Behav め ral 　Patterns　 of 　the 　Japanese　Pin　 Milljped，〃）
，leogiomeris 　 stuxhergi ．．　 Keizaburo

SH 【NoHARA （Koiwa 　K6t5 −Gakko ，　Tokyo ＞Zool ．　 Mag ，79 ／ 175 − 180 （i970 ）
The 　Japanese　pill　 milliped ，　 H ）

’ieoggomer ・is　siuxberg ！1，　showed 　 photo −orthokinetic ，しhermo −

orthokinetic 　 and 　 photo −klinokinetic 　 responses しlnder 　 varlou31ight 　 and 　 temperature 　 con −

ditions 、　Although 　th三s　 speclos 　is　 nocturnal （Fig ．5 −9），
　 over −all 　 activi ヒy　was 　stimulated

by　 light （10−20001ux ）　（Fig ．1−3） and 　higher 　temperature 　（5−41
°C）　（Fig．4）、　 Bu し　this

corltrad1ction 　js　easily 　cxpZ ［ained 　wben 　the　15　pattern3　0f 　respo 亅ユses 　of 　this 　species 　were

classified 　in　two 　categ 〔〕ries 　 of 　positive 　（favorable） and 　 nega しivc　（fugitive） onefs （Table
工）、 The 　 enhancement 　 of 　 activity 　 under 　 a　brighter　condition 　wa61arge ．Ly　due 　to　a 　decrear。e
of 　pesitive　response 　as 　 vir しua ）inactivity ．　Negat 孟vc 　rc ：jPonses 　as 　vigllance 　and 　defens量ve
re3ponsos 　 also 　increa3ed　 und 巳 r　the 　light （Tab ［e 　2　 and 　Fig ．8），　 This 　m 川 ipcd　is皿 octurnal

because　it　show5 　negative 　rcsponse 　in　亡he 　daytime 　and 　positive 　resp 〔〕nse 　in　the 　night ．

（Received 　 March 　 23、1970）

1・研究 の 目的 と材料

　Proterandria （前 雄 類 ） の ヤ ス デ の 行動 に つ い て

は ．す で に Shcl［ord （1913） は Fontaria 　 aer −

ruguta が 乾燥に よ っ て 刺激 され ，高 い 湿度 の 空気

中 で は 活動が 鈍 くな る こ とを指摘 し，Moore （ユ922）

は lutus お よ び ParaiutUS が 走触性 を 示す こ と ，

Kleln （1934） は Iulusが 負 の 走．光性を示す こ と を

報 じた。 ま た 　Cloudsiey−Thompson 　（1951） は

Btaniutus　gzathilatus ，　Oxidusgracilis の kinesis

（感 差 反 応 ） や 日 周活動 を 研究 し た （以 上 は 菊地 健

三 1948，Perttunen　l953 に よ る）。 　さ らに Per し一

しunen （1953） は Oxidus 　 gracili：∫ ，
　 Iulus　 ter −

restris ，　 Schi20Phytum　 sahutosum を 用 い て 湿 度

条件 に よ る反応 を し らべ ，こ れ ら の ヤ ス デ に は

hygro −orthokinesis ，　hygro ・k］蚕nokinesis
，
　hygrQ ・

klinotaxis が あ る こ と ，湿度反応 は 種 に よ っ て 最

初異 な っ て あ ら わ れ ，雌雄 の 別 に よ る差 は 認 め られ

な い が SchizoPhyturn ∫ abulosum で は 季節に よ り

反 応 に 差 を 生 じ，そ れ が 野 外 に お け る生態の もつ 意

味 と合 致 す る こ と な ど を 確 か め て い る 。
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　 こ れ．ら の 研究 に よ っ て ， ヤ ス デは 他 の 多 くの 地

