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1 9 8 9 b
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,
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り
l ,

飼 育 方 法

く横 畑,
1 9 8 9

5

り, 採餌行 動 くY o k o b a t a
,

1 9 9 0
6

り ,

活動周 期 く横畑 ら
,

1 9 94
7

り な ど い く つ か の 見 地

か ら 日 本産 食虫類 の 研 究 を行な っ て きた o 今 回,

そ の 一 環 と して , 広島県比婆郡比和町 に お い て 捕

獲 さ れ , 比和 町立 科学博 物館 な ど に 所蔵さ れ て い

る多数 の 食虫類標本 の うち,
コ ウ ベ モ グ ラM o g e T

.

a

r o b z L S t a く- M . k o b e a eJ 3 4 9 点の 相対年齢を上 顎

臼歯 の 摩耗状 態に よ り推定 し,
こ れ らの 個体群 の

齢構成 お よ び 繁殖状態 に つ い て若干の 知見 を得 た

の で
,

こ こ に報告 す る.

材料および方法

今回用 い た頭骨標本 は
, 広 島県比 婆郡 比和町 に

お い て
,

1 9 5 3 年7 月 か ら197 3 年4 月 に か け て 故湯

川 仁氏 に よ り は さ み 式モ グ ラ捕獲器 を用 い て 採

集 され
,

比和 町立科学博物館, 国立科 学博物館 お

よ

.

び 大阪市立 自然 史博 物館 に保存 さ れ て い た コ ウ

ペ モ グ ラ , 雄18 7 点 お よ び 雌162 点で ある .

比和 町 は
, 広島県北東部の 中国 山地 の ほ ぼ 中央

に位置 して お り く北緯34 度56 分 -

3 5 度 4 分
, 東軽

132 度55 分 - 1 3 3 度4 分l , 面 積 は1 32 .
2 4 k d

, 標高

1
,
0 0 0 へ 1

,
20 0 m の山地 に囲ま れ , 中 国 山 地 で も急

峻 な地 帯で ある と い える o 町 内で 最 も高い 地 点 は

池 ノ段 の 1
,
2 80 恥 最 も低 い 地点 は 古 頃の 35 0 m で

あ る o 町自体 が
一 つ の 集水域 と な っ て お り, 土 壌

は 褐色森林土 が大 半を占め る o 冷涼多雨な 山地 気

候 で
, 冬期は 積雪量 も多い

o 年平均 気温 お よ び 年

間降永量 は
. そ れ ぞ れ11 .8 で

,
2

,
1 0 0 7n m で あ る o 山

林 は ミ ズ ナ ラ -

ク リ 群 集,
コ ナ ラ

-

ア ベ マ キ 群 集

な どの 落葉広葉樹 林お よ び ス ギ
,

ヒ ノ キ の 植林 地

が 大 部分 を占 め る くN a k a g o s h i ら
,

1 9 8 9
8

り . 比

和 町 に は コ ウ ベ モ グ ラ の 他 に , ミ ズ ラ モ ダ ラ

E zL T
.

O S C a P l o r m i z LL r a お よ び ア ズ マ モ グ ラ

M o g e r a w o g u r a も生息し て い るが く湯川
,
1 9 6 8

9 I
,

1 9 7 7
101

, 金井塚 ら, 1 9 9 1
u

り ,
い ず れも採集数 が 少

なく , 今 回の 研 究 に 用 い る こ と は で き な か っ た .

採集さ れ た コ ウベ モ グラ は採集者 な どの 手によ っ

て 外部計 測 お よ び 繁殖状 態 な ど の 観察の 後仮 剥 製

標 本と さ れ
, 博物 館 内 に保 存 さ れ て い た o 頭 骨 の

一

部 は すで に 除 肉, 漂 白 を 施 し晒骨 標本 と し て 保

管 さ
.
れ て い た が

, 大部分 は 剥皮の み を行 な い 乾燥

標 本 と して 仮 保存 さ れ て い た た め , 熱湯 中 に 数分

か ら 数十分 間浸漬 し
, 筋肉 , 脳 を軟 化 させ た 後上

下 顎 を分 離 し, 鉄 お よ び ピ ン セ ッ ト に よ っ て 除肉

を 行 な っ た o

相対 年齢 は 関東 平野 産 の ア ズ マ モ グ ラ に対 し て

H o s l e tt a n d T m a i z u m i く19 6 61
121

が 用 い た 方法

に 基 づ き, 上 顎 第 1
,

2
,

3 臼歯 の 摩 耗 状態 を 工

へ N の 4 段 階 に 区 分す る こ と に よ っ て 推 定し た.

す な わ ち,

段 階 工 こ す べ て の 臼 歯 に 摩耗 が 見 ら れ ず, 校頭

は 極め て 鋭 い . 臼歯 の W 字 型 の 切 断 面

は 顕 著 で
, 辺緑 は摩 耗 し て い な い

o 各

臼歯 の m e s o s ty l e が 明瞭 o

段 階 工 こ す べ て の 臼歯 が 摩 耗 し, m e t a c o n e は

極 め て 摩耗 する が
, ま だ突 出 しており,

第 2 臼 歯 と第 3 臼 歯 の p a r a c o n e は 弱

く 突出 して い る o 第1 臼 歯の p a r a c o n e

と 各臼 歯 の m e t a c o n e は 基 底 レ ベ ル ま

で 摩耗 し て い る o 各歯冠 円錐 は校 合面

の 露 出部 に 比較的広 い 分離域を有するo

第 1 臼歯と 第 2 白 歯 の m e s o sty l e は 極

度 に
, また は 完全 に摩 耗 し て い るo

段 階II ニ す べ て の 歯 冠 円錐 が 著 しく摩耗 し
, 第

1 臼 歯 と 第 2 臼 歯の m e t a c o n e だ けが

わ ずか に認 め ら れ る o 第 3 臼歯 の 暁頭

は 完全 に摩 耗 して い るo す べ て の 臼歯

の 摩 耗 面 が 露 出 す る
o 全 日 歯 の

m e s o s t yl e が 摩耗 し て い る
.

