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コ ウモ リ母
一
子 の認知に つ い て
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第 48回大会一般講演要旨

　 コ ウ モ リ母一子間で は保育期間中，毎朝 reunSon

が 繰 り返 され て い る 。すな わ ち，採餌か ら帰 っ た 母

達 が 子 の 集団中か ら 自分 の 子 を捜し出 し cale す

る 。 しか しそれ が ど の よ うな機 搆で 行なわれ て い る

か に つ い て の 定説は未だ 無 い 。 すで に キ ク ガ シ ラ ＝

ウ モ リと イェコ ウ モ リの 分離実験か ら，母
一

子聞 の

結合 は 音声信 号 （と くに antiphonal 　chirp ）に ょ っ

て強め られて い る ら しい こ とを報告 し た （1976）。

今回 は，と くに 母
一

子 の 関係 が 密接 で あ る キ ク ガ シ

ラ コ ウ モ リ （Rhinolophus 　fer厂umeguinum ）4 組 を

用 い ，1） 母一子の 分離実験，2） 予 の 臭 い を fan

で 吹 き飛 ば した分離実験，3）　母一
予 の 取替え実験

を行 な っ た。そ の 結果，1）の 実験で は 真 の 母
一

子 は

間 も な くすべ て 結合 し，両者間 に は頻繁な音声 com −

munication 　が 認 め られ た。 2）の 実験 で は，母 は

床 に 置 い た 厚 い ガ ラ ス 容器 の 口 か ら聞え る子 の 声 に

合 わ せ 強 い 信号を出 して旋回 した 。 こ の 後真上か ら

急降下 し，二 ・ 三 度容器 の 口 部を か す め て 飛 ん だ

が，つ い に は 容 器 の 真上 の 天寿 に 止 ま り静 か に な っ

た 。 子 の 臭 い は す べ て fanが 口 の 側方へ 吹 き飛 ば

して い る の で ，こ の 場合．誘引 の 主 な手段 は 空中を

伝 わ っ た 弱 い 母 予 の 声だ と思 わ れ る。ま た，3）の 結

果 ，約 半 数 例 で は 母 が 蚊帳内を旋 回 した が，子 を抱

きに 近寄 る こ とは無か っ た 。

一
方．残 り半数例で は

一度ずつ 母 が 6分の 子 で は 無 い 子 の ぞ ぱ に
一

瞬止

り，次の 瞬間 に パ
ッ と飛 び去り二 度 と近 づ か なか っ

た。こ の 際 の 主な誘 引手段 は 音声で あ る と推測 され

る もの の 最終段 階で の 臭 い に よ る確認の 可能性 も無

い とは 言 い 切 れ な い 。 今篌 は こ の 点をさらに 明確 に

す る k め ．こ の 場面の 詳 しい 解析を 行ない た い e
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　 淡水 産熱帯魚 Pelmateehromis 　PuZcher は ，筒 に

入 る 性質を持 ち，筒を核 と して なわ ば りを 確 保す る

習性が あ る 。 なわ ぽ りを 作 っ た オ ス は．や が て 自分
の なわ ば り内に

一
匹 の メ ス の 侵入 を 許 し，2 匹で な

わ ば りを防衛す る 。 こ の よ うなつ が い の 形成を確 め

た 後．メ ス を 水槽か ら取 り除 くと，残され た オ ス は

一
時的 に 他個体 に 対す るつ つ きの 回 数 を 増加 さ せ る

が．大多数 の 場 合 1 − 2 時間以内 に 自分 の なわば り

内に 他 の メ ス の 居 住を許す よ うに な る 。 その 後．あ

る
一

定期間の 単独隔離の の ち．元 の メ ス を再導 入 す

る と，比較的短 い 隔離 の 場合 は す ぐに 元 の つ が い に

昃 る こ とが で きる が．隔離が 長 くな る に従 っ て 元の

つ が い に 戻れな くな る。ま た，つ が い の 雌雄か らオ

ス を 単独隔離す る と，隔離時間が長 くな る に つ れ て

兀 の 水 槽 に 再 導入 した と きの 順位決定時間が長 くな

る傾向 が あ る 。

　隔離後．水槽の 状態 を入 工 的 に 変化 させ た 簽再導

入する と メ ス は 半数 の 個体 が 元の オ ス とつ が い を 形

成す る が．新 しい メ ス に よ っ 追 い 払 わ れ た と きに

は ．しば ら くは 他 の オ ス と新 しい つ が い を作らな い

で なわ ば りを持 た な い ま ま過 ご す。一方．オ ス を隔

離後．再 導 入 した 場合 に は 水槽 中の オ ス と順位闘争

を 行ない ，勝 つ と元の 場所 の なわ ば りを と りもどす

が，負け る と他の 場所 に な わ ば りを 新 し く作 りは じ

め る様子が 観察 さ れ る 。 こ の と きは 新 しい メ ス とつ

か い を形成す る。

　こ れ らの 結 果 に よ り．メ ス か らオ ス へ の 個体認知

は存在す る と考え られ る が，オ ス の 場合は ，特定 の

メ ス に 対す る個体認知 よ りも順位闘争や な わば り確

保 の 方が優先す る と考 え られ る 。
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