中．地 表 性無脊椎動物 と同 じ く．夜行性 を 示す こ と

が 明 らか に され た。 こ の こ とは 筆者 自身 の 7
イ
ール

ドに お け る経験 と も
一

致す る。しか し ヤ ス デ の 活動

率が乾燥 や 光の 増加 に よ っ て 高 め られ る の に ，ヤ ス

デが 夜行 性 を 示 す こ と は
一

見矛盾 し て い る よ うに お

も わ れ る。筆考 は 多 くの ヤ ス デ の 飼育 お よ び 野外 に

お け る 観 察 を 通 じて ，ヤ ス デ の 行動 に は 質的 に 意味

の 異 な る 2 っ の タ イ ブ が あ る の で は な い か と考え，

以 ドに 述 べ る よ うに ，行 動 の 諸 様 式 を 区別 し，それ

ら を 環境 に 対す る po3iしive お よ び negativc 　 res ・

ponse と い う新 しい 概念 を 用 い て 分析 して み た 。

　実験 に 用 い た 種類 は Opisthandria （後雄類） の

タ マ ヤ ス デ 属 の 邦産 種 Hyteegtomeris　 stNxbergi

ATTnMs ブ イ リ タ マ ヤ ス デ で 埼 玉 県東松山 市郊外

の 棲息地 か ら 採 集し た 同
一 populatien の もの 約

400 頭 を 使用 した。 研究期間 は 1956年 4 月〜 7 月

で ，秋 冬 期 に つ い て は 調 べ て い な い 。同 じ時期 に 前

雄 類 の 1 種 の NedyoPus 　 tambanus 　 ATTEMs 　タ

ン バ ア カ ヤ ス デ で も同様 な 研究 を行 い
， ほ ぼ似 た 結

果 を 示 した が ，デ ータ が 不 充分 な の で 今 回 の 報告に
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は 省い た
、 な お タ マ ヤ ス デ 類 は 本 邦 に お い て 個体数

が 少 な く．筆者自身 で は こ の 研究以後 約 14 年間 に

各地 か ら 10 頭 あ ま り しか 採 集 して い な い 。 外見が

陸棲等脚類 の ダ ン ゴ ム シ Armadittidil ：tm 　 i，ulgare

に 酷 似 して い る が 成 体 で も体が ひ と ま わ り以 一ヒ小 さ

く （7 イ
1丿 タ マ ヤ ス デ の 体長 は 6〜72η Pη），黒 光 り

す る こ と に よ り 区別 で き る。

IL　 ヤ ス デ の 行 動 様 武

II−1・行動 様式 の 分類　ヤ ス デ O い ろ い ろ な行動 に

つ い て は 若干 の もの に つ い て 知 られ て い るが ，筆者

は 次 に あげ る ］5 の 行動様式 を 区別 し て い る。
1．潜伏 Concealment ： 地 中，落葉 下 あ る い は 樹

　　 皮下 に も ぐる 行動 や 潜 入 した 状態。
2・警戒 静 止 Vigilance ：　 歩 行の 姿勢 の ま ま停 止

　　 し．頭 部 を 腹 側 へ まげ て 静 止 す る 。 触 角は 動 か

　　 さな い
。 ふ つ う他 個 体あ る い は 他 の 小動物 と 出

　　逢 った 時 や軽 い 振動 な ど の 刺激 に よ っ て 行 う。
3．防禦 姿勢 Defcn3ive 　 p 〔｝コt し1ro ： 頭 部 を 全 く腹

　　側 へ 巻 きこ ん で 球 状 （タ マ ヤ ス デ 類 ），円 座状

　　（多 くの 前 雄 類），
“

の
”

の 字状 （ヒ ラ タ ヤ ス デ

　　類） に 横倒 しに 捲曲す る D

4．うね り逃避 Twi らting　 e．scnpe ： 敵 ；こ お そ わ れ

　　 た り，水 浸 しに な っ た と きな どに しば しば 見 ら

　　 れ ，は げ しい 全 身 の 屈 伸 運 動 に よ り活発 に 動 い

　　 て 逃避す る。 ヒ メ ヤ ス デ 類に も っ と も発達 し，

　　 ヤ ケ ヤ ス デ 類 ：こ もあ る が タ マ ヤ ス デ 類 に は 全 く

　　 み られな い 。
5、休息静止 （仮停 止 ） Virしu ヨ l　 inactivity： 警戒

　　静 ILと ほ ぼ 同体形 で あ る が，短時間 の 静止 で 触

　　角 が わ ずか に 動 い て い る の が 観察 され る。歩行

　　中 に 随 時 お こ な わ れ ，こ と に 暗所 や 高湿度の 条

　　件下 に 多 く orth   kinesi3　 iこ 影響 を 与．え る。
Cl．

門
’