段 階 N こ す べ て の 歯 が 著 しく摩耗 し, 全 日歯 が

唆頭 を 欠く . 各 白歯 の 摩 耗 面 が 歯根 部

ま で 摩耗 し
,

し ば し ば歯 根 部 が い く ら

か の 程度 で 露出 す る
o

な お , H o sl ett a n d I m a i z u m i く1 9 6 61
1 21

で は

こ れ ら の 段 階 が 英文 と 写 真 の み に よ っ て 示 さ れ
,

そ れ ら の も と に な っ た 標 本 の 採 集季節 も 示 さ れ て

い な い
o 補 足 の た め

, 図1 に 今 回の 標 本 か ら 描 い

た 図 と
, 描 画 に 用 い た 標本の 採集月 を示 すo

こ の 年齢 推 定法の
, 本調査 地 に お け る コ ウ べ モ

グ ラ個 体群 で の 安 当性 を定 量 的 に検討 す る た め ,

推定 に 用 い た 個体 の 上 顎歯 列各歯 の 唆 頭 の 高さ を

-
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広島県比和 町に お ける コ ウ ペ モ グ ラの齢査定法お よ びその 個体群の齢構成
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1c m
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亡八 d v 8 r l C e dl

F ig , 1 V e n t r a l vi e w o f s k u ll o f y o u n g M o g e r a r o b LL S t a i n H i w a く1I a n d s e ri e s o f u p p e r l ef t

m o l a r s i n w e a r t y p e s o f S t a g e I くc a p tu r e d i n J u n el a n d 丑
, a d v a n c e d I

,
皿 a n d

N くc a p t u r e d i n M a y l く2l a f t e r H o sl e tt a n d lm a i z u m i く19 6 6l . T h e r e c t a n g l e i n く11

m e a n s th e a r e a o f 榔 . P S こ p a r a St yl e
,

M s S こ m e S O S ty l e
,

M S ニ m e t a S ty l e , P C こ

p a r a c o n e
,

M C ニ m et a C O n e i n s e c o n d m o l a r .

測定 し た
o 測定 は 実 体顕徴錬 に 接 眼 マ イ ク ロ メ

ー

タ ー を 取り つ け
,

か な り高齢 の 個 体で も計測 の 可

能な こ と が 多 い 犬 歯 お よ び 第 4 前 臼 歯 の 最 大

高, 第 1 臼歯 の m e t a s t yl e , 第 2 臼歯 のp a r a s ty l e
,

m e s o s ty l e お よ び m et a s ty l e
, 舞 3 臼 歯 の

p a r a s ty l e お よ び m e t a c o n e の 高 さ に つ い て , 0 . 0 1

m の 単 位 ま で 行 な っ た
o 各p a r a s ty l e お よ び

m e t a s ty l e に つ い て は 先端か ら そ れ ぞ れ 歯 根 部 前

端お よ び 後端ま で の 距 離,
そ の 他 は 歯根 部 か ら の

最短距 離を計 測 し た
o 各段階 に お い て

,
2 0 頭 以上

の 標 本が 得 ら れ て い た 月 に は任 意 に20 頭 を選 ん で

計測 し, そ れ 以外 の 月 に は 歯 の 脱落 な ど に よ り 不

可能で な い 限 り
,

全例 を計 測 し たo さ ら に , 段 階

I お よ び 工 の 個 体 に つ い て は , 第 2
, 第 3 臼歯 の

m e s o s t yl e の 形 状 を 観察 し た o こ れ ら の 計 測 , 観

察は原 則 と して 右 側 に お い て 行 な い
, 右側 の 歯 が

脱落 な ど で利 用不 能 の 際 に は 左 側 を 用 い た o

こ れ ら の 相対 年齢 の デ
-

夕 に 加 え て
, 比 和 町 立

科学博 物館 内 に保 管 さ れ て い た 採 集当 時の 性 別,

外部計測値 く頭胴長, 尾長, 後足長1 な ら び に雌

の 繁殖状態 く妊娠 の 有無, 胎 仔体長l の 記 録 を 参

照 し
,

比和 町 に お ける コ ウ ベ モ グラ 個体群 の 繁 殖

状 況 に つ い て の 検討 を行 な っ た
o 相対年齢 の デ

ー

タ を必要 と しな い 項目の 検討 には
, 寄贈 な ど によ っ

て 今 回観 察 に 供す る こ と の で き な か っ た個体 の 記

録も用 い て お り , 参照 さ れ た 記 録個 体 総 数 は
,

4 1 9頭 に及 ぶ o

結 果

用 い た コ ウ ベ モ グ ラ を 臼歯 の 摩耗状態 に よ っ て

区分 し た 結果 を, 捕獲月 ご と に表1 に示 すo 4 月

と 5 月 は 段 階 工 の 個体 が 採 集さ れず
, 雌よ り も雄

の 個体 が 多く 捕獲さ れ た
o 段 階I の 個体 は 6 月 以

降に 見い 出さ れ た o 捕 獲 さ れ る 雌 は 5 月 か ら 増 加

し始 め ,
6 月 と 7 月 に は 雄 よ りも 雌が 多く 採 集 さ

れ た o 7 月 以 降 は段 階H
,

m
,
TV の 個体 が 急 激 に

減 少 し, 相対 的 に段 階 I の も の が 増加 し た
o 冬期
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は例 数が 少な い た め 明瞭で は な い が
,

