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し て い る の は ネ ズ ミ科 （Muridae），新大陸に お い て

も っ と も繁 栄 して い る もの は キ ヌ ゲ ネ ズ ミ科 （Cri・

eetidae ）で あ る 。 日本産の も の は ネ ズ ミ 科 に 属す る

ネ ズ ミ亜科 （Murinae） と ハ タ ネ ズ ミ 亜科 （Micro−

tinae）の もの に 限 られ る 。

　生活 とは あ る個体 が 母 獣の 体 内に お い て 発生を開

始 し て か ら死 ぬ ま で の 時間帯 に 示す ， す べ て の 行動

の 積 み 重ねを意味す る もの と考 え る 。
こ の 観点 か ら

見 る時 ，ネ ズ ミ類 の 生活に お い て 特筆す べ きはそ の

生殖活動 の 旺 盛な こ と で あろ う。 体 は 小 型化す る 方

向 へ 進化 し な が ら多産性 へ 適応 して 来 た 。そ れ に 伴

な っ て 妊娠期間 の 短縮 ， 性成熟 へ の 速度 の 加速，生

後成長 の 急激 さ ， 繁殖期の延長 ，乳頭数 の 増加 に よ

る 哺 乳能 力 の 向 上 とい っ た 現象がみ とめ られ る 。

　人問 の 生 活 と密接な か か わ り合 い を 持 つ に 到 った

家 ネ ズ ミの グ ル ープ は ，食物や棲息場所を保証 さ れ

て 遂 に 周年繁殖性を獲得 した 。 形 態学的 に 見 て も こ

の 仲間は進化度 の 高い こ とが 知られ て い る 。 食 うこ

と は繁殖 と と もに 個体維持， 種族維持 の 両面 か ら重

要な こ とで あ り ， 冢 ネ ズ ミ類 で は 雑食 性 を獲得 して

人間 の 生 活 へ 適応 して い る 。

　ネ ズ ミ類 の 生 活は 各種個体群 そ れ ぞ れ に 生 活空間

を すみわ け，地 上 ，地中 ， 樹上 ， 岩蔭，湿地 ，沼沢

い た る と こ ろ に 分 散 適 応 し て 展 開 さ れ て い る。分布

圏は 赤道地方 か ら極地方 に ま で 及 ん で い る 。 種類 数

や 1 つ の 種 が 擁す る個体数の 多 い 点 で も他 の 動物群

を抜 き ん で て い る。種 間 に は 対 抗 関 係 も み とめ ら

れ ， こ れ は 年 ご と に 変動 す る 。 種内に お い て は な わ

ば り ， 行動 圏の 確保 と い う現象がみ とめられ る。ま

た ， 種 族 維 持 の た め の 自 己 調 節 作 用 と し て 崩 壊

くcrash ） や 大発生 の 現象 が み と め ら れ る 。

翼手類 の 生活

　　　 庫本　正 ・内田 照章

（秋吉台科 博 ， 九大
・
農

・動）

　翼 手 類 は 原始食虫類 に 類縁 を もつ 動 物 の な か で ，

生活 の 舞台 を 空中 に移し，多 くの 点 で 特 殊化 の 目立

つ 動 物群 で あ る 。翼 手 類 の 進化 ・系統を 論じ る と

き ，
コ ゥ モ リ類は 空間に 進出 し た こ と で ，飛 翔力を

よ り強化す る 方向 に 進化 して い る こ とに 特 に 注 目し

な け れ ば な る ま い
。 た と え ば ， Miller （1907） の 分

類体系は ， 翼手類 の うちで 最も飛翔力強化 の 影響の

あ らわれ る上 腕骨近 位端の 形態を非常 に 重視 し て 行

われ た が ，
こ れは そ の よ い 例 と い え る。そ こ で 演者

らは翼手類 の 生 活を論 じ る に あ た っ て ，個体維持 や

種族維持 な ど種の生 活の 具体的 内容を な す諸局面を

飛翔を軸 に 考察を加え た 。

　まず翼手類 の 飛翔法を高速度映画 や 写真に よ っ て

分 析 し，つ い で 種 に よ る飛翔法の 違 い を 航空 力学や

機能形態学観点か ら論 じ ， 系統的 に 高い もの ほ ど飛

翔 力を強化 さ れ る こ と を論考 した 。

　つ い で 翼手類 の 飛翔法や 飛翔力 の 相 達 が 野外 に お

け る 採餌場所 の 相違に 反映さ れ て くる こ とを 述べ ，

こ の こ と が 空 間利用 の 違 い の み な らず，捕食 昆 虫 の

違い と な っ て い る こ とを 論 じた 。 また翼手類 の 飛翔

力の 違 い が 繁 殖 に お い て も著 しい 影響をお よぼ す こ

とを み た 。
つ ま り出生獣 の 大 き さ や そ の 発育程度が

njicよ っ て 異 な っ て お り， 系統的 に 高 い 段階 （高速

長距離飛翔型） の もの ほ ど 小 さ な ， 早 産的な幼獣 を

生 む こ と をみ る．しか も幼獣の 哺 育法 も母 獣が幼獣

を常に 腹部 に つ けて 養育す る もの か ら ， 休 息 時 の み