8．

qU

10．

摂 食 Food −getting ： 腐 勉 食 ｛生で あ る が ．生 植

物 を 食べ る鋼 も知 られ て い る。

脱皮 Moltin9 ： 脱 皮室 を1乍る もの と，俘 らな

い で お こ な うもの とが あ る。

求愛 COUrting ： タ
ー
マ ヤ ス デ 型 （篠原 1956）お

よ び ヤ ケ ヤ ス デ 型 （二 好 1959） の 2 つ か 既知。

交尾 　COPulation：　タ マ
ーtア7、ラ

’
型　（鞋案i原　1956）

お よ び ヤ ク
ー
ヤ ス デ型 に 大 別で き，後者は 前 雄 類

一一般 の 型 で あ る が 細部 に お い て 多少異 な っ て い

る の が 認 め られ る （C ヨusey 　 19．　43，篠原 1957，

PvIauri｛…s 　】969）o

交尾拒否 Rejection ： 雌 の 行動 で ，防 禦姿勢

あ るい は うね り逃避 の 形 で あ らわれ る、

工1．

12．

，3．触 懸 ，，。 ，ec ，、。 、 ｝・

　　 デ 類 で み られ ，雄 か 抱卵 ・保護す る 例 も あ る ．

14・歩 行 Walking ： 通常緩慢 で ，し じ ゅ う方向 お

　　 よ び 速力を変 え る 。
つ ぎの 3 タ イ フ

．
に 分 つ こ と

　　 が n ！能 で あ る。

罎 急綴
 

｝・ 齢 殿 ・ ・鰭 ・

　　　は 区 別 しが た い
。

　（3）　ク ラ イ ミ ン グ Climbing ：　よ じの ‘まり 行動。

　　　歩 行 中 に 頭 をあげ て ⊥ 方を探 る 行動 をす る ほ

　　　か ，しば しば樹幹 や 羽 日板 に の ぼ る 種 が あ る。

　　　 お もi二前 雄類 に お い て み ら．？／ る。
工5．営 巣 Ne5ting ： 脱 皮 室をつ くる こ と，お よ び

　　育児室を つ くる こ と。全 く営 巣行動 の な い ヤ ス

　　 デ も あ る。

　 以 上 の 行 動 様式 か ら ヤ ス デ に お け
薗
る 行動 の 進化 を

考 え る こ とが 可 能 と お もわ 九 る が ，そ れ を 検討 す る

に 足 る材料 に 乏 しい し，また 木報告 の 主 旨と も離れ

る の で こ こ で は 述 べ ない 。 ヤ ス デ の 突 発的な大群遊

は こ れ ら の い く つ か が 組 合 ok もの と 推 定 され る

が ，そ れ も現在 は 不 明 で あ る。 タ マ ヤ ス デ の 行動 二

つ い て は 以一ヒの うち ．うね り逃 避，抱卵 ，仔虫保護

お よ び 営巣は み られ な い 。 （しか し 産 卵 の 際 の 卵嚢

は フ
．
リ ミ チ ブ な 育 児 室と 考 え る こ と が で き る ）。脱

皮 は 脱 皮 室 を つ く らず ，地 表 の くぼ み や 落葉 下 な ど

で お こ な お れ る。交 尾 拒 否 は 警戒静 止 ま た は 方向転

換 ．あ る い は 後退 （Klinotaxis 　iこ 類似す る ） の 形

で お こ る。 タ マ ヤ ス デ の 求愛，交尾，産卵 に つ い て

は す で に 筆著 （1956）が 報告 し て あ る。
II−2・Positive お よ び negative 　 responr ．e と 行動

様式　従来 の ヤ ス テ
’
の 行動 に つ い て の 研究 は 活動率

（activity ），走 性 （taxis ）お よ び 感 差 反応 （kineBis）

に よ っ て 分析 し て い るが ，後述の 実験 デー
タ な ら び

に 筆 者 が ヤ ス デ 類 の 飼 育 お よ び 野外 で の 観察 を通 じ

て 考 え た 結 果 ，ヤ ス デの い ろ い ろ な 行 動様式 を つ ぎ

の よ うに posltive お よ び negative な response

と い う質的 な も の に 分 け て み る必要 が あ る と思 わ れ

る 。

　Po3itive 　 re3pon6e ： 環境 条 件 が 好 適 な 場 合に み

　　　られ る 行動

産 卵 Eg9 −］ay 三ng ： 卵 嚢 を つ くる もの 、つ く ら

な い もの ，育児室の 材料 の ち が い など多様な分

化 を 見 せ て い る。また 卵嚢，育児室 に 1 卵 の み

産出す る もの か ら卵塊 とす る もの ま で 多様 で あ

る。

抱卵 Incubation
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 育 児 習 性 を も つ ヤ ス

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Zoological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Zoologioal 　Sooiety 　of 　Japan