8 月 以 降 は

概 ね
.
蝶雄 が 同数滞獲 さ れ て い る よ うで ある o た だ

し10 月 は 雌 が多く捕獲さ れ た
o

各段 階 の 臼歯摩擦 状態に は ある 程度 の 変異 が 存

在 し
, 例 え ば段 階 I の 第 3 臼歯に お い て は 3 つ の

主要唆頭 に萌 わ れ た 摩耗面 が ま だ そ れ ぞ れ 独 立 し

て い る もの か ら, そ れ ら が連 続 して 未摩耗 面 が 歯

冠中央部 に島状 に 残 る もの ま で
, 同じ月 に 採集 さ

れ た 個体の 間 で も
,

さ ま ざま な段 階の も の が 見 ら

れ た く園 1l o 段 階I か ら 正 ,
H

,
N の 順 に 月 ご

と の 唆頭 の 高 さ の 合計値 を比較 す る と
, 段 階 が 進

む ご と に 瞭頭 が 摩耗 して ゆ く こ とが 明 らか で あ る

く図 2l o た だ し
, 今回観 察 し た EI 以 降 の 段 階 の

多く の コ ウ ベ モ グ ラの 歯根郡に は
, 加齢 に ともな っ

て 炭酸 カ ル シ ウ ム によ る と 思 わ れ る白色 の 沈着物

の蓄積が 観 察さ れ , 段 階II で は こ れ を避 け れ ば計

測 が 可能 で あ っ た が , 段階 N で は 過半数の 個 体が

計測不 可能 と な っ た o 各段 階の 中で は
, 暁 頭 高 の

合計値 の 減 少の 傾向 は明 瞭で は な か っ た o 上 顎 第

2 お よ び 第 3 白歯 の m e s o s ty l e は
. 若齢 の 個 体で

は ほ と ん ど が 前後2 つ の 突 起 に よ り形 成 さ れ 2 峰

性 で あ っ た が
, 加齢が 進む に つ れ て先端部 が 摩耗

し, どち ら か の 歯 の m e 8 0 S ty l e が 単 峰化 し た 個 体

が 増加 した く図3 l . し か し
,

そ の 増 加 の 状 況 も

校 頭高 の 減少 と 同様, 段 階 I の 個体よ りも段 階II

の 個体 に お い て 明 ら か に 単峰化 が 進 ん で い る も の

の
, 段 階 H の 中 で は 2 月 か ら 4 月 に お い て そ れ 以

降よ り も 単峰化 の 見 ら れ る個体が 多く , 連続的 な

増加 を 観察 す る こ と は で き な か っ たo 段 階II に お

い て 両 方 の m e s o st y l e が 単峰化 し た も の が 現 れ
,

5 月 以 降連 続 的 に増 加 し た o 1 1 月 と12 月 に 1 頭 ず

つ 捕獲 さ れ た段 階 H の 個 体 く図 2 中の 央印 2 頭と
,

計測 の 行な え な か っ た 1 頭l は
, 摩耗 状 態が あ ま

り 顕著 で は な か っ た た め
, 段 階 I か らIl に な っ た

直後で あ る 可 能性 が 大 き い が
,

こ れ に は検 討 の 余

地 が 残 る o こ れ ら 3 頭 は
,

以下 の 分 析 に は 用 い ら

れ な い
o

表l と 同様 に して , 月 ご と の 頭 胴長 , 尾 長 , 尾

率, 後 足長 お よ び後足長 の 頭 胴長 に対 す る 比 を比

較す る と
,

い ず れ も段階 工 の 6 月 以 来 ほ と ん ど変

化の な い こ と が 示 さ れ た く固 4
,

図 5う o

す べ て の 段 階 工 と 2 月 か ら 5 月 まで の 間に得 ら

れ た 段 階II の 個 体 は 出生 後1 年 未 満 の 0 歳 く満年

齢, 以 下 同様l ,
6 月以 降 に 採 集 さ れ た 段 階 工 と

5 月 ま で の 段階tE の 個 体 は 出生 後 1 年 以上 2 年未 .

涌 く1 歳l ,
6 月 以 降 の 段 階Il と 5 月 ま で の 段 階

IV の 個 体 は 出生後 2 年以 上 3 年未 満 く2 歳l ,
6

月 以 降段 階 N の 個 体 は そ れ よ り長 期 間生存 して い

る く3 歳以 上l と み な さ れ た く考察 の 項 参照l .

こ れ に 基づ い て
,

こ の 地域 の コ ウ ベ モ グ ラ個 体群
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T o t a l 1 3 0 2 9 l l 1 2 1 0 7 4 3 4 4 1 6 3 4 0

