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特集に あた っ て

「 金華 山 ・ ク ル ミ と ネ ズ ミ と サ ル」 と 題 し た今 回 の特集 は 、 ‘‘ 幻 の分裂群 ' ’ （本誌第30

号参照 ） に 決着 を つ け た 前後 か ら 、 本 号の 執筆者 を含 め 多 く の調査員の協 力 を得て 実施 し

た ク ル ミ と ネ ズ ミ と サルの濃密 な 生態学的 関係 に 関 す る 調査の 、 現在 ま での成果の と り ま

と め で あ る 。

一般 に 種和名 が オニ グル ミ （以 下 ク ル ミ と 略す） と 呼ばれ る 木の 実 の核果は 、 サルに限

ら ずそ れ を 食べ る 草食性や雑食性哺乳類 に と っ て は最 も 固 い 、 そ の意味で特筆すべ き 植物

性食物 の 一つ で あ る 。 かれ ら は核果 を毅 う 固 い木質の殻を 、 門 歯で丹念 に 削 っ て 穴 を 開 け

る か 、 少 し 削 っ て か ら 梃の 要 領 で 二つ に割 る か、 奥歯や犬 歯 で力 任せに噛 み割 る し か 、 脂

質やた ん ば く 質 を 多 く 含 む栄蓑価の 高 い 中 の果仁 を 食べ る 術が な い か ら で あ る 。

そ し て 金華 山 の サル と シ カ は歯 で噛み割 っ て 、 ヒ メ ネ ズ ミ は 門 柑 で削 っ て 穴 を 開 け て食

べ 、 と く に サル に と っ て ク ル ミ の果仁 は 、 島 の優先樹種 で あ る ブナやケ ヤ キやシデの 堅果

が 凶 作の年 に は秋か ら 冬 に か け て 主要食物の 一つ に な っ て い る し 、 ヒ メ ネ ズ ミ に と っ て も

そ の 可能性が 高 い。 ク ル ミ の 果仁 を 好む こ と が 知 ら れて い る リ ス やア カ ネ ズ ミ が 島 に生息

し て い な い こ と も 特徴の 一つだ。

と こ ろ で ク ル ミ の木 につ いて だが 、 島 の他の樹種 と 同 じ く 、 過密 に 生息す る シ カ に よ っ

て 実生や幼木の段階で徹底的 に食べ尽 く さ れ る か ら 世代交代が行われず 、 お も に 老齢化 に

よ る 立 ち 枯れや暴風 雨 に よ る 倒 木 が 随所 で見 ら れ る し 、 本数 は減少 の 一途 を た ど っ て い

る 。 ま た ク ル ミ の核果の表面 を 覆 う 殻の形状 は変 異 に 富む。 そ こ で第一部で は 、 金華 山 の

ク ル ミ の 本数 と 分布の現状お よ び殻の形状の タ イ プ分け につい て 述べ る 。

第二部 では 、 こ れ ま で全 く 報告 さ れて い な い ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ 食いが 直接観察や間接

的証拠か ら 確かめ ら れた こ と 、 リ ス やア カ ネ ズ ミ と 同様に貯食の習性が あ る こ と な ど に つ

い て 述べ る 。 同 時 に 、 かれ ら の ク ル ミ の核果貯蔵に よ っ て 、 シ カ の接近で き な い 、 な い し

接近 し に く い場所 で は 、10本前 後 か ら 数100本 ま で密 生 し て あ る 年一斉 に 芽生 え 、 い く つ

かの場所で はすで に若木 に ま で生長 し て い る こ と 、 お よ び こ の 事実か ら 、 ヒ メ ネ ズ ミ が 島

の ク ル ミ の世代交代 に重要 な 役割 を担 っ て い る こ と を述べ 、 金華 山 の生態系 にお け る ヒ メ

ネ ズ ミ の位置 につ い て も 検討す る 。

第三部 では 、 金華 山 で10通 り に タ イ プ分 け で き る 殻の形状の 変 異 を 、 サルは ど こ ま で識

別 し て い る か、 識別 し て い る な ら それに応 じ て ど う 対処 し て い る かを述べ 、 他地域の サル



の ク ル ミ 食い と の比較 を行 う 。 ま た 日 本に生息する 野生哺乳類の ク ル ミ 食いについて も概

観す る 。

なお 、 こ こ で使用 し た用 語を含 め本特集のすべてで使用す る ク ル ミ の実の部位 ご と の名

称は 、 第一部6頁の図3に整理 し て あ る。

宮城のサル調査会 伊沢紘生
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第一部

オニ グル ミ

(Juglans mandshurica)
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写真説明

亜種オニ グル ミ （左． デカ ゴツ ） と ヒ メ グル ミ （右 ． ナ ミ ヒ メ ） の実 （上）

と 核果 （下） ． サイ ズ （縦幅） はオニ グル ミ の実が5.1cm、 核果が4.6cm、

ヒ メ グル ミ の実が3.9cm 、 核果が3.0cm （背後 の格子模様の一辺は0.5cm) で、

下の核果は上の実か ら取 り 出 し た も のではない ．

実の先端部 に は2~3mmの髭状の も の が ついて い る が触る と す ぐ と れ る ．

実の中 央部 を横断する と 、 横断面はオニ グル ミ は 円 形、 ヒ メ グル ミ は

楕円 形で、 核果の形状を反映 してい る ．



金華山 にお けるオニグル ミ の本数と 分布の特徴

宮城のサル調査会 伊沢紘生

1. オニ グル ミ に 関す る 過 去の調査

金華 山 の サル に ついて 、 筆者は1982年以来今 日 ま で多 く の調査員 の 協力 を得な が ら 、 と

く に 生態学的側 面の集 中 調査 を継続 し て き た。 そ の 間 の1991 年か ら は 、 春 に サルが オニ グ

ル ミ (Juglans mandshurica) の 実生 （殻の 中 央に縦に 走 る 縫合線か ら 二つに 開 いて根や芽

を 出 し た状態） を食べ る の が ぼつ ぽつ観察 さ れ る よ う に な っ た。 し か し秋か ら 冬 に かけて 、

固 い殻を 噛み割 っ て 中 の果仁を 食べ る （以下 こ の行動 を ク ル ミ 食 い と 呼ぶ） の が観察 さ れ

た の は1998年 が 最 初 で あ る （ オ ニ グル ミ の 実 の 部位 ご と の 名 称は 図3参 照 ） 。 そ の 翌年

(1999年） に は計l5頭 （ オ ト ナ ・ オス12頭 、 メ ス2頭 、 ワ カ モ ノ ・ オス1頭） で直接観察が

な さ れ 、 同 時 に行 っ た食痕調査では、6群 中4群(B1 、B2、C1 、D群） のそれぞれが頻繁

に 利 用 す る 地域 （ 主遊動域） に あ る オ ニ グル ミ のパ ッ チ(1種煩の植物が集 中 し て 生 え て

い る 場所） で 、 食痕 （ 噛み割 られた 殻の破片 ） が 多数発 見 さ れた。 そ の と き 残 り2群で観

察 さ れな か っ た の は 、C2群 で は 当 時の遊動域内 に オニ グル ミ の木 が全 く な かっ た の で 当

然であ り 、A群 も 神社境内 に 数本あ る だけ と い う 事情が あ っ たか ら で あ る （以上 、 伊沢 （（

2009)) か ら 抜粋） 。

そ し て2001年以降は 、 上記4群やA群や群れ外 オ ス （ 追随オ ス やオ ス グルー プの オス 、

ハナ レ ザル ） で頻繁 に 直接観察 さ れ る よ う に な っ た。 そ こ で筆者 ら は 、 島 に オニ グル ミ

（以 下 ク ル ミ と 略す） の木が 実際 に は何本 あ り 、 どの よ う に分布 し て い る かの調査 を 実施

し た。 結果は 図lに 示 し た通 り で 、 実 を つ け る ま で に成熟 し た木 （ 以 下成熟木 と 呼ぶ） は

計418本 、 立枯れ し た 木は20本あ っ た （伊沢 ・ 鈴木，2002) 。

2. 今回実施 し た ク ル ミ の成熟木の本数

2001 年の 調 査お よ び翌年秋 に かけ て 行 っ た補足調査の結果 （ 図1) をベー ス に 、 筆者は

2017年お よ びそ の 前後 に 、 再び多 く の調査員の協力 を得つつ 同様の調査を 島 内全域で実施

し た。

結果は計291本だっ た。 そ の う ち 、 前回の調査では見落 と さ れ今回発見 さ れた成熟木は9
箇所計26本で 、 内 訳 は10本、5本、4本 、2本のバ ッ チが1箇所ずつ 、 残 り5箇所は1本のみで