タ マ ヤ ス デ の 活動の 行動様式 に よ る分折 177

Negative　resp 。nSC ： 環境条件 が 不 利 な 場 台 ｝二 み

　　　 られ る もの で 逃避的．忌避的 な 行動 と な る e

　　　そ の 障害 と な る 条件 が 除 か れ れ ば posi しivc

　　　 re3ponBe に 移行す る 。

　上 述 の ヤ ス デの 】5 の 行動を こ の 2 っ の response

に あ て は め る と ，第 1 表 の よ うに な る 。

　 　　　第 1表 ヤ ス デの 行動様式 の 分類

Re3ponse 　　　　　　　　　　　 種 族 維 持 的

　　　　　 1・潜

「

　 　 5 LO　 （5cc ／［m ）

　　　　　伏

2・警 戒 静 止

3．｛重方 萎嚢 姿 勢

4．うP，） り逃避

b・休 思 静 止

6．摂　 　　食

7．脱　　　皮

図 1 ブ イ リ タ
ー7 ヤ ス デ の photQ −orthokinesis

Negative 10．交尾拒否

Positive

J4 、歩 行
8．求　　愛

9、交　　尾

lL 産　 　卵

工2、抱　　卵
15．営巣
　　　　 13・仔虫保護

　 歩行は positive と neg ・ative の 両方 に ま た が る

行 動 で あ り，他 の 行動様式 へ の 移行 の 行動 とみ な さ

れ る。

III．　 Kinesis と 行 動様式

III−L 　 Photo ・
。 rthokinesis と行動様式

　（1）直径 12cm の シ ャ
ー レ に 土 壌 を 浅 く入 れ ，

そ こ に タ マ ヤ ス デ を 放 っ て お い た。気温は 27．5“C ，

空気中 の 相対湿度 （R ・1L） 74％ 。
こ の 条 件 ドで は

klinokinesis を 示 す か ら，単 位時間 に 歩 行す る 距

離 を 測定す る こ とが 困難 なの で 1cm を 単泣距離 と

し，そ の 通過 ILffす る 時間 （秒） を 測定 し た。照度

は 自然光 （散乱 光） で 100
，
700

，
ユ】0   ル ク ス

。
こ の

結果は 図 i に 示 すとお り，照度が 高 くな る こ と と 歩

行速度は あ る 程度 の 相 関 関 係 を 示 す。また 光 量 が 少

．k い ほ ど 歩行速度 は 広 い 範 囲 に わ た り， ピーク を 示

さ ない 。

　（2） 菊池 （1947） に し た が っ て 動 い て い る 個体 と

静止 し て い る 個体 の 割台 を 活動率と して ，28・♂ C
，

R ．H ．67〜7】％ の 空気 の 中 で 自然光 の ユO−−2000 ル

ク x の 下 で 調 べ た。 こ の 結果 は 図 2 に 示 す よ うに 焔

度 が 増 す と 歩行個体 が 増 加 し，静 止 個体は 減少す る

が ，そ の 静止 し て い る もの の 中 で は 警戒静止 や 防禦

姿勢 を 示 す もの の 割 合 は 増 え，休 息 静 止 は 減少 し て

い る 。
こ の こ と は 次 に 述べ る よ うに ，一見 静 止 状 態

に 見 え る もの の 中 に 質 的 1こ 異 な る もの が 混 一
っ て い る

こ と を 示 し て い る。

　（3）上 と同様な装 置 で ，気温 27．1〜27．8’C ，RH ，

74％ の もとで 螢光 燈 を 使 用 し，1500 ル ク x の 明 る

さに 20分 間順応 させ た タ
ー
？ ヤ ス デ を 各 10頭ずつ 放

っ た ゾ ヤ
ー

レ 6個 を 用 意 した 。 3 個 は 対照 と し て

150  ル ク ス の ま ま と し．他 の 3 個は 適応後 3    ル

ク ス に 明 る さを 減 じ．約 50分 後 に ふ た た び 1J「OO ル

タ ス に も ど し， そ の 闘 の そ れ ぞ れ の 活 動 率 を 調 べ

た 。そ の 結果 は 図 3 に 示 さ れ て い る。　 15DO ル タ ス

；こ お け る 活動率 は ほ ぼ 73％ で ． こ れ は （2）で 得

られ た 歩行 個体 の 活動率 とほ ぼ 等 しい ， 明 る さ を

300 ル グ 入 に す る と 活動率 は 直 ち に 急速 に 低下 し

行

動

様、
武

の

割

合

Io

5

％

図 2　明 る さ と フ イ リ タ マ ヤ ス デ の 行動様式
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30〜47％ （平 均 39．3％） を 示 し， こ れ を ふ た た び