く% i n p a r e n t h e s i sl

の 齢構成 を
, 捕 獲 が 連続 し て 行 わ れ た1 95 3 年 か ら

196 5 年ま で の 13 年 間 に つ い て , 年 ご と に 表 2 に 示

す く捕獲 数 の 少 な い 195 3 年 か ら の 前半 6 年間 は 合

一 す る
o l こ の 申で

, 前 半 の 6 年 間 と そ の 彼の 7

年 の 各合計値 の 年齢構成を雌 雄 ご と に比較する と
,

有意 な 差 は検出 さ れ な か っ た くx
2

一 検 定i 堆 こ

2 歳以 上 を合
一

, x
2

- o .6 2
,

P ン0
.
0 5 こ 雌 こ 1 歳

以上を 合
一

, x
2

- こ2 .0 5
,

P ン0 . 0 5 l o
た だ し , 後

半 7 年 間 の う ち
,

1 9 5 9 年か ら196 2 年 に か け て 0 歳

の 個体が 徐 々 に減少 し
,

1 歳 の 個体 が 増加 し て お

り
,

こ の 傾 向 は 特 に 雌 に お い て 明 瞭 で あ っ た o 0

歳か ら 1 歳 に か けて の 減少 は 雌 よ りも雄 にお い て
,

1 歳 か ら 2 歳 に か け て の 減 少 は雄 よ り も雌 に お い

て著 しく , 雌雄 間 の 齢構 成 の 差 は
,

上 記 の 1 3 年 間

の 合計値 間 で 有意 で あ っ た くx
2

一

検定i 2 歳 以

上を合
一

, x
2

- 1 0
. 51 , P く0 .0 1l o

図 6 に
, 妊娠 雌 か ら得 ら れ て い た 胎仔 の 体 長 と

採集年月 日 , 胎 仔数 , 母獣 の 齢 と の 関係 を
,

こ れ

ら の デ
ー

タ が す べ て 得 ら れ た22 例 に つ い て 示す
o

採集年 別 に見 る と 後 に 採集 さ れ た も の ほ ど胎仔 の

発育が 進 ん で い る傾 向が あ る もの の
, 例 外 も少 な

くなく , 6 月 に お い て も 胎仔 の 体長 が わ ず か10 m m

前後 の もの が 2 例 見 ら れ た
o 胎仔 数 お よ び母 獣 の

齢が 胎仔 の 体 長 に 与 え る影 響 も明 ら か で は な か っ

たo

考 察

齢査定法な ど ニ H o sl e tt a n d lm a i z u m i く19 6 6J
1 2J

は今回用 い た もの と 同 じ臼歯の 摩耗 状態 の 区分 に

よ っ て
, 関東 平野 産の 248 頭 の ア ズ マ モ グ ラ の 年

齢構成 を調 査 した o ま た
, A b e く19 6 71

1 3J
も こ it

に近 い 方法 で 日 本各地 か ら 採集 さ れ た ア ズ マ モ グ

ラ
,

コ ウ ベ モ グ ラ お よ び サ ド モ グ ラ M o g e r a

t o h u d a e の 齢査 定 を行 い
, 加齢 に と もな う形 態 の

変異を詳細 に分 析 し て い る が
,

こ れ ら の 研究 に お

い て , 齢 査定 の 結果 を暁頭高 な ど と対 照 させ
,

そ

の 妥当性 を確認 す る こ と は 行 な わ れ て こ なか っ た
o

しか し ,
こ う し た検 討 は小 型哨乳類 の 簡便 な 齢 査

定法 と して 歯 の 摩耗状態の 区分 を 用 い る 場合 に は

重要 で あり,
U s u ki く1 9 6 61

14J
は 日 本 産 の 小 型 モ

グ ラ 科 動物 の
一

種 ヒ ミ ズ U T
-

O tr i c h u s t a lp o i d e s

の 臼歯 に つ い て
, 摩耗状態 に よ る 区分と と も に 同

様の 検討 を加 え て い る o 英 国産 の ヨ
ー

ロ ッ パ モ グ

ラ T al p a e u r o p a e a に 臼 歯 の 摩 耗 に よ る 齢 区 分

を 適 用 し たL a rk i n く未 発 表 , G o d r r e y a n d

C r o w c r o ft ,
1 9 6 0

15J

に お い て 紹 介j は , 異質 な 土

壌 環境 の もと で は摩耗 の 状 況が 異 な る こ と が あ る

と し て お り ,
H o sl e tt a n d I m a i z u m i り9 6 6ナ

12J

の 用 い た 区分 を種や 地域 の 異 な る 個体群 に 用 い る

た め に は
, 個別 の 検討 が 必 要と 考 え ら れ る o 今 回
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M o g e T
.

a r O b u s t a c a pt u r e d i n H i w a
,

w i th th r e e くci r c l el ,
f o u r くs q u a r el

o r fi v e くt ri a n g l el e m b r y o s . C l o s e d

a n d o p e n s y m b o l s m e a n i n d i v i d u a l s

i n S t a g e 工 a n d H i n F i g . 1
,

r e s p e cti v etl y . D iff e r e n t li n e s m e a n s

di ff e r e n t c a p ti v e y e a r .