あ る 。

こ の結果を 前回 と 比較す る と 、 前回 の調査か ら 今回 ま での16年間 に 、418本か ら265本に

減少 し た こ と に な る 。 減少率は全体の37パーセ ン ト ほ ど と 高 い値に な り 、 前回大 き なパ ッ

-1-
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図 1. 2001年金華 山 にお け る オニ グル ミ の木の分布 （伊沢 ・ 鈴木((2002)) か ら 引 用 ）

チでの1~2本の数え 落 と し の可能性 を 考慮す る と 、 も う 少 し 高 く な る 。 こ の よ う な 島全体

の本数の比較でな く 、 数え落 と し の可能性が低いパ ッ チ15箇所を選び、 そ れ ら のバ ッ チで

何本減少 し た かを見 る と 、 選んだの は5~9本のパ ッ チ5箇所、10~19本のパ ッ チ9箇所、20
本以上のパ ッ チ4箇所で 、 前回 が371本 、 今 回 が237本 、 し た が っ て16年間 の減少率 は約36
パーセ ン ト に な る 。

今回多 く のパ ッ チ を調査 し て 回 っ た筆者は 、 孤立木や2~3本のパ ッ チが前回 よ り 目 立つ

よ う にな っ た こ と を含め 、 今後 は減少の割合が よ り 高 く な る の では と い う 印象を持 っ たが 、

36~37バーセ ン ト と い う 高 い減少傾向 が今後 も 持続す る と 仮定 した ら （ そ の可能性は大 き

い ） 、 あ と27~28年で金華 山 か ら ク ル ミ の木 が 消滅 し て し ま う こ と に な る 。 なお 、2011年

の3. 11東 日 本大震災 （伊沢，2011) や半年後 の発 達 し た南岸低気圧 に よ る 集 中 豪雨 と 多発

し た土石流 （伊沢，2012) で ク ル ミ の木が と く に大 き な痛手を被っ た こ と は 、 筆者の観察

か ら はない。
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3. 分布の特徴

今 回 の調 査結果 を 図2に 示す。 こ の 図 と2001 年の結果 （ 図l) を 比較す る と 、 今回新た に

発 見 さ れた4本以上のパ ッ チが わずか3箇所だっ た こ と か ら も 、 島全体での分布 の あ り よ う

に 変化の な い こ と が 分か る 。

と こ ろ で ク ル ミ の木は 、 お も に沢や川 沿 い な ど涅潤で 、 かつ平坦な場所 に好んで生育 し 、

1本1 本が孤立 し て で はな く 、 数本か ら 数10本が群生 しパ ッ チ を 形成す る 傾向 が 強い と い う

特徴 を持つ。 こ の点 は金華 山 で も 同様 で 、 こ れ ら の特徴 に よ っ て3. 11東 日 本大震 災 に よ る

岩石の崩 落や半年後 の集 中 豪雨で急命斗 面 に発 生 し た 士石流 の影轡 を受 け る こ と が 少 な かっ

た の だ と 思われ る 。

ほ かに 島 での分布 の特徴 と し て 、 前回 の調査で は2点 を 挙 げた （伊沢 · 鈴木，2002） 。 一

つ は 、 かつ て 人 が 生活 し て い た (1960年代初頭 ま で） 林業 の 作業小屋や漁師の番屋な ど建

物 の周 囲 に集 中 し て 生育 し て い る こ と 、 も う 一つ は 、 船着場 （桟橋 ） へ と つ な が る 整備 さ

れた 山 道 （遊歩道 ） や海岸道路 に 沿 っ て 生育 し て い る 点で あ る(3. 11東 日 本大震災 と 集 中

豪 雨後 は と く に 山 道 の 多 く が 荒れ果て 、 道 か否か判別 不能 な所が現在 は 多い ） 。

こ れ ら2点 を理解す る の に 、 前回 は 文献探 しや情報収集 に最 大 限 の努力 を払 う も 、 ヒ メ

ネ ズ ミ が ク ル ミ を貯食す る 記録が皆無 だ っ た の で、 ヒ メ ネ ズ ミ は除外 し た。 そ う す る と 、

島 の 動物相 か ら し て 人が 関 与 し た と し か考 え ら れず 、 い かな る 人為 に よ っ て か を い ろ い ろ

考察 し た。 し か し 第二部 で述べ る よ う に ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ 貯食が 明 ら かに な っ た こ と で 、

2点 と も 簡 単明 瞭な説明 が 可能 に な っ た。

すな わ ち 上記 し た一つ 目 につ いて は 、 筆者 ら が 現在使用 し て い る 調査小屋 （伊沢 ， 本誌

21~24頁） が そ う で あ る よ う に 、 人 の住む所にネ ズ ミ が 寄 り 付 く の は 当 然で 、 かれ ら が近

く に ク ル ミ を 貯蔵 し放置すれば、 そ こ で発 芽す る 。 ま た戦後 食用 に さ れた り 進駐軍の将校

た ち の ス ポー ツ と し て 狩猟 さ れた り し て 、 少な く と も1960年代 ま では 島 にすむ シカ の頭数

は今 よ り は る かに少 な く 、 人への啓戒心 も き わ め て 強かっ た か ら(1950年代後 半に は神鹿

と し て神 社職員 に よ る シ カ 餌付け の 涙 ぐ ま し い努力 が続 け ら れて い た ） 、 人が住む場所一

帯 に は 、 と く に 日 中 は け っ し て近寄 ら な いだ ろ う し 、 発芽 し た 実生が シカ に よ っ て食べ尽

く さ れ る こ と も な かっ た はずだ と い う こ と で説明 がつ く 。

二つ 目 は 、 ヒ メ ネ ズ ミ の 体重 は金 華 山 で捕獲 さ れた成獣 と 亜成獣 の オス34頭の 平均 が

14. 1 グ ラ ム 、 メ ス28頭の 平均が13.5グ ラ ム で （森 田 ・ 須 田 ，2009) 、 大 き な ク ル ミ の核果

だ と14グ ラ ム を超 え る か ら 遠 く ま で運んでい け な い し 、 草本類や シ ダ類 、 かん木類が繁茂

し石が ご ろ ご ろ し て いれば、 つ つ かえ て し ま っ て どん な に頑張 っ て も 運ぶ こ と す ら が無理

で あ る 。 し た が っ て 、 かれ ら が 運ん でい け る の は整備 さ れた障害物の少ない 山 道や海岸道

路 に 沿 っ て のみ と い う こ と で説明 がつ く 。
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図2. 2017年金華山 にお け る ク ル ミ 成熟木の分布

註l) 記号等の説明 はすべて 図l と 同 じ

註2) ク ル ミ のパ ッ チや孤立木の位置 が図l と

微妙にずれてい る所は今回 が 正 し い
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ま た最初 に 述 べた ク ル ミ が 平坦地 を 好む と い う 点 だが 、 金 華 山 が 細 かい起伏 に 富み ど こ