150D ル ク ス ；こ す る と活動率 も直 ち に 上昇 して 約 80

％ を 示 した 。 こ の 間 ．対照 と し た ユ500 ル ク 7・の

ま ま の ほ うは 平均 55％ の 活動率を示 し，ほ ぼ 変化

は な か っ た 。 300 ル ク ス 1こ し て お い た 48 分 間 に 明

確な 適応曲線 は あ らわ れ な か っ た が ，タ マ ヤ ス デ の

自 然 ，こ お げ る 棲息環境を 考 え る と，は る か に 明 る 過

ぎた もの と 思 わ れ る
。

　 さて ，こ の 実験結果 を po ，，’itive お よ び negative

resp   聡 e に 区別 し て デ ー
タ を 整 理 し，第 2 裘 の よ

うに な っ た 。

　第 2 表 1500 お よ び 30」　 7レ タ ス に お け る タ マ ヤ

ス デ の posltiva お よ び negative 　 re3ponse の 割

台 （％）

…

一 攤 灘
1500　　　73．3％ 10．2％ 16．4％

3DO 　　　39．3％ 53．3劣 7．3％

　 す な お ち ．休 息 静止 を 警戒静止 や 防 禦 姿勢 とい っ

し ょ に し て
“
動 か な い

”
と い う外見一ヒの 区別 だ け

で 判断す る と，明 るい 方が 活動 が 活 発で あ る よ うに

み え るが ．こ れ は 警戒静 止 や 防 禦姿勢の よ うな静止

状態 の 増加 と 矛盾す る 。 休 息 静止 を positive 　 res ・

ponse と して み る と ，活 動率 （IH　1，（2）と 同 じ意

味 の ） は ，1500 ル ク ス か ら 300 ル ク ス に した と き

急激 に 減少す るが ，休 息静 止 の 割 合 が 増 加 し て

positive　 response 全 体 と し て の 割 合 は 増 加 す る こ

と と な り．暗 所 の ほ うが タ マ ヤ ス デに と っ て 好適 な

条件 で あ る こ と を 示 して い る 。

〜　　 　 　　 tE 淋 ｝E ‘e　SttSr

図 4 ブ イ リ タ マ ヤ ス デ の thermo −orthokinesis

III−2・ Thermo −orthokine3is と 行動様式　R ．　H ．

80〜85％ ，
50 ル ク ス の 条件下 で 一ヒ記 （1） と 同様 の

方法 を 用 い て 5〜41℃ に お け る 歩 行 速度 を 測定 し

た 。結果 は 図 4 に 示 され て い る とお り，高温下 で は

歩速範囲 が狭 く．明 確 に 山 形 を な す が ， 12℃ お よ

び 5°C で は ピーク を 示 さ ず 歩 行 速 度 は 広 い 範囲 に

わ た っ て い て ，朋 らか な orthok 三nesi 　r）を 示 し k 。
ま た ，温度 と歩行 速度 に は 相関関 係が 認 め られ た 。
な お こ の 実験中 に 次 の 2 っ の こ と が 特 に 注 目 され