使用 し た 区分で は
, 同 - の 段 階 の 中の 異 な る 月 に

捕獲 さ れ た 個体間で は 瞭頭 高の 合計値 に 大 き な 重

な りが あり, 上 顎 の 第2
, 第 3 臼歯 の m e s o s ty l e

の 摩耗状態 の 異 なる 個体の 原皮 分布に お い て も
,

連 続的 な変化が 見 い 出 さ れ な か っ た部分が あ っ たo

しか し , 異 なる 段 階の 間 で は か な りの 隔た り が あ

り ,
こ の区 分法 は齢査 定の 手 法 と し て は ほ ぼ 有効

と 考えら れ るo

今回 調査 し た コ ウ ベ モ グ ラ個 体群 の 繁殖 状況 に

つ い て
,
藤 原 くこ 湯川

,
1 9 6 2

16

り は
,

繁殖 は 毎 年

1 回で 交尾 は 4 月 下旬 頃 より 始まり
,

4 月 中旬 よ

り 5 月 上旬 頃が 交尾 の 最盛期 で あり
,
交尾期 は 比

較 的長く, 6 月 中旬頃ま で 続く と し て い る o また ,

出産 は 5 月 中旬 頃 より 始ま り,
5 月下 旬 か ら 6 月

上旬 頃が 最 盛期 で あり ,
7 月上 旬ま で 続く と し て

お り,
こ れ は A b e く19 6 8l

l 乃
に よ る 全 国 的 な 調査

結 果 と も ほ ぼ
一

致 す る o こ れ ら の 研 究 に よ っ て 日

本 産の モ グ ラ 類 の 繁 殖 は 年 1 回 の み で , 春 か ら 初

夏 に か け て 行 な わ れ る と さ れ , 平 地 の 個体 群 に お

け る 齢構 成 の 研 究 も,
こ の 前提 に よ っ て 行 な わ れ

た くH o sl e tt a n d I m a i z u m i
,
19 66

1b
l . ただ し

, 最近

S a g a r a a n d A b e く19 9 41
18,

は 比和 と 同様 に ミ ズ

ラ モ グ ラ ヤ ア ズ マ モ グ ラ と 混在す る京 都 府芦生 の

コ ウ ベ モ グ ラ 山地個 体 群 に お い て
, 積 雪 の 多か っ

た 年 の 翌 年の1 0月 に 巣 の 付近 か ら 分散期直 前 の 幼

獣 を見 い 出 し
,

こ う し た 状 況下 に お い て は 繁 殖活

動 の
一

部 が 秋 期 に行 な わ れ る場 合 が あ る こ と を示

し て い る o ま た
, 繁殖 に 季節性 の あ る 哨乳 動物 に

お い て
,
交 尾 が 比 較的限 ら れ た 時期 に 集中 し て 行

な わ れ
,
交 尾後直 ち に 胎仔 の 発 生 が 開始 さ れ る も

の で は
,

同 一 個 体群 内か ら 採 集さ れ た 妊 娠個 体の

採集 日 と 胎仔 体長 の 間 に は 明瞭 な 関係 が観 察され,

十分 な 標本 数 が 得 ら れ れ ば
, 回帰 に よ っ て 胎仔体

長 が 0 と な る 日 を外 挿 し, 平均 受 胎 日 の 推 定 も 可

能 で あ る く例 え ば
,

S u g i m u r a ら
,

1 9 8 3
19

り o し か

し今 回検討 に供 し た 限り で は
,

妊 娠 し た コ ウ ベ モ

グ ラ の 採 集 日 と胎仔 体 長 と の 間 に は
, 採集年,

妊

娠 雌 の 年齢 , 胎 仔数 な ど の 他 の 因子 を 加 え て 捻合

的 に分 析す る こ と に よ っ て も
,

明瞭 な 関係 を 見 い

出す こ と は で き な か っ た
o

こ の こ と は
,

行 動 圏 の

環 境 条件の 遠 い や 周 囲 の 個体と の 関係 の よ う な,

今 回分 析 に供 す る こ と の で き な か っ た 他 の 因子 の

影 響 の も と に ,
コ ウ ベ モ グ ラ の 交尾 , 受胎 の 時 期

が か なり 幅広 い 範囲 内で 前後 す る こ と を示 し て い

る と 考 え ら れ る o し た が っ て 今 回見 ら れ た段 階 の

中 の 各月 間 で の 稔暁 頭高 の 重 なり な ど に は
,

こ う

し た 繁殖 の 時期の 個 体群 内 で の 散 ら ば り も 関与 し

て い る の か も しれ な い o

H o s l ett a n d I m a i z u m i く1 9 6 6l
l幻

は
, 段 階I

の 個 体 は 5 月 の 後半 に わ ず か に 見 ら れ
,

6 月以 降

多数見 い 出だ れ る が
,

1 1 月 に は 見 ら れ な く な る と

し て い るo 今回 の 調査 で は 5 月 に は こ の 段 階 の 個

体 は ま だ見 ら れ ず , 少数 で は あ る が1 1月 と12 月 に

も 見 い 出 さ れ て い る
o

こ れ に は用 い た 標 本数 の 遠 .

い や 観察者 に よ る 段 階 I と H の 微 妙 な 区別 の 差異

の 他 に
,

モ グ ラ の 種 差 や 山地と 平 地 と い う環 境 の

相違 に よ る
, 出産期 の 違 い が 関与 し て い る と 考 え

ら れ る
o 実際 に

,
A b e く1 9 6 81

171
は コ ウ ベ モ グ ラ

の 繁殖 期 の 中心 は 鹿 児島や 種 子島で は 4 月 か ら 5

-
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広 島県比和町 にお ける コ ウ ペ モ グ ラの齢査定法およ ぴその 個体群 の齢構成