も 急峻 な 地形で 、 人 為 的 に 改変 さ れ た場所 を 除 い て 平坦地 が ご く 少 な い に も かかわ ら ず 、

そ れで も な お 平坦地 に こ だわ る よ う に 生育 し て い る の は 、 ク ル ミ が風 雨や落 石や崖崩 れ な

ど で転げ落 ち て し ま わ な い よ う 、 ヒ メ ネ ズ ミ が 貯蔵場所 を 選 ん で い る 可能性 も 考應す る 必

要 が あ る か も しれな い。

ち な み に 東 北 地 方 の 沢 や川 沿 い で ご く 普 通 に 見 か け る サ ワ グ ル ミ(Pterocarya rhoi

folia) は金 華 山 に は な い。

4. ク ル ミ の 実の 部位 ご と の 名 称

ク ル ミ の成熟 木 に 関 し て 述 べ た つ い で に 、 以 下 の 報 告 で頻 繁 に で て く る ク ル ミ の 実 の 部

位 ご と の 名 称 を こ こ で整理 し て お く 。

ク ル ミ の 実 は房状 に な る 。 房 ご と に つ け る 実 の 数 は金 華 山 で調 べ た 限 り で は 、 木 の低い

所 の 細 め の枝 で は2個 か ら6個 だ が 、 上方 の枝 の 大 き な 房 で は8~12個 で あ る （ 岡 本((2018
）） に よ れば平均11個 ） 。 ま た1本 の 木 に な る 房 の 数 （穂状果穂数 ） は 木 ご と に 違 い が 大 き い

し年 ご と の 豊 凶 も あ る が 、 勢い の 良 い 大木 で は50房 を 超 え る と 思 われ る 。

そ の 実 に つ いて 、 部位 ご と の 名 称は植物 図 鑑類や解 説 書 、 論 文 、 報 告 苫 ご と に さ ま ざ ま

で 、 統一 さ れて い な い。 そ こ で 混 乱 を避 け る た め 、 本特集 で 使 用 す る 名 称 （馴 染み 易 い も

の を 選んだ） と こ れ ま で に使 われた こ と の あ る 別 称 を 図3に 示 し た 。

な お 図3のC で は示 し よ う が な か っ た が 、 核 果 を 疫 う 殻 は か な り の 原み が 一様 に あ る よ

う に そ の 図 か ら は 見 え る 。 し か し 実際 に は 、 厚み の 中 に い く つ か 「 隙 間 」 が あ っ て 、 隙 間

の 中 は 中 空 に な っ て い る 。 ク ル ミ の 種子 散布 法 に は 、 先 に 述べ た 動物 に依存 し た貯食 型 の

散布 と 、 も う 一 つ 、 水 の 流れで運 ばれ る 散 布 と 二通 り あ る が 、 お そ ら く こ の 隙 間 は 日 本の

植物 の 中 で は 際 立 っ て 大 き な種子 （核果 ） を 水 に浮かせ る ク ル ミ 自 身 の 工夫で あ り 、 そ う

す る こ と で増 水 時 に は 沢や川 の 流れ 下 る 方 向 へ 、 氾 濫時 に は全方 向 （ ク ル ミ の パ ッ チ は 平

坦地 に あ る ゆ え ） への 散布 を 可能 に し て い る と 考 え ら れ る 。
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こ の 全体が実 （果丸 偽果） こ の 全体が核景 （該 、 種子 、 堅県）

k

g
8
.
C

w
t

景皮 （ 外 果皮 ． 皮 、 包葉 ）

景肉 （ 外果皮 ． 中 果皮 ）

核景

殻 （ 内 果皮 、 殻皮 、 外餃、 核の外皮）

景仁 （子葉 、 中身 仁、 胚乳；

←底部 （基郎）

図3. オ ニ グル ミ の 実の 部位 ご と の名 称 （ 太字が本特集 で使 用 す る 名 称 で カ ッ コ 内 が 別 称）

A ： 実 の全体 ． 内 部 の核果 は稜お よ び縫合線 を 正 面 中 央に し て 見た も の で本特集 で は こ の 面

を 「 主 面 」 と 呼ぶ ．

B ： 核果 を 稜 を 両側 に し て 正面 か ら 見 た も の で本特集 では 「 側 面 」 と 呼ぶ ．

C: 稜の 中 央 に 走 る 縫合線 に 沿 っ て 縦真 半分 に割 っ た核果 の 内 側 ． し た が っ てC 図 の 裏側

（反 対側） がB図 に な る ．
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金華山のオニグル ミ の殻の形状に よ る タ イ プ分け

宮城のサル調査会 伊沢紘生

1. は じ め に

金華 山 では、 オニ グル ミ (Juglans mandsh山 •ica) のパ ッ チ(1 種類の植物が集 中 し て 生

え て い る 場所） は大 き ければ大 き いほ ど、 小川や沢沿いの 、 湿潤 な 、 平坦な場所に あ る こ

と が 多い。 し かも パ ッ チの下 （林床） は 、 他所では よ く 繁茂 し て い る 草本類やシダ類 、 か

ん木類が ほ と ん ど生育 し て いな いか ら 見通 し が いい。 一方 、 金華山 では多 く の場所で岩が

函出 し 、 大小の石が ごろ ごろ し て いて 、 そ の点ではオニ グル ミ のパ ッ チ も 同様であ る 。

それ ら岩や石の上は 、 ヤマ ビルが活発 に行動す る 夏はい さ さ か う っ と お し いが 、 秋か ら

春に かけ て は じつ に快適で、 調査の合間ひ と 息入れ る の に も っ て こ いの場所だ。 筆者はそ

う し な が ら 、 オニ グル ミ （以下 ク ル ミ と 略す） の核果 を拾 っ て は眺め る こ と も 多かっ た。

そ し て核果 に は形や大 き さ 、 表面の殻の凹凸の模様、 稜の発達具合な どに さ ま ざま な違い

が あ る のは分かっ て いた が 、 それを取 り 立て て 問題に し よ う と い う 気は さ ら さ ら なかっ た。

と こ ろ が3年前の2015年 、 ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ 食い （ 固 い殻を 削 っ た り 割 っ て 中 の果仁

を 食べる こ と ） を ほぽ確信す る よ う に な っ て か ら 、 かれ ら はい ろい ろ な形状を し た核果を 、

手当 た り 次第 に か どれかを選んで食べて い る のか、 形状が違っ て も 食べ方は同 じ なのかな

どが気にな り だ し た。 形状が異なれば殻の厚 さ （ 固 さ ） に も 相応の違いが あ る はずだ。 そ

の点はサルの ク ル ミ 食い について も い え る 。

それにはま ず、 核果 を裂 う 殻を形状の変異で タ イ プ分けす る 必要が あ る 。 ク ル ミ のパ ッ

チでのんび り ー服す る ど こ ろではな く な っ た。

2. 殻の形状の変異は木 ご と だっ た

殻の形状の変異は 、 ク ル ミ は風媒花だか ら 、 房状に稔る そ の房 （穂状果穂） につ く1個l
個の実で見 られる のか、1本の木の房 ご と で見 られ る のか、1本の木ではすべて形状が 同 じ

で木 ご と に違いが見 ら れ る のかについて 、 ‘ ‘幻の分裂群 ’ ' 調査 （伊沢，2017) に結着 をつ

けた2016年夏か ら本格的な調査を 開始する 。 なぜ “本格的 ’ ' か と い う と 、 ク ル ミ の木は他

の樹種に比べ太い枝が水平方向 に伸び る傾向が強いか ら 、 パ ッ チでは隣接す る 木 々 の枝が

たがいに大幅に重な り 合い、 落 ち て い る 実や核果が どの木の も のか特定す る のが困難だか

ら であ る。

調査は 、 落果時期 に入る 前は、 手を伸 ば し てか手に持っ た棒切れでなん と か届 く 下枝の

房を採取 、 果肉 （果皮 を含む ． 以下同様） をそ ぎ落 と し 、 核果の表面が き れいに見 え る よ
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う に な る ま で洗浄 し て 見比べ る 方法 を と っ た。 落果時期以降は孤 立 し て 生 え て い る 木 を探