た 。 （1）21°C ，12°C，5°C で は 歩行中 の 2個体 が 出

逢 っ た と きに ，しば しば ・一
方 が 警威静 止を し，他方

が そ れ を 乗 り こ え て ゆ くの が 観察 され た が ，36 ℃

と 41℃ に お い て は た が い に 静丘 せ ず よ け て 通 る よ

うに な る。（2）41℃ に お い て は 実験開始後 15分 後

に 約 半数 の 個体 が お き あ が れ ず も が い て お り，さ ら

に 45 個体中， 実験 中 に 倒 死 した も の 1，実験終 了

後倒 死 し た も の 4 頭 か あ り，こ れ は 11％ に 相 当す

る
。

ヤ ス デ て
’
は な い が 似た 生活 形 を もつ ム カ デ 類 の

Pach ．1，merium 　ferrugineumの 高 温 致 死 範 囲 は

37〜40 ° C に あ る （Palm6n 　 et 　 Rantala 　1954） こ

とを 考慮す る と，こ れ は タ マ ヤ ス デ の 高温致死 限界

に あ る と思 わ れ る 。 さ て，36“C と 4上゚ C に お け る

歩行速度は 著 し く促進 され て お り， こ れ は nega −

tive 　 response で あ る と こ ろ の 疾 走 が な され て い る

もの と み な され る。そ れ が 低 温 （5〜21°C） で は お

もに positive な ほ ふ くが お こ な わ れ，他個体 と出

逢 っ た 時 に 警戒静 【ヒと い う形 で negative な res −

ponse が あ らわ れ た もの と思 わ れ る 。

IV ・ Positive お よ ひ negative 　response

　　　　　　　 の H 周変化

　直径 35cm の テ ラ リ ウ ム に 棲息地 か ら 採 取 した

腐植 土 を い れ ．そ こ に タ マ ヤ ス デ を 多 数 放 っ て 飼育

し，地上 に 現 わ れ た 個体数 を し らべ て 活 動 の め や す

と し た
。 （タ マ ヤ ス デ の 摂 食．脱皮，求愛，交尾 ，

産卵 な ど の 行動 は ほ と ん ど 地 表 で お こ な わ れ るの

で ， こ の 数値が直接活動率 を あ らわ し て い る ）。　 そ
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図 8　ブ イ リ タ
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マ ヤ ス デ の pe3itive 　response

　　　　　　 　　の 日周変化
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図 9　 ブ イ リ タ マ ヤ ス デ の 生殖行動 の 日周変化

の 1例 は 図 5 で ，明確 な 夜行性 を 示 した 。
8 回 の H

周活動 の デ ー
タに もと ず き，最 大 出現数に 対す る地

表上 へ の 出 現率 の 日 変化 は 図 6 に 示 す よ うに ，きれ

い な 夜行性 を 示 し て い る。 こ の こ とは 夜 間 （暗所）

で の 活動の 高 い こ とを 意味す る
。 図 6 に 用 い た デ ー

タ の 中 で ，地 表 上 に 出現 し た 個体 の うち 静止個体

（休息静止，警戒静 止 お よ び 防禦姿勢） の 割合 を し

らべ る と図 7 の よ うな 結果を 示 す 。 す な わ ち 日 中の

静止個体 の 割 合は 7G％ 前後に な り，そ れ らの 大 部

分 は ほ と ん ど 地表 の くぼ み に 半地 中的 な 状態 で 静 止

し て い る の が 認 め られ た が ，そ れ は い ず れ も nega −

tive 　 responsc を 示 す もの で あ る 。夜 間 に お い て は

静止個体 の 割合 は 35％ 前後 を 占 め て い る。こ の 中

に は 休息静 止 も含 ま れ て い る か ら negative な もの

だ け に 限 っ て み る と 割合 は さらに 低 くな るは ずで あ

る が ，暗所 で は 休息静止 と警戒静止 と の 見分け が む

つ か しい の で ，一
応 こ の 数値 を もとに 描 い た H 周活

動を 図 8 に 示 し た 。
こ h は 休 息 静 止 を 含 ま な い

positive 　 response の 日尚 変化 を 示 し て い る。 こ の

グ ラ フ か ら タ マ ヤ ス デは 日 中 の pOSitiVe　 reSpOnSe

が 3％ 以下 で ，全体と し て は 完全 に ncgative 　 res −

ponse を 示 し，夜 間 に は positive　 response が 60

％ 以上 （休息静 止 を 考慮に い れ る と，た ぶ ん 80％

以上） とな り． negative 　 response は 3  ％ 以 下

で 日 周活動 と 完全 に
一致す る。こ の こ と は 別 に し ら

べ た positive　response の
一

部で あ る 生殖行動 （求

愛 ，交尾） の 日 周変化 （図 9）と も
一致 して い る 。

要 約

　 1．ブ イ リ タ マ ヤ ス デ Hyleoglomeris 　 stuxbergi

は photo ．orthokinesis ，　 thermo ・orthokinesis を

有 しな お photo −klinokinesis も示 す。

　 2．ヤ ス デの 行動様式 を 15i．こ 区分 し，さらに それ

を 環 境条件 に 対す る　Positive お よ び negative

response に ま と め ，そ れ を 用 い て ブ イ リ タ マ ヤ ス

デ の 行 動を 分析 した 。

　 3．ブ イ リ タ マ ヤ ス デは 日 中 negative 　 response

を示 し．夜間 に positive　 reSPDnse ヵ
’lmp大す る こ

と が 夜行 性 を 示す 理 由 で あ る 。
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