月 で あ る が ,
よ り 北 の

, あ る い は よ り 寒 冷 な

地 域 で は そ れ よ り 遅 く な る よ う で あ る と し て い

る o

臼歯 の 摩耗 状態 の 区分 と 各個体 の 齢 と の 対応 に

つ い て
,

H o sl e tt a n d l m a i z u m i く1 9 6 6J
121

は 5

月 の 後半 に 出現 す る段 階 工 の 個体 を 便宜 的 に 6 月

に 含め
,

6 月以 降 の す べ て の 段 階 工 と
,
1 1 月 か ら

翌年 5 月 ま での 段階 I を齢群 I く生後 2 へ 1 3 ケ月l ,

6 月 以 降 の 段 階 I と11 月 か ら 翌 年 5 月 ま で の 段 階

El を齢 群 I く生 後14
-

2 5 ケ月l , 同様 の 期 間 の 段

階 m と段 階 N を齢 群 m く生後26 へ

3 7 ケ 月l , そ れ

以降 の 段 階N を 齢群IV く生後38 - 4 9 ケ 月l と し て

い る o 上 記 の 地域 的 な 確境 の 差 な ど に よ る ず れ も

考慮す る と
, 今 回の コ ウ ベ モ グ ラ 個体群 で は

, す

べ て の 段 階 工 と 2 月 か ら 5 月 ま で の 間に 採 集 さ れ

た段階II の 個体 は 出生 後1 年未満 く0 歳l ,
6 月

以降の 段階II と 5 月 ま で の 段 階 m の 個体 は 出生 後

1 年以 上 2 年未 満 く1 歳J ,
6 月 以 降 の 段 階nI は

出生後 2 年以上 3 年 未満 く2 歳l と み な し て 良 い

であ ろ う o 犬 歯 の 歯根 部横断面 に見 ら れ る年輪 に

より 年齢 の 推定 を行 な っ た ヨ ー

ロ ッ パ モ グ ラ の 例

で は
,

少数 な が ら 4 歳 か ら 5 歳 の 個 体が 確認 さ れ

て い る C L o d a l a n d G r u e
,
1 9 8 5

20

りo そ の た め
,

段 階N の 個 体 は , 3 歳以上 の 長期間 に わ た り 生存

し て い る 可能性 が あ る が , 今 回の 5 月 ま で の 段 階

N の 個体 は 少 数 く7 例1 で あ る た め
, 便 宜 的 に 2

歳に 含 め
, そ れ 以降 を 3 歳以上 と す る

o そ の た め
,

齢構 成 の 分析 に お い て 2 歳 の 個体数 は 過 大評価 ,

3 歳の も の は 過小 評価 の 可 能性 が ある
o

一 方 , 頭 胴長 や 尾 長, 後 足長 な ら び に 尾 率 , 級

足長の 頭 胴長 に対 す る 比率 に は
, 加 齢 に よ る 変イビ

が 見 ら れ な か っ た
o

こ れ ら の 絶対 長 は
, 離 巣 ま で

に成獣 に 極め て 近 い 大 き さ に達 す る よ う で ある
o

し たが っ て
,

こ れ ら を齢 査定 に 用 い
.
る こ と は で き

な い
o

い く つ か の 音 歯類 で は
, 頭胴 長 や 尾 長が ま

だ伸長 を続 けて い る 生後早 い 時 期 に
, 後足長 が 成

獣と 同 じ大 き さ に 達 す る こ と が 知 ら れ て お り く例

え ば藤 巻 . 桑畑,
1 9 8 4

211

l , 計 測値 相 互 間の 関係

が注目 さ れ た が
,

コ ウ ベ モ グ ラ に お い て こ の よ う

な違 い を見 い 出 す こ と は で き な か っ た
o

た だ し
,

日 本産の モ グ ラ類 で は 種 間 の 競合 に 体 の 大 きさ が

重要 な 要 因と し て 関 与 し て い る こ と が 知 ら れ て お

り 仏b e ,
1 9 6 7

1 3l
, 阿部 ,

1 9 7 4
2Z

り , 多く の 場 合 ,

大型 の 種 ほ ど有利 で ある と さ れ て い るが
, 例 外 的

な場合 も知 ら れ て お り く阿部
,

1 9 9 1
Z3

り ,
そ の 機

構が 注 目 さ れ て い る
o 大 きさ の 遠 い が 成獣 の 寿 命

に関連 して い る な ら ば
, 加齢 に と もなv l 平均 的 な

中

大 きさ が 変化 す る は ずで あ る が , 今回の 知見か ら,

そ れ は ほ ぼ 否定 さ れ る で あ ろう o
む し ろ , 繁殖 活

動 へ の 何 ら か の 影響 や
, 分散期 の 生存 率の よ う な

生活史の 初期の 段階 に 対す る 関与 が 予想 さ れ る
o

齢構 成 二 齢構成 や性 比 な ど の
, 野生動 物個体 群

の 内部構造 を 死亡個体 か ら分析 する た め に は
, 辛

次変 動 を除く た め に
, 短期 間中 に採集 さ れ た 多数

の 標本を調査 す る こ と が 必要 で あ るo ま た , 年 内

の 変動 を観 察す る場 合 に は
, 毎年季節 ご と に 同 じ

頻度で 採集 が 行わ れ て い る こ と が 望ま しい o 今 回

用い た コ ウ ベ モ グ ラ は
, 本地域 に お ける こ の 種 の

,

繁殖状況 を中心 と し た
一

般 的な 生括史の 解明 を 目

的と し て採 集 さ れ たも の で ある た め
, 採集 は 多 年

にわ たり , また 4 月 か ら 7 月 に か け て の 繁殖 時期

に集中 し て 行な わ れ て い る o そ の た め, 齢 構 成 な

どの 分析に は様々 な注意 が 必要 で ある
.

さ ら に
,

今回 の よ う に
, 多数 の 動物 が長 年に わ た り狭 い 地

域か ら採集さ れ て い る場合 に は
, 個体群 の 構造 に

捕獲 の 影響 が 現 れ て い る可 能性 が考慮 さ れ る べ 畠

で あ る o

今 回調査 し た 総個体 数お よ び表 2 に示 し た 各 年

の 齢構成 にお い て
, 全般的 に 雄 の 個体 数が 雌 よ り

や や多く な る傾向が ある が
, 表1 の よ う に採 集 は

雄 の よく 得 ら れ る 4 月 か ら 5 月 に か け て も っ と も

多く行 なわ れ
, 雌 の 多く得 られ る 6 月 か ら 7 月 に

かけ て は
, そ れ よ りも 多少 総頭 数が 少 な い

o そ の

た め野外 個体群 で の 実際 の 性 比 は
,

ほ ぼ 1 二 1 に

近 い もの と 予想 さ れ る
o

表 2 に お い て
, 年間の 捕獲頭 数が あまり多 く な

く
, 捕獲 の 影響 が ほ と ん ど な い と考 え ら れ る1 9 5 8

年以前 と
, 捕獲 頭数 の 増加 した195 9 年以 降 の 齢構

成 を合 計借 間で 全体的 に 比較 する と
,

大 きな 変 化

は見 ら れ な か っ た
o

し た が っ て
,

こ れ ら の 時 期 の

採集 数の 総計 に よ る表1 の 結 果, な ら び に表 2 の

1 95 3 年か ら196 5 年 ま で の 総計 に よ る齢 構 成 は
, 辛

均 的 な こ の 地域 の コ ウ ベ モ グラ 個体群の 傾 向 を 表

し て い る と 考え ら れ る
o
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表1 に お い て
,

4 月 か ら 5 月 に か けて は 雄が
,

6 月 か ら 7 月 に か けて は雌 が そ れ ぞ れ多く採 集 さ

れ て い る
.