し 、 最 も 近い別 の ク ル ミ の 木か ら 万が 一 に も 実や核果が転げ落 ち て 来な い こ と を確認 し た

上 で 、 落果 をすべて採集 し 洗浄 し て確認す る 方法 を と っ た。 結果 は三つ 目 の木 ご と だ っ た。

こ の調 査の結論 が 出 た少 し あ と 、 植物 に詳 し いサル研究者 にそ の話を し た ら 、 ク ル ミ の

殻は植物発 生学的 に は果実の 一種で内 果皮 と 呼ばれ 、 果実の形状 は母親の追伝子 に よ っ て

作 ら れ る か ら 、 ど ん な 変 異 を も っ た花粉 を 受粉 し よ う と 木 ご と に 殻の形状 は一定 し て い る

と の こ と だ っ た （ 中 山裕理氏 ， 私信 ） 。 文献 も 見つか る （佐藤 ・ 小川 ，1942) 。

3. オニ グル ミ の 一般的 な 分類

殻の形状が 変 異 に 富むオニ グル ミ に はい く つ 亜種や変種 、 品 種 な どが あ る か 、 多 く の植

物 図 鑑や文献等 に あ た っ た が （ 小 泉 ，1937. 北村 ・ 堀川 ，1949. 北村 ・ 村 田 ，1987. 山 崎 ，

1989. 中 山 ほ か，2010な ど 多 数 ） 、 分類や名 称 は必ず し も 統一 さ れ て い な い 。 そ こ で 、 栽

培種 を 含 め現在国 内 で見 ら れ る も の の と り あ えずの整理 を 試み た の が 表1 で あ る 。 な お多

く の 図鑑や文献で 、 ク ル ミ 属 に は こ の 表 に示 し た種 間や亜種 間 で 中 間 稲や さ ま ざ ま な 交雑

種の 存在が指摘 さ れて い る 。

表l ． オニ グル ミ の 一般的 な 分類
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4. オニ グル ミ の殻の形状 に よ る タ イ プ分 け

表1 に 示 し た オニ グル ミ の 亜種分類が あ る に も かかわ ら ず筆者が さ ら に タ イ プ分 け （ 区

分や細 区分 ） を試みた の に は訳 が あ る 。 動物が食べ る 日 本に あ る 樹木の種子の う ち で ク ル

ミ ほ ど 変異 に 富む も の は他 に な い し 、 サルやネ ズ ミ の側か ら 地 面 に落 ち て い る ク ル ミ の核

果 を 見れば 、 表 面 を 投 う 殻の 固 さ に つ な が る 形状の違いが 、 中 の果仁 を 取 り 出 し て 食べ る
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こ と に 直接影秤 を 与 え る 菫大事な の では と 思え たか ら で、 植物分類学的 な 興味か ら ではな

し ‘。

ま ず最初に 、 筆者が行 っ た金華 山 に 自 生す る ク ル ミ の殻の タ イ プ分け を表2に示す。 図l
は表2の3区分10細 区分 さ れたそれぞれのサ ンプル写真であ る 。 なお 、 以下で使用 す る ク ル

ミ の実の 部位 ご と の名 称は伊沢 （本誌l~7頁） の図3 (6頁） を参照 さ れた い。

表2の 亜種について 、 オニ グル ミ と ヒ メ グル ミ の違い は植物図鑑類 に明 瞭な図や写真や

解説が あ る ので こ こ では要点だけ 図 で示すに と どめ る が （ 図2) 、 筆者が 亜種オニ グル ミ の

2区分6細 区分 と 亜種 ヒ メ グル ミ の1 区分4細 区分 と を 分かつ決め 手 と し たの は 、 縫合線に 沿

っ て 縦に真半分に割 っ た と き の果仁が入る 窪みの形状であ る 。 果仁 を取 り 除 く と 両側 に縦

に長 い窪みが現れ る が 、 その窪みの先端の方 （ 上部） が深 く 、 真正面か ら は見 え ない く ら

い奥 に食い込んでい る の が オニ グル ミ で、 同 じ部分が窪みの 中程や底の方 （ 下部） に比べ

て 浅 く つ る っ と し て い る のが ヒ メ グル ミ で あ る （図2の⑥） 。

表2に示 し た 区分 と 細 区分について は 、 と り あ えずの作業 と し て 、 少 々 長い名 前 に な っ

て も それぞれの特徴が分か り 易 い命名 を行 っ た。 ま ず亜種オニ グル ミ （以下オニ グル ミ 系

と 呼ぶ） は形状の違いか ら 二つ に区分で き る 。 ゴツ オニ グル ミ （ ゴツ オニ と 略す。 以下 も

表2 ． 金華山 にお け る オニ グル ミ の殻の形状に よ る タ イ プ分け
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註1 : ア ル フ ァ ベ ッ ト(A~C) は 区分 、 数字(1~10) は細 区分

A. ゴ ツ オニ グル ミ B. ツ ルオニ グル ミ C. ヒ メ グル ミ

1. ト ン ガ リ 2. デ カ ゴ ツ 3. ナ ミ ゴ ツ 4. デ カ ツ ル 5. ナ ミ ツ ル

6. コ ツル7. デカ ヒ メ 8. フ ト ヒ メ 9. ナ ミ ヒ メ 10. オ タ フ ク

註2 ： 背 景 の 格子紋 は一辺 が0.5cmで 、 それぞれの 大 き さ が 分か る よ う に し た。
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①

⑦
③

②

cm79
J⑥

⑤
/
A

⑦

⑥

⑤

亜 種 （ 種 類 ）
殻 の 側 面 の 外 側 殻 の 倒 面 の 内 側

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

A. ヒ メ グ ル ミ あ り な し な し 薄 い 浅 い 浅 い 目 立 た ず ご く 狭 い
（ ナ ミ ヒ メ ）

B. オ ニ グ ル ミ
な し あ り あ り 厚 い 深 い

同 じ か
目 立 つ あ り

（ コ ッ ル ） 深 い

図2 ． 亜種オニ グル ミ と ヒ メ グル ミ の違い

註 ： ①側面中 央の縦の溝 ②隆条 ③稜の溝 ④殻の原 さ

⑤果仁が入っ て いた所の窪み （全体的に） ⑥そ の窪みの上部が 下部に比べて浅いか深いか

⑦中央上部の盛 り 上が り ⑧稜の横幅 （図 にはな し ）

すべて 同様） と ツルオニ グル ミ （ ツルオニ） で、 前者は側面の全体に凹凸が激 し く ‘ ‘ ごつ

ごつ” した形状を してい る 。 主面の稜や側面の隆条 も よ く 発達 してい る 。 後者は側面に凹

凸が ほ と ん どな く 、 ヒ メ グル ミ の よ う に “つ る っ ’' と している の と 亀 甲模様の よ う な文様

がついている の と 両方が あ る 。 稜や隆条はあま り 発達せず 、 全体的に見る と 形が丸っ ぽい。

そ の う ち ゴツ オニは さ ら に三つに細 区分 さ れる 。 ト ンガ リ ゴツ オニ グル ミ （ ト ンガ リ ）

と デカ ゴツ オニ グル ミ （デカ ゴツ ） 、 ナ ミ ゴツ オニ グル ミ （ナ ミ ゴツ ） であ る 。 そ し て ト

ンガ リ と デカ ゴツ は金華山 では最大で、 両者で大 き さ はほぼ同 じだが 、 ト ンガ リ は細長い

形で側面の横幅が狭 く 、 上方に向かっ て細 く な る 。 そ のた め木にな っ た状態の実の形が 、

他が球形なの に先端部が膨 ら んでい る か ら す ぐ分か る 。 一方デカ ゴツ は、 側面がおお よ そ

五角 形で 、 稜の発達が金華山 の ク ル ミ では最 も 著 しい(6頁の 図3はデカ ゴツ で あ る ） 。 三

つ 目 のナ ミ ゴツ は大雑把にいえばデカ ゴツ の小型形だが 、 側面は五角 形 よ り 楕円 形の も の

が多 く 、 稜 も ゴツ オニ ほ どには発達 して いない。 こ の “ナ ミ ’' は並の意味で、 各地で よ く

見かけ （ 後述） 金華 山で も 多い標準的な形状であ る こ と か ら の命名 であ る 。

も う 一つの 区分 ツ ルオニ も 、 デカ ツ ルオニ グル ミ （ デカ ツ ル） 、 ナ ミ ツ ルオニ グル ミ

（ナ ミ ツル） 、 コ ツルオニ グル ミ （ コ ツル） の三つに細 区分 さ れる 。 そ の う ちデカ ツ ルの

大 き さ は先のデカ ゴツ と 比べほ と ん ど遜色ないが 、 底部が平 ら で全体が 円 筒形に近い形を
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し 、 横幅 と 縦幅が ほ ぼ同 じ で 、 稜は あ ま り 発達 し て いな い。 側 面 に は底部か ら2本 な い し3

