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カ イ コ 幼 虫 の 走 光性 に 関す る研究 1． 走光性 か らみ

た カ イ コ 幼虫 の 色彩 感覚
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　我 々 は 蚕幼 虫 が 色 彩 感覚を 持 つ か 否 か を 明 らか に

す る た め ， 種 々 の 単波長光 と こ れ ら の 混色光 に 対す

る走 光性行動 の 応答 の 大 き さ を 調 べ た 。

　実 験 に は 100 頭 の 略適応 させ て 置 い た 孵化直後 の

蚕 幼 虫 で あ る蟻蚕 を 用 い ， 干渉 フ 1 ル タ
ーを 利用 し

た ス ラ イ ド プ ロ ジ ェ ク タ
ー

で 暗箱 内 の 標 的 を 照 射

し，IU分後に こ の 標的上 に 移 動 し た 蟻 蚕 の 頭数 を 測

定 し て ，試験 光 に 対 す る走光 性 行動 の 応答 の 大 きさ

（応答庫） と した 。

　可視光 に 関す る実験結果は次 の 通 りで ある 。

　1）黄色光 （585　n 皿 付近） に 対 して応答値は 極大

と な っ た 。 2） 白色光 の 応答値 は そ の 照度 を 増 加 さ

せ て も黄色光 に 対 し て 得られ た 叡大応 答値に 遙か に

及 ばな か っ た。 3）黄色光 に 赤色光 を 混色 し て も応

答値 は 全 く変化 し な い が ， 青色光を 混 ぜ る と混 色 光

中 の 青 色 光 の 割 合 が 増加 す る に つ れ て 応答値 は 滑 か

に 減少し た。 こ れ ら の 結果 は ，蟻蚕が 可 視域 の 光 の

黄色成分と青色成分 の 組成 を 区別 し て 感受 し て い る

こ とを 意味す る。

　 さ ら に 紫外光 に 対 して も走 光性 を 示 す こ とが観察

され た ，； こ で 585nm 黄 色光 お よ び 357 ，　5　 nm 紫

外光 を 卆 れ らが単独 で は 等 し い 応 答値 を示す様 に そ

れ ぞ れ の 光強度 を 設 定 し，｝ の 強度 で 同時 に こ の 2

光源を選 択 させ る と紫外光 を選 ぶ こ と が 観 察 さ れ

た 。

　 こ の 実験結果 は 蟻蚕 が紫外光と黄色 光を 区別 して

い る こ と を 意味す る 。

　以上 の 結果 は 鱗翅 目幼虫 で あ る 家蚕幼 虫 は ，黄色

領域 ，青 色 領 域 ，紫外領 域 に 矛 れそれ 感応す る 3 種

の 光受容器を持 ち，こ れ らに 墓 つ い k 色彩感覚を有

す る こ と を 示唆 して い る 。
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　昆 虫の 様 々 な行動 が ，そ の 発育段階や環境 の 変化

に 対癒．し て 変動す る こ と は 知 ら れ て い る が，摂食 や

食物 の 内容 が 行動 に い か な る 影響を 及ぼ すか は ， あ

ま り研 究 され て い な か っ た 。 筆者 ら は人工飼料を 利

用 し て，家 蚕 幼 虫 の 走 光 性 行動 （P13 ） が 飼料 の 種

類 で ど の よ うに 変化す る か 研究 した 。 孵 化直後 の 蚕

幼 虫 は 活発 に P ユ3を しめ す が ，桑葉 を 摂食 さ せ る と

約 20分 で 全 供試幼虫 は P13 を しめ さ な くな っ た 。 こ

の よ うに 摂食 に よ っ て P13 の 抑 えられ た 幼虫を約 8

時間絶食す る と， P ユ3は 回復 した 。摂食 に よ っ て P

ユ3 が 抑 止 さ れ る 機構 を 明 らか に す る た め 摂食因子 の

み か ら な る 人工 飼料を 与え た 幼虫 の Pl3 を 調 べ た 。

こ の 飼料 を摂食 し た 幼虫の P13 は ほ とん ど低下 し な

か っ た が ， 桑 粉末 を 添加 した もの は 完全 に 抑 えられ

た 。さ ら に 桑粉末を 含 む 飼料 （M ＋）と そ れ を 含 ま ず ，

セ ル ロ ーズ と大豆粉を主体 とす る飼料 （Me ）に よ っ

て 幼虫期 の P13 が い か な る 影響 を うけ る か 調 べ た 。

桑葉あ る い は M ＋ で 飼育 した 幼虫 は 熟蚕期 ま で P13

を 維持す る が M ・ で 飼育す る と，熟蚕 も次代 の 幼虫

も ま っ た く P13 を しめ さ な く な っ た 。 次 に 桑粉末 の

ク 卩 卩 ホ ル ム 抽 出物を Mo に 添加 して お く と P13 は

部分的 に 回復 し た 。 さらに Mo で 飼育 した 蚕 の 次代

幼虫 を 桑葉 あ る い は M ＋ で 飼育す る と成 育す る に つ

れ て P13 は 回 復 した 。　 M ＋ と Mo で飼育 し た 蚕成虫

の 掛 合実験 に よ っ て 次代 の P ユ3へ の 影響 は 雌 の 飼育

条件 に よ る こ とが 確か め られ た 。

　以 上 の 結果 に よ り， 蚕 の 幼虫 の 走光性 行動 は 摂食

中 は 桑葉中 の 物質の 影 響に ま っ て 抑止 さ れ，絶食 に

よ り回復 し，さ ら に 桑葉 の ク 卩 ロ ホ ル ム 可溶性の 物

質が 幼虫期 の 走光性行動 の 維持 の た め に 必要 と され

る こ とが 賜 らか に な っ た 。
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