ヨ ー

ロ ッ パ モ グ ラ で は
,

電 波発信 機 を

装着 して 活動 頻度 を 測定 した 結 果,
交尾期 に あ た

る 5 月 前後は 雄の 活動が 活発 に な り, 育仔 期 の 6

月前 後には 雌の 活 動時 間が 増加 す る こ とが 知 ら れ

て お り くG o r m a n a n d S t o n e ,
1 9 9 0

紬
1 , 今 回 の

季節 に よ る こ う した 傾向も
,

主 と し て繁殖活 動 に

ょ る雌 雄の 活動量 の 季節 的変化 によ ると考えれ ば ,

上述 の 藤原 く196 21
16,

と
一 致 す る . し か し

,
6 月

か ら 7 月 に か けて は育仔 に参加 し な い 若齢の 雌 も

多く採 集 さ れ て お り
,

こ の 点 で は検 討 の 余 地 が 残

る o

モ グ ラ科 の 動 物 の 齢 構成 を調 べ た例 は い く つ か

存在す る . H o sl e tt a n d I m a i z u m i く19 6 61
121

の

調査 し た 関束平野 の コ ウ ベ モ グ ラ個体群 で は 3 歳

ま で が 見 い 出 され
,

そ れ ぞ れ63 % ,
2 6 %

,
8 %

,

3 % で あ っ た o L o d a l a n d G r u e く1 9 8 51
201

の 調

べ た デ ン マ ー ク の ヨ ー ロ ッ パ モ グ ラ個体 群 で は 0

歳か ら 5 蔑ま で が そ れ ぞ れ64 % ,
1 8 %

,
1 0 % ,

4

%
,

1 % お よ び3 % く論文中 の 表 よ り計釦 存在

した o ま た
,

G o d f r e y a n d C r o w c r o ft く1 9 6 01
15,

は , 稔個体数が
一 定 で 各年齢 に お ける 死亡 率が い

ずれ も% ,
1 ペ アが 4 東 の 仔を 産 み

,
こ の 6 頭 が

1 年後に 2 頭 に な る と して 仮 想 的な齢構成 を計 算

し
,

0 歳 か ら 4 恵 まで が それ ぞれ67 % ,
2 2 %

,
7

%
,

3 %
,

1 % に なる と して い るo 今回用 い た 個

体群 の雌 雄を合計 した 齢構成 は
,

こ れ ら の 報告 に

極 め て 近 い o H o s l ett a n d lm a i z u m i く1 9 6 61
12,

は
,

こう し た 一 致性 は生 息状 況の 安定性に よ る と

し
,

そ の 一 因 と して 繁殖期 に 巣に侵入 して 来 る 天

敵の 存在 し な い こ と を 挙 げて い る o 1 9 5 9 年 か ら

196 5 年に か け て若 干の 変 動 は見 ら れ る もの の
,

坐

体 と し て この コ ウ ベ モ グ ラ個体 群 は か な り安 定 し

て い る と考 え て 良い で あ ろ うo

た だ し
,
上 述 の L a r ki n の 調査 し た個 体群 で は

,

o 歳 が47 %
,

1 歳が40 % ,
2 歳 が13 % で あ っ た o

特定の
一 個 体群で は な く , 日 本各地 か ら集め ら れ

た ア ズ マ モ グ ラ と コ ウ ベ モ グ ラを そ れ ぞ れ に 合計

し て 齢構 成 を 調 べ た A b e く1 9 6 8J
171

の 結 果 も , 令

回の 紡果 な ど に較 べ て
, 両種 と も に 0 歳が 少 な く

1 歳 が 多く,
L a r k i n の 例

151
に 近 い o こ れ ら の 相 違

が 何 に 由来 す る か は 不 明 で あり
, 採集季 節 な ど を

含 め て 詳細 に比 較検 討 す る 必要 が あ る o

1 9 5 3 年 か ら1 96 5 年ま で の 総計 に よ る 齢 構 成 に よ

る と
, 雄 の 0 歳 と 1 歳 の 間 の 生 存 率 く2 9 ノ1 3 0

,

2 2 . 3 % l は
, 雌 く43 ノ10 7 ,

4 1
.
7 % l の 半分 程 し か

な い o こ れ に は 生 理 的, 生態 学的 な い く つ か の 原

因 が 考え ら れ る o し か し , 最も注 目 さ れ る も の と

して
, 現 在大 小様々 な晴 乳動物で

, 維巣 後 の 分散

に お い て雄 の仔 が 雌 の 仔 よ り も遠く 離 れ た 場 所 に

分 散す る こ と が 知 ら れ て お り ,
モ グ ラ 科 の 動 物で

は 直接 の 知 見 が な い も の の
, 同 じ食虫日 で , 比 較

的地 下 生活 に適応 して い る と い わ れ る 北海 道産 の

オ オ ア シ ト ガ リ ネ ズ ミS o r e x u n g u i c u L a tL L S で は
,

記 号放 逐 を 繰 り返 す こ と に よ り ,
こ の こ と が 証 明

さ れ て い る く井 上
,

1 9 9 0
z5

り. モ グ ラ は排 他 的 な縄

張り を持ち,
ト ン ネ ル シ ス テ ム の 中で 抹餌 を 行 な

い
, 長 時 間 の 飢 餓 に も弱 い こ と か ら

, 分散 期 の 死

亡率 は 他 の 時 期 に 比 べ て 高 い と 考 え ら れ て い る

くG o d f r e y a n d C r o w c r o ft ,
1 9 6 0

1 5,
,

G o r m a n