本 、 上方 に 向 か っ て わずかに盛 り 上が っ た 隆条が 見 ら れ る 。 隆条 は先端部 ま で達す る こ と

が な い点 で稜 と は 区別 で き る 。 一方ナ ミ ツ ルは 、 大 き さ はナ ミ ゴツ ほ ど で 、 全体は 円 筒形

を し た も の よ り 楕 円 形の も の が 多 く 、 縦幅の 方がやや長 い。 “ナ ミ ” の 意味はナ ミ ゴ ツ と

同 じ で あ る 。 三つ 目 の コ ツ ル （ 図2のB) は 、 小 さ い ツ ル オ ニ の 意味で 、 オ ニ グル ミ 系 で

は最 も 小 さ く 、 ナ ミ ツ ル よ り は丸 っ ぽ く 、 一 見す る と ヒ メ グル ミ 系 と 見間違 え る ほ どだ。

次が 亜種 ヒ メ グル ミ （以下 ヒ メ グル ミ 系 と 呼ぶ） で 、 区分は ヒ メ グル ミ 一つ 、 細 区分が

フ ト ヒ メ グル ミ （ フ ト ヒ メ ） 、 デ カ ヒ メ グル ミ （デカ ヒ メ ） 、 ナ ミ ヒ メ グル ミ （ ナ ミ ヒ メ ） 、

オ タ フ ク ヒ メ グル ミ （ オ タ フ ク ） の 四 つ で あ る 。 そ の う ち フ ト ヒ メ は太 っ た ヒ メ グル ミ の

意味で 、 ヒ メ グル ミ 系 の 主面 を真正 面か ら 見 る と 、 普通 オニ グル ミ 系 に比べ横幅が狭 く 薄

っ ぺ ら いの に 、 先 に述べた コ ツ ル と よ く 似 て い て厚い と い う 特徴 を も つ。 ヒ メ グル ミ の特

徴 であ る 側 面 中 央 に 縦 に 走 る 溝 も な い か 、 あ っ て も ご く 浅 く 目 立 た な い。 デカ ヒ メ は4細

区分の う ち では側 面 か ら 見て 一番 大 き い こ と か ら の 命名 だが 、 主 面か ら 見 る と 金華 山 の ク

ル ミ の 中 で最 も 薄 っ ぺ ら く 、 ぺ し ゃ ん こ な感 じ で あ る 。 ナ ミ ヒ メ （ 図2のA) は 図 鑑 に も

載 っ て い る 典型的 な形状 を し て い て 、 側 面 か ら 見 る と 上 下 を 逆 に し た ハー ト 型 に近 い形 を

し 、 中 央の溝 も は っ き り し て い る 。 四 つ 目 の オ タ フ ク は先端の 突起が 貧弱 で 、 ナ ミ ヒ メ で

は側 面 中 央の溝が底部か ら 中 央 に かけ て 走 っ て い る の に 対 し 、 中 央に点状の 窪み と し て 存

在 、 二つ の 円 形が 大幅 に重な っ て く つ つ い た よ う な 形 を し て い る 。 し た が っ て殻の側 面 の

横幅 は縦幅 に比べて 広い。 大 き さ はナ ミ ヒ メ と ほ ぽ同 じ かやや小 さ い。

以上10通 り に細 区分 し た そ れぞれの特徴 は図lか ら も 見 て 取れ る 。 も ち ろ ん細 区分間 に

は 中 間形 と 呼び得 る も の が な い わ け では な いが 、 割合的 に は少 な く 、 晒 さ れて き れいに な

っ た核果や殻を 拾 っ て 手 に取れば、10通 り の細 区分はそ れほ どむずか し く な い。 なお細 区

分 し た そ れぞれ について 、 植物分類学的 に は どれ と どれが2亜種そ れぞれの 変異 な い し 変

種 で 、 どれは な に と な に の 交雑種か、 現在の造伝子解折技術を も っ て すれば明 ら かに な る

だ ろ う し 、 実際 に 中 国科学院の研究者 た ち が ク ル ミ 属 の 系 統進化 を含 め鋭意取 り 組んでい

る （川 本芳氏 ， 私信 ） 。 だが そ の よ う な ア プ ロ ーチ は筆者 に は不可能で あ り 、 そ う し て も

実際 に サルやネ ズ ミ が食べ る 際に は 関係 な いの で、 こ こ では立 ち 入 ら な い。

こ の よ う に細 区分 し た木が金 華 山 でそれぞれ どの く ら い あ る か と い う と 、 オニ グル ミ 系

と ヒ メ グル ミ 系 では前者の方が圧倒 的 に 多い。 さ ら に オニ グル ミ 系 を 見 る と 、 二つ の 区分

ゴツ オニ と ツ ル オニ では後者の方がやや多 い。 ゴ ツ オニ を 見 る と 、 ナ ミ ゴ ツ がデカ ゴッ ょ

り 多 く 、 ト ン ガ リ は少 な い。 ツ ルオニ では 、 ナ ミ ツ ルが8割方 、 デカ ツ ル と コ ツ ルが1割 ほ

ど で あ る 。 ヒ メ グル ミ 系 では フ ト ヒ メ と ナ ミ ヒ メ が 半々 程度 、 デカ ヒ メ と オ タ フ ク は少 な

い。 そ し て 金華 山 全体 を通 し て 見れば、 本数の 多い順 におお よ そ ナ ミ ツ ル こ ナ ミ ゴツ ＞ デ
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カ ゴツ ＞ デ カ ツ ル ＞ コ ツ ル ＞ ト ン ガ リ こ ナ ミ ヒ メ こ フ ト ヒ メ ＞ デカ ヒ メ ＞ オ タ フ ク と な る