幼 獣を腹部 に つ け ， 親 の 出巣時 に は子 を ね ぐ らlcft

す もの ，集団 哺 育す る もの な ど ， さ まざま な 型 が あ

り ， ま k 生 後 の 幼獣 の 生 長 速 度 が 異 な る こ とを み

た 。 群 れ生 活 （社会 生 活） で は 群 型や 群 れ 髓造 の 解

析 か ら系統 的序列 に 対応 し て 群 れ の 拡大 が み られ る

こ とを述 べ た 。

　最後 IC上 記翼手類 の 生 活 を 総括的に系統論的視野

か ら論 じ ， 翼手類の 達成 し た 発展方向 を み き わ め る

べ く環境条件 との 関連 に 論及 した 。

霊長類 の Soeiology の 研究方法

水原 洋城 （日本 モ ン キ ーセ ン タ
ー

）

　最近 主 と して 欧米に お い て 発表さ れ た 霊長類 の 社

会 生活 ・社会媾造 また社会行動 の 研究成果 に は，直

接 間接 に Ethology の 方法を とり入 れ ， 或 い は そ の

影響を受けて い る もの が 多数見 うけ られ る。い うま

で も な く，Ethology は ，習性学或 い は行動生 理 学

と称 せ ら れ る 如 く，動物 の 特に 脊 椎動物の そ れ も主

と し て 本能的行動 の 解 析 を 目指 して 発達 して きた，

す ぐれ て 実証的な硯究 方法 で あ るが ， そ れ が 高等霊

長類の ，よ り知的 な 行 動 の 研 究 に そ の まま と り入 れ
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られ た ばあ い
， 幾多の 問題が 生 じ る

。
そ の 主 な原因

と して は，Ethology が ，
　 slgnaling 　system に よ る ，

遺伝的 に 生物体 に 内蔵さ れ た 本能的行動 の 自動機械

的開発機構 の 分析 を そ の 手法と して い る こ と ， ま た

そ の オ リ ジ ナ ル な 行 動 型 が ritualiZatlon を通 じて

“
行動型 の 進化

”
と い う形 で 系 統 的 に 変化 ・発達 ・

完成され る もの として 理解 しよ うとす る傾 向をもつ

こ と ， ま た さ らに オ リジ ナ ル な 行動型 の 追求 が 往 々

に して 単純 な生理 学的要因 へ の 無反省な還元に っ な

が り易 い こ と，そ して そ の 直接的実証 の 困難さ か ら

観念 論的解釈が そ こ に は び こ り易 い こ と な ど が あ げ

られ よ う。 こ の こ とは サ ル の 社会行動 の 中で も最 も

簡単 で ありふ れ た 「馬 の り行動」
一つ を と って ， そ

れ に 関す る Ethelogistの 典 型 的
“

解釈
”

と ， 「馬 の

り行動」 が 群 れ社会 の 中 で 生 まれ育 つ 個体 に お い て

発現 し発達 して ゆ く過程 の 観察結果と を 比 較 し て み

て も明らか で あ る 。 演者は ♪ そ れ を ス ラ イ ドを用 い

て 解説す る とともに ， Ethologicalな 研究方法 に 対

す る批判的 立場 か ら二 ， 三 の 理論的解明を試 み た e

人類 の 生活

渋谷寿夫 （大阪経 済大〉

　生 活と は ，生物 の 具体的な存在 の 仕方 で ある。人

類の 生 活 と は，総 体と して の 人類社会 の 活動 の こ と

で あ る 。 し た が っ て ，そ れ を理 解す る た め に は ， 社

会科学の 認識 を か くこ とが で きな い
。 と くに ，社会

の 土 台 で あ る 物質的生産 の 認識 が ，人類の 生 活の 理

解 の 中心 に す え られ る べ きで あ る 。 そ の うち，物質

的生活手段 の 生産 の 過程 は，直接 に は ， 人類 とか れ

を とりまく自然 と の 交渉の 過程 で あ る。生 産の もう

1 つ の 側面 は，人 間そ の もの の 生産一 生 殖 ・養育
・教育一

で あ る 。 人類 の 生 活を 消費生活 に かぎ る

こ と は で きな い 。 哺 乳 類 学は ， 人類 の 生活 の 理 解

に ，ど の よ うに 寄与す る こ と が で き る か 。 まず，物

質的生活手段 の 主体的契機で あ る 労働 カ
ー

人 間有

機体 の 力能一
の 自然史的 土 台を 明 らか に す る こ と

に よ っ て 。つ ま り， 霊長類 の 進化の 過程で ， そ れ の

芽 が 形成 され た こ とを追求す る こ と に よ っ て 。そ の

さ い ， 成体 の 知識 が 胚 の 性質 を 正 し く認識 す る うえ

に 役立 つ と い うこ とを ， 方法 と して 採 用 す る べ き

だ。
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