a n d S t o n e
,
1 9 9 0

叫
l . そ の た め

,
こ の 雌 雄 の 生存

率の 差 は,
モ グ ラ に お い て も分散 の 様式 に 性 差 が

存在す る の で は な い か と い う こ と をう か が わ せ る

も の で あ るo 今 回参照 で きた 限り で は
,

こ れ ま で

の モ グ ラ 類 の 齢 構成 の 研 究 の 中 で 性 に よ る 差 を

検 討 し た も の は 存 在 し な か っ た o A b e

く19 6 81
171

に お い て 雌雄別 の 齢構成 が 示 さ れ て い る

が
,

こ こ で は ア ズ マ モ グ ラ
,

コ ウ ベ モ グ ラ と も に

今 回の よ う な 相 違 は 見 い 出 さ れ ず , 今後,
上 述 の

よう な再 検討 が 必要 で あ るo ま た, 今 回調 査 し た

コ ウ ベ モ グ ラ個 体群 の 中 の
一 部 の 個体 に対 して も

,

L o d a l a n d G r u e く1 98 51
20J

が 行 な っ た よ う な 歯

根 部 の 年輪 の 観察 に よ る ,
よ り正 確な 齢査 定 を行

な い
,

よ り 高度 な齢 構成 の 分 析 な ど を行 なう 予 定

で ある o

要 約

1
. 広 島県比 婆郡比 和 町 に お い て 捕獲 さ れ た コ ウ

ペ モ グ ラ M o g e r a r o b u s t a 3 4 9 点 の 上 顎 臼 歯 の

摩耗 状 態を
,

H o sl et t a n d lm a i z u m i く1 9 6 6j
lZ,

に 基づ い て 4 段 階 に 区分 し
,

こ れ に よ る齢 査 定

を 試 み た o そ の 妥 当性 を 検討 す る た め に ,
上 顎

歯 列 各歯の 唆 頭 の 高 さ を 8 部位 に つ い て 計測し,

-

7 2
-



広 島県比和町に おけ る コ ウベ モ グ ラ の齢査定法 お よぴ その個体群の 齢構成

そ の 合 計値 を比 較す る と と も に
,
段 階 工 お よ び

II の 個体 の 上 顎 第2
, 第 3 臼歯 の m e s o s ty l e の

形状 を観 察 し た o

2 . 瞭東 商 の 合計 値 は 異 な る月 に採 集 さ れ た 同 じ

摩耗 段階 の 個 体間で は 大きく重複 し た が
,

段 階

の 進 行 に と もな い
, 明 ら かに 減少 し た o 段 階 エ

の m e s o s t yl e は先 端部 の 摩耗 が 進 み
, 段 階 工 に

較べ て 単 峰化 し た もの が 明 ら か に 多か っ た o こ

れ ら の 検討 に よ り , 今 回の 段階 区分 に よ っ て こ

の 地 域 の コ ウ ベ モ グ ラ の 齢査 定 は ほ ぼ 可 能で あ

る と 考え ら れ たo

3 . 摩 耗 の 少な い 段 階 工 の 個体 が 6 月 以 降 に 現 れ

る こ と
,

4 月 か ら 5 月 にか け て雄が
,

6 月 か ら

7 月 に か け て 雌が 多く採集 さ れ る こ と が
,

こ の

地域 の コ ウ ベ モ グ ラ の 交尾 が 4 月 中旬 頃 よ り 始

め り,
5 月 下旬 か ら 6 月 上旬 頃 が 出産 最盛 期 で

あ る な ど と し た藤 原 く196 21
16J

の 報告 と
一 致 し

た
o

4 . 今 回調 査 し た コ ウ ベ モ グ ラ の 頭 胴 長
,

尾 長 ,

後足 長, 尾 率, 後足長 の 頭胴 長 に 対す る 比 率 に

は, 加 齢 に よ る 変化 が 見 ら れ な か っ た o

5 . 妊娠 個体22 例 か ら得 ら れ た 胎仔 の 体長 と 採 集

日 の 間 に は
, 採 集 年,

妊娠 雌 の 年齢, 胎 仔 数 な

どの 他 の 因子を 加 えて 分析 す る こ と に よ っ て も
,

明瞭 な 関係 を見 い 出す こ と は で き な か っ た o こ

の こ と は
, 分析 に 供 す る こ と の で き な か っ た 他

の 因子 の 影響 を も と に ,
コ ウ ベ モ グ ラ の 交 尾 ,

受 胎 の 時期 が か なり 幅広 い 範 囲内 で 前後す る こ

と を示 す と 考え ら れ る
.

6 . す べ て の 摩耗段 階 工 と 5 月 ま で の 段 階 工 と 5

月ま で の 段 階 H ,
6 月 以 降の 段 階 I と 5 月 ま で

の m
,

6 月 以 降 の 段 階 m と 5 月 ま で のrV , そ れ

以 降 のIV の 個 体 を そ れ ぞ れ 満 0 歳
,

1 歳 ,
2 歳 ,

3 歳以 上 と し, 齢 構成 の 分析 を 行 な っ た
o 今 回

の コ ウ ベ モ グ ラ 個体群 の 齢構 成 は , 既存 の い く

つ か の モ グ ラ類 で の 報告 と
一 致 し

,
年間の 変 動

は 比較 的少 な く, 安 定し た 個体群 構造 で あ る と

考 え ら れ た o

7 . 0 歳 と 1 歳 間 の 生存 率は
, 雄 で は2 2

. 3 % , 雌

で は41 .7 % と な り , 明 ら か に性 差 が 存在 し た
o

こ れ は分 散 の 性 差 と の 関連 に お い て注目 され る
o
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