が 、 目 下 ク ル ミ の木一本一本について細区分の どれに あ た る か確認中 で、3分の1 ほ どは調

ベ終わっ たが 、 それが完了 し た暁に は数最で正確に提示す る 予定であ る。

ま た殻の厚 さ につい て は 、 殻の ど こ を計測す る かな どで も 異な る が 、 大雑把にい え ば、

匝い （ 固 い） 順に ト ン ガ リ こ デカ ゴツ ＞ ナ ミ ゴッ こ デカ ツル ＞ ナ ミ ツル ＞ コ ツルこ フ ト ヒ

メ ＞ ナ ミ ヒ メ こ デカ ヒ メ こ オ タ フ ク と い え る 。

参 考 ま でに筆者が行っ た も の と 、 新潟県長岡 市一帯に 自 生す る ク ル ミ を殻の形態で3区

分6細区分 し た小林(1990) と を比較す る と 、 小林はオニ グル ミ 系 を オニ グル ミ と マ ルオ

ニ グル ミ に2区分(A とB タ イ プ） し 、 それぞれを さ ら に2細 区分(a とb) 、 ヒ メ グル ミ 系

(C タ イ プ） も2細区分(a とb) し て い る 。 そ の う ちAは筆者の ゴツ オニ グル ミ に相 当 し 、

A-a はデカ ゴツ 、A-b は ト ンガ リ 、Bは ツルオニ グル ミ でB-a はデカ ツル、B-b は大 き

めのナ ミ ツ ル、Cは ヒ メ グル ミ で、C-a はナ ミ ヒ メ 、C-b は フ ト ヒ メ に相 当 する。

5. 各地のオニ グル ミ について

では国内各地に 自 生す る オニ グル ミ で も 、 金華山 と 同 じ く 殻の形状にい く つ も の変異が

見 られる のだろ う か。 筆者は親 しい フ ィ ール ド ワ ーカ ー ら に依頼 して核果を送っ て も ら っ

た。 ク ル ミ の採集 と 洗浄に大変苦労 さ れた方々 の御芳名 はカ ッ コ で示 した。

以下 にそれ を ま と め る が 、 依頼に際 し て 具体的 な採集方法を統一 し なかっ たの で、1本

の木の 下で沢山採集 し た り 、 大 き なパ ッ チの1 箇所だけで採集 した り と さ ま ざま であ る 。

し たが っ て 地域 ご と に示 した種類 ご と の採集個数の違いは、 傾向は読み取れる が 、 一律に

比較 し て も あ ま り 意味が ない。 個数の数え方は、 核果やほぽ丸 ご と に近い殻のほか、 殻の

破片の場合は全体の 半分以上の も の に限っ て1個 と した。

結果を 北か らみ る と 、 北海道南部 （風張喜子氏） では明 ら かに植栽 さ れた と 分かる も の

を除いて （例 えば北海道大学構内の フ ト ヒ メ ） ヒ メ グル ミ 系はな く 、 オニ グル ミ 系では 自

生 と 植栽 を含 め採集 し た5箇所計53個 の 内 訳はナ ミ ゴツ3 、 デカ ツ ル2 、 ナ ミ ツル47 、 コ ツ

ル1でナ ミ ツルが非常に多い。 帯広に近い芽室 （石村陽子氏） で採集の3個 は植栽 さ れた と

思われる がすべてデカ ヒ メ 。 北海道南西部の 日 本海側の浜 （ 石村陽子氏 ） 3箇所で採集 さ

れた漂着 ク ル ミ31 個の 内訳は 、 ナ ミ ゴツ7 、 ナ ミ ツ ル20 、 コ ツ ル4だっ た。

東北地方では、 青森県下北半島 （松岡 史朗氏） は北海道南部 と 同 じ く ヒ メ グル ミ 系はな

く 、 一昨年10月 初旬 に 半島南西部の 山 で採集の18個の内訳 は ト ン ガ リ1 、 デカ ゴツ3 、 デカ

ツ ル2 、 コ ツ ル2 、 ナ ミ ツル と ナ ミ ゴツ の 中 間形10。 南西端の磯に打ち上げ られた漂着 ク ル

ミ6個 はナ ミ ゴツ4 、 デカ ツ ル1 、 ナ ミ ツル1 。 昨年10月 下旬 に採集 さ れた121個はデカ ゴツ3 、

ナ ミ ゴツ16 、 デカ ツル7 、 ナ ミ ツ ル46 、 コ ツ ル38 、 ナ ミ ゴツ と ナ ミ ツ ルの 中 間形11 。 岩手
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県沿岸部の 宮古市 と 大槌町 （ 高圃裕大氏 ） の 山 中で昨年10月 初旬 に採集 さ れた も の の う ち

宮 古市の5個 は ト ンガ リ2 、 デカ ゴツl 、 ナ ミ ゴツ2。 大槌町の10個 はナ ミ ゴツ2 、 デカ ツル5 、

ナ ミ ツ ル3。 宮城県北部の加 美 町で昨年3月 下旬 、 筆者は国道347号線 沿 い でのサル調査の

際 、 落葉 を掻 き 分 け て9個 を採集。 内 訳 はナ ミ ゴ ツ5 、 ナ ミ ツ ル4。 山 形県小国 市 に近い道

の駅で販売 さ れて いた ク ル ミ （宇野壮春氏 ） を 見 る と 、 「 ク ル ミ 」 と い う 商 品名 の オニ グ

ル ミ 系 はすべて ナ ミ ゴ ツ 、 「 ヒ メ グル ミ 」 と い う 商 品 名 の ヒ メ グル ミ 系 はすべて フ ト ヒ メ

だっ た。 た だ両方 と も 、 自 生す る 木か ら 採集 さ れた も のか栽培 さ れた も のかは不 明 で あ る 。

次 に 関東地方一 円 で は 、 東京都の奥 多摩湖周 辺 地域 （ 島 田 将喜氏） に は両方あ る が ヒ メ

グル ミ 系 は ご く 少ない。 一昨年秋採集の154個 は 、 デカ ゴ ツ21 、 ナ ミ ゴツ72 、 デカ ツル2 、

ナ ミ ツ ル32 、 コ ツル6 、 フ ト ヒ メ5 、 ナ ミ ヒ メl 、 それに デカ ゴ ツ と ナ ミ ゴ ツ の 中 間形6 、 デ

カ ツ ル と ナ ミ ツ ルの 中 間 形9だ っ た。 筆者は埼玉 県秩父 市 の 浦 山 ダム 湖畔 に 「 井 口 記念モ

ン キー ウ ォ ッ チ ン グ」 で昨年4月 と 今年5月 に訪れ 、 参加者の 協力 を 得な が ら 湖 を 一周す る

舗装道路脇の あ ち こ ち で 、 落葉 に埋 も れた核果や殻 （破片 も 含む） を任意 に採集。 昨年が

15個 で ト ン ガ リ8 、 デカ ゴ ツ1 、 デカ ツ ル4 、 ナ ミ ツ ル2。 今年は64個 で ト ン ガ リ はな く 、 デ

カ ゴツ2 、 ナ ミ ゴツ24 、 デカ ツ ル1 、 ナ ミ ツ ル27 、 コ ツ ル10。 昨年 と 今年で種煩の違いや種

類 ご と の数の違いが 大 き かっ た。 ヒ メ グル ミ 系 はなかっ たが 、 聞 き 取 り 情 報 で は あ る と い

う 。 山 梨県早川 町の野鳥公園 （ 涌 井麻友子氏 ） で昨年10月 初め に採集 さ れた11 個はデカ ッ

ル8、 ナ ミ ツル3だ っ た。

北陸地方 、 石川 県北部 の 白 山 地域で は 、 尾添川 の支流 ・ 蛇谷 中 流域に あ る 石川 県 白 山 自

然保護セ ン タ ー展示館周 辺 で秋 に採集 さ れた核果が 、 冬場 に子供た ち の 自 然学習 の教材に

使 う た め 、 ド ン グ リ な ど い く つかの樹種の 堅果 と と も に 同 プナ オ山観察 舎 に保存 さ れて い

たが 、306個 あ っ た核果の内 訳 は 、 デカ ゴツ8 、 デカ ツル20 、 ナ ミ ツル274 、 コ ツル1 、 フ ト

ヒ メ2、 ナ ミ ヒ メlだっ た。 ただ見栄 えが 良 く 大 き さ の揃っ たナ ミ ツルが選択的 に採集 さ れ

た 可能性は排除で き な い。

九州 に は 明 ら かに植栽 さ れた も の を除 く と ヒ メ グル ミ 系 は な く 、 オニ グル ミ 系 も 大 き な

パ ッ チ を形成 し て い る 場所は少 な い （石村陽子氏 ， 私信 複数の植物学者か ら の情報） 。

九州 北部の福 岡 県 と 大分県 （石村陽子氏 ） の5箇所で採集 さ れた212個 は 、 植栽 さ れた と

判断 さ れ る2箇所(a、b) 、 そ の 可能性の 高 い2箇所(c、d) 、 植栽か 自 生か判断 し かね る1
箇所 （e) で 、 こ れ ら の 内訳は植栽 さ れた ク ル ミ の種類 を知 る 上で興味深い。a は孤立木

でナ ミ ゴツ と ナ ミ ツルの 中 間形17。b は木が2本で、 う ち1本はナ ミ ツ ル28 、 も う1本はナ ミ

ゴツ と ナ ミ ツルの 中 間形31。c は孤立木でナ ミ ゴツ と ナ ミ ツルの 中 間形18。d は点 々 と3本

あ る う ち の1 本でナ ミ ツ ル21。e は3本集 中 し て 生 えて い て 、1本 はナ ミ ツ ル15、1本はナ ミ

ツ ル と コ ツ ル の 中 間形14。 も う1本 も ナ ミ ツル と コ ツルの 中 間 形17だ っ た （植栽か 自 生か
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の 判 断 は 添 付 さ れ た コ メ ン ト に 従 っ て 筆 者 が 行 っ た ） 。

