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　淡水性硬骨魚類キ ッ ゾ ン グ 。グ ラ ミ を 用 い て ，活

動 リ ズ ム と その 光受容 に つ い て 調 べ た。

　 キ ッ シ ソ グ ・グ ラ ミ は ，LD 　12 ：12 の 下 で は 明期

に 活動す る 昼行性 の 活動 パ タ ーソ を 示す。DD あ る

い は LL の 恒常条件下 で は ，サ ーカ デ ィ ア ソ ・リズ

ム を示 す 。 ピ ク オ ドグ ラ ム に よ る分析で は ，DD に

お い て 79 ％．LL に お い て 62 ％ が サ ーカ デ i ア ソ

・リズ ム を 示 した 。
LL の 照度 とサ ーカ デ ィ ァ ン ・

リ ズ ム の 周期 τ と の 関 係 は ．LL の 照度 が 高 くな る

ほ ど τ は 長 くな る傾向に あ り，Aschoff の 法則 に 適

合 しな か っ た 。 光 の 強度 と平 均活動 量 と の 関係 を 見

た と こ ろ，こ れ に は
一
貫 した 傾向は 見 い 出せ な か っ

た 。

　次 に ．サ ーカ デ ィ ア ン ・ リズ ム の Zeitgeber と し

て 最 も重要な光 の 受容機構 を調 べ る た め に．，まず光

強度 お よ び波長 の 効果 を 検討 した 。活動 リズ ム が 明

暗 サ イ ク ル に 同調す る光 の 強度 の 閥値 は ，約 0．11x

で あ っ た 。 L 期 の 照度低下 に 伴 い ．昼 行 性 の 活動 パ

タ ーソ が ，双 峰性あ る い は 夜行性 へ と変化す る もの

が あ っ た 。 また ．闘値以 下 の 照度 で は サ ーカ デ ィ ア

ソ ・ リ ズ ム を 示す もの や ，活動が 1 日 中に 広 が り，

リ ズ ム が な くな る もの が認め ら れ た 。 明暗 サ イ ク ル

の L 期 の 照度低 下 に よ る 活動 バ タ ーン の 変化は ．

brown 　bllllhead で も報告さ れ て い る 。 さらに ，季

節的 に 活動 パ タ ーソ が変化す る 魚 の 報告 もあ る。魚

類 の 活動 リズ ム の パ タ ーン に は ，昼行｛生，夜行性 の

他 に」，キ ッ シ ン グ ・グ ラ ミ や brown 　bullhead の よ

うに 活動 パ タ ーソ が 照度 に よ りHexlbleに 変化す る

も の が あ る よ うで あ る。さ らに ，活動 リ ズ ム が明暗

サ イ ク ル に 同調す る 時 の 作用 ス ペ ク トル を 調 べ た と

こ ろ，570nm 付近 の 波長 の 光 が 特に有効 で あ る こ

と が わ か っ た 。

　 両生類 で あ る 日本産 イ モ リの 歩行活動 リ ズ ム は サ

冖カ デ ィ ア ン リ ズ ム であ り，こ の リ ズ ム は環境の 朋

暗サ イ ク ル に 同 調 し，松果体 が 関係 して い る こ と が

佐藤 ら （1980） に よ っ て 報告さ れ て い る 。 今回 我 々

は 佐藤 らの 記録装置を改良 し，眼 球 摘出 お よ び ，頭

蓋 に．ア ル ミ箔を貼 っ て 松果体 へ の 光刺激を庶臨す る

手術 を行な うこ と に よ っ て ，歩行活動 リ ズ ム の 環 境

の 明暗 サ イ ク ル へ の 同調機 能 に．眼 と松果体 が どの

よ うに 関与 し て い る か に つ い て 検討 した 。 その 結

果，松果体が 正常 で ．眼球を 摘出 した 個体で は，歩

行活動 リズ ム の 形成 ，お よ び 同調機能は 失 われな か

っ た。し か し．眼 が 正 常 で ，明暗 サ イ ク ル の 存在下

で 松果 体 を カ バ ーした 欄体 で は ，歩行活動 リズ ム が

消失 し，一
度消失す る と．その 後恒暗条件 に し て も

回 復 は み られ な か っ た 。 ま た
， 眼球 が 正常 で ，恒暗

条件で 自由継続 リズ ム を 示 し て い る個 体 の 松果体 を

カ バ ーし た場 合に は ， リ ズ ム の 消失 が み られ な か っ

た 。 こ の 結果 は ，歩行活動 リズ ム に 視覚 と松果体か

らの情報が 麗与 して い る こ と を意味 し て い る。そ れ

は 明暗 サ イ ク ル の 存在下 で 松果体を カ バ ーす る と．

松果体 か らの 恒暗条件 と し て の 情報 が 歩行活動 リズ

ム の オ シ レ ー
タ ーに 与え ら れ，歩行活動 リ ズ ム は 自

由継続 リ ズ ム を示 そ うとす る が ，眼 に は 明暗 サ イ ク

ル の 情報 が 与 え ら れ て い る の で ，それ が 何 ら か の 形

で オ シ レ ータ ー
に 影響を与 えた 結果 リ ズ ム の 混乱 が

お こ っ た と考 えられ る 。 し た が っ て ，歩行活動 リ ズ

ム の 形成 お よ び 明暗 サ イ ク ル へ の 同調 に 松果体が重

要な役割 を果た し て お り，また ，眼 は 不 可欠 なもの

で は な い が 眼 か ら の 光憶報 が 歩 行 活動 リ ズ ム の 形成

お よ び 同調機能 に 及 ぼ す 影響 は 無視 で ぎな い こ と が

わ か っ た 。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