こ の結 果 か ら 九州 北部地域 に 限 ら ず 、 こ れ ま で に 述べた 国 内 各 地の ク ル ミ を 見 て も 、 古

く か ら 国 内 で栽培 さ れて き た オニ グル ミ の 種類 はナ ミ ツ ルかナ ミ ゴツ な い し そ の 交雑種 が

多 い の で は な い か と 推測 さ れ る 。 植 栽 さ れた こ と が 明 ら かな ヒ メ グル ミ2箇 所 （ いずれ も

孤 立 木 ） に つ い て は 、 信州 産 と い う1本 が ナ ミ ヒ メ3 、 も う1本 が フ ト ヒ メ24。 ま た 九 州 北

西 部 の 玄 界 灘 に 面 し た 浜 （ 石村賜子氏 ） で採集 さ れた漂着 ク ル ミ4個 は 、 ナ ミ ツ ルl 、 ナ ミ

ツ ル と ナ ミ ゴ ツ の 中 間 形3だ っ た 。

以 上 、 調べ た の は 現時点 で は11 地域 と 漂着2地域 （核果 は浮 く か ら 漂 着 しやす い ） に 限

ら れ る が 、 そ れ で も 次 の3点 、 す な わ ち 、 ① ヒ メ グル ミ 系 は 少 な く と も 北海 道 南 部 、 下 北

半 島 、 九州 北部 に は 自 生 し て お らず 、 他地域で も 少 ない こ と 、 ②オニ グル ミ 系 で は ど こ も

ナ ミ ツ ル と ナ ミ ゴ ツ が非 常 に 多 い こ と 、 ③ こ れ ら2種類 に は 中 間 的 な 形状 も 多 く 見 ら れ る

こ と か ら 栽培種 由 来 の 可能性の 高 い こ と が 分か る 。

ま た 金 華 山 と 比 較す る と 次 の4点 、 す な わ ち 、 ①金 華 山 で行 っ た10通 り の 細 区 分 のすべ

て が 出 揃 う 地域 は な か っ た （採集 し た 個 数や地域 の広 さ に も よ る ） 。 ② と は い っ て も 、 細

区分 の いずれ も は ど こ かの 地域 で 見 ら れ た 。 ③ナ ミ ツ ル を 中 心 に 中 間 形 は存在 し た が 、10
通 り の 細 区分 と は 異 な っ た 形状 を し た ク ル ミ は な か っ た 。 ④ オニ グル ミ 系 が 細 区分 の1種

類 の み と い う 地域 は な く 、 し た が っ て 金華 山 の サル に つ い て 筆者が行 っ た と 同様 、 野生哺

乳類 の ク ル ミ 食 い を 調 査す る に あ た っ て は 、 ま ず も っ て そ の地域 に あ る ク ル ミ の殻の 変 異

の 、 調 査対象哺 乳類 に合 わせた 区分や細 区分 は欠 かせ な い こ と が わ か る 。

と こ ろ で 、 金 華 山 の ク ル ミ の殻の 形状が他地域 よ り お そ ら く 変 異 に 富 んでい る だ ろ う と

推測 さ れ る 点 に つ い て だ が 、 そ れ は石 巻営林署 （現 ． 宮城北部森林管理署 ） が ク ル ミ を 戦

前の1934年 に 島 の 南 西部 に植樹 し た こ と と 、1930年 と 翌31年 に 人 工 下種 し た こ と （伊沢 ・

小室，1993. 伊沢 ・ 鈴木 ，2002) と 関係 し て い る か も しれな い。 人 工 下種 と は営 林署 の作

業用 語で 、 森林伐採 の跡地 を 手入れ し て 樹木 の 種子 を 散布 し森林の 回復 を 図 る 方法 の こ と 。

6. ご く 近縁の 亜種や種 に つ いて

表l と 表2 に は 亜 種 に つ い て オ ニ グル ミ と ヒ メ グ ル ミ の ほ かマ ン シ ュ ウ グ ル ミ (J m.

mandshurica) を 載せ て あ る が 、 オ ニ グル ミ の3亜種 の う ち マ ン シ ュ ウ グル ミ が 基本 亜種で 、

分布域は広 く 、 北 は ア ム ール川 や ウ ス リ ー 地域か ら 南 は 中 国 、 朝鮮 、 台湾 ま で と い う （北

村 ・ 村 田 ，1987) 。 こ の広 さ か ら い っ て 地域 ご と に 、 な い し 同 一 地域 内 で も 、 筆 者 が 金 華

山 で亜種 オニ グル ミ と ヒ メ グル ミ で行 っ た と 同様 の殻の形状の 変 異 が 見 ら れ る と 推測 さ れ

る 。

筆 者 は越 前海 岸 に 漂 着 し た 典 型 的 な マ ン シ ュ ウ グ ル ミ （ 林 重 雄 氏 ） と 、 台 湾 の 標 高
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1,000メ ー ト ル よ り 少 し 上 で採集 さ れた 自 生 の ク ル ミ （ 風張喜子氏 ） を入手 し た が 、 前者

は ト ンガ リ に酷似 し 、 かつ ト ン ガ リ よ り 大 き く 、 さ ら に細長 く 側面の 凹 凸 の度合い も 強い。

後 者 はデカ ゴ ツ に酷似 し 、 かつデカ ゴ ツ よ り やや大 き く 、 側 面 の 凹凸の度合い も 強い。 な

お後 者は タ イ ワ ン グル ミ (]. fo11T10sana) と し て 別種扱い し て い る 図鑑 も あ る 。

ま た表2に あ る オニ グル ミ と は別種の カ シ グル ミ (]. regia) は 、 長野県や新潟県 、 福 島

県 な ど各地で現在栽培 さ れ、 核果は シナ ノ グル ミ （信濃 胡桃） と か シ ン シ ュ ウ グル ミ （信

州 胡 桃） 、 カ シ グル ミ （ 菓子胡 桃） な ど と い う 商 品 名 で市販 さ れて い る （樋 口 尚 子氏 ， 大

塚 白 実氏 ） 。 殻の色 は オニ グル ミ と 全 く 異 な る が 、 形状 は金華 山 で行 っ た10通 り の細 区分

の 中 ではナ ミ ツ ル に よ り 近 く 、 かつナ ミ ツ ル よ り ひ と 回 り 大 き い。 カ シ グル ミ は 中 国 南部

で も 栽培 さ れ市販 さ れて い て （川 添達朗 氏 ） 、 形状 はデ カ ゴ ツ と デカ ツ ルの 両方の特徴 を

持 ち 、 かつ 両者 と 比ベ一回 り 以 上大 き い。 そ し て カ シ グル ミ は 多 く の植物 図鑑では 、 別種

オ ニ グル ミ と の 間 で幾通 り も の 交雑種が 国 内 で見 ら れ る と い う 。

表2に あ る も う 一つ の 種バ タ グル ミ (]. cinerea) は現在国 内 で 自 生 し て い な い し 栽培 も

さ れて い な いが 、 核果の化石は本州 や九州 の鮮新世か ら 出 土す る 。 一方種オニ グル ミ の化

石は本州 の洪積世か ら 広 く 出 土。 種 カ シ グル ミ は ヨ ー ロ ッ パ東部か ら ア ジア 西部 に現在 も

自 生す る が 、 平安時代 に は東北や北陸地方ですで に栽培 さ れて い た。 亜種で は オニ グル ミ

と ヒ メ グル ミ の 両方が縄文迫跡か ら 出 土 、 それ ら が 当 時す で に栽培 さ れて い た 可能性 も ↑‘

る （ 以 上 、 中 田 ほ か，1975. 佐 々 木 ，1986. 北村 ・ 村 田 ，1987. 竹内 ，2000. 能城 ・ イ！

木 ，2014. 奈 良 文化財研究所，2015な ど ） 。 こ れ ら の 文 献の 中 の 奈 良 文化財研究所の 昔ー

書(2015) に は藤原宮 ・ 京跡 と 平城宮 ・ 京跡か ら 出 士の植物種実 を 出 土迫構別 に 写真で一

示 し て い る が 、 ク ル ミ の種類 を 写真か ら 判 定す る と ナ ミ ツ ルが4追構で 、 デカ ヒ メ が2迫構

で 出 土 し て い る 。

植栽の理由 はおそ ら く 最 も 古 く か ら は食用 と し て 、 次 に染料 と し て の利用 が加 わ り 、 明

治以降は さ ら に銃床 の材 と し て の利用 が加 わ っ た こ と に よ る の だ ろ う 。

以 上述べた こ と か ら は 、 現在 日 本の 山 野に 自 生す る ク ル ミ に つい て 、 純野生種に 見 え て

実際 に は 、 多 く の植物図鑑や文献が指摘 し て い る よ う に 、 長い時間幅の 中 で、 さ ま ざ ま な

交雑がお も に 人の 手に よ っ て行われて き た結果の ク ル ミ か も しれな い。 そ の懸念の た め本

稿 で は野生種 と い う 用 語 を避 け た。

なお ク ル ミ 属 は鮮新世か ら 現世へ 、 核果の表面 （殻） の凹 凸 が 浅 く な る 方向 、 すな わ ち

バ タ グル ミ →マ ン シ ュ ウ グル ミ →オニ グル ミ → ヒ メ グル ミ ヘ と 進化 し た の では な いか と い

う （北村 ・ 堀川 ，1949. 北村 ・ 村 田 ，1987) 。
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第二部
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(Apodemus argen teus)
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写真説明

ヒ メ ネ ズ ミ が 実験用 に調査小屋の 玄 関 土間 に 置いた

カ シ グル ミ の核果 を運ぼ う と し て い る と こ ろ ．

こ の カ シ グル ミ は長野県小諸市に近い道の駅で

販売 さ れて い た も のの1個 で縦3. 7cm 、 横2.8cmで あ る ．

こ の ク ル ミ の 大 き さ か ら 写真 の ヒ メ ネ ズ ミ の大 き さ が

おお よ そ 想像で き る だ ろ う ．

(2017.9.14 赤外線セ ンサー カ メ ラ で撮影 ）



金華 山の ヒ メ ネズ ミ のオ ニグル ミ 食 い

そ の1 ． 調査小屋 と ヒ メ ネズ ミ

宮城のサル調査会 伊沢紘生

筆者 ら 宮城の サル調査会 は1982年6月 か ら 、 金華 山 に棲む野生ニ ホ ンザルの継続調査 を

開 始 し た。 当 時 ま で長 い こ と 島 に は2群80頭が 生息す る と いわれて いた が 、 そ の年は毎月

最低1 回 、10名 前後 の 調査員 で同 時観察 を繰 り 返 し 、1982年末で4群約250頭の 生息が 明 ら

かに な っ た （伊沢，2009) 。

1982年のすべて の調 査お よ び1987年 ま での1 回 の例外 を 除 く すべて の調査 は 、 金華 山 黄

金 山 神社のユー ス ホ ス テ ル を拠点 と し て 実施 さ れた。 例外の1回は1984年1月 下旬 の調査で

あ る 。 そ の 冬 は 前年12月 か ら 異常低温が続 き 、1月 に は 島 じ ゅ う の沢 と い う 沢 の 水が 凍て

つい て 水の使用 が 不 可能 に な り 、 神社は管理上必要な2名 の職員 を除 き 全員退去 、 ユース

ホ ス テル も 閉鎖に な る 。 そ の た め急速 、 石巻営林署 （現 ． 宮城北部森林管理署） に使用 し

て いない金華 山 造林作業員宿舎 の借用 を願い 出 、 交渉の 末なん と か予定通 り の 日 程で調査

を 実施で き た。

そ の と き 朽 ち かけ た流 し 台の 下か ら 、 台所の隅に 山積み さ れた 日 本酒の一升 ビ ン （空）

の 隙 間 に 走 り 込 む 小 さ な ネ ズ ミ を 目 撃 し た 。 筆 者 が 金 華 山 で ヒ メ ネ ズ ミ(Apodemus
argenteus) に 出 会 っ た 最 初 で あ る 。1985年 に は神 社で ヒ メ ネ ズ ミ が 大拡発生 し （ 前年秋

の ブナの 堅果大豊作 と 関係す る と 思われ る ） 、 職員が駆除 に趾起 に な っ た こ と が あ る が 、

当 時はネ ズ ミ 類への 関心がな か っ た こ と も あ っ て 、 頻繁 に 出没す る と い う 食堂に真夜中 わ

ざわ ざ見 に行 く こ と は し な かっ た。

1987年に は神社がバ プル景気の影響 も あ っ てユース ホ ス テルの営業を停止。 筆者 ら は代

替策 と し て 、 先に一度利用 し た金華 山 造林作業員宿舎 （木造平屋建） の 、 調査拠点 と し て

の 長期借用 を石巻営林署 に願い出 、 保安林な ので宿舎の外回 り （外観） を一切変 更 し ない

こ と 、 宿舎内外に新 し い設備 を 作 ら な い こ と 、 お よ び内 部の 間 取 り （部屋等の仕切 り ） を

変更 し な い こ と の3点 を 条件 に許可 を得、 今 日 に 至 っ て い る 。 こ の宿舎 を 筆者 ら は仲 間 内

で 「調査小屋J と 呼ぶ よ う に な っ た。

調査小屋はそ の 後使用す る た びに大小 さ ま ざ ま な規模の修理を繰 り 返すが 、 年 ご と に老

朽化が著 し く 、1994年春に根返 り で倒れたア カ マ ツ の大木の小屋直撃 も あ っ て 、 使用 に耐

え る 域を 完全に超 え た。 そ こ で広 く 募金を募 り 、 金華 山 での伐採や植林業務を石巻営林署

か ら 委託を受 け て行 っ て いた会社 （金華 山 林業） に 、 そ の年全面的な改装を 依頼す る 。

と はい っ て も 老朽化 を 防いだ り 使い勝手 を 良 く す る た め の修理に終わ り はな く 、 継続 し
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て 毎 年行 っ て い る 最 中 の2011年 、 例 の3. 11東 日 本大震災 が発 生。 建物 を 支 え る 柱 （ シ ロ ア

リ に 兵われ脆 く な っ て いた ） が傾い て 建物 全体が ゆ がみ 、 すべて の部屋の 土壁が崩 落 、 そ

のI参状 は 目 を 梃い た く な る ほ ど だ っ た。 し か も 、 多 く の ボ ラ ンテ ィ ア の 協力 を得て 通 い詰

め で の 復 旧 作業 中 の 半年後 、 台風並み に発達 し た 南岸低気圧が 島 の東側す ぐ近 く を通過 し

た 際 の 集 中 咲 雨 で 、 島 の い た る 所で 土石流が 発生(3. 11大震災 で地盤が緩ん でい たせい も

あ る ） 、 山 頂近 く か ら の 大 き な 土石流の 一つ が 小屋 を 直撃。 幸い イ ヌ シデの 巨木2本が 小屋

か ら わずか30 メ ー ト ル ほ どの所で流れ 下 る 岩石や倒木等 を堰 き 止 め 、 小屋 ま で達 し た の は

泥流のみ だ っ た が 、 そ れで も 小屋の ぐ る り の 石垣 を破壊 、 泥流は小屋の床下 に大堡 に流れ

込 ん だ。 こ れ ら3. 11東 日 本大震災 と 集 中 豪 雨に よ る 土石流 につ いて は筆者が別誌で詳細 を

報 告 し て い る （ 伊沢，2011, 2012) 。

こ の よ う な経緯 を た ど り な が ら 今 日 に 至 る の だが 、 築60年 を超す木造建物の 老朽化で立

て 付 け が悪 く な り 、 年や季節 に よ っ て も ち ろ ん異 な り はす る が 、 少人数で調査 に入 る と 夜

間 お も に居間 で 、 多い と き に は3~4頭 、 ヒ メ ネ ズ ミ の ち ょ こ ま か と し た小走 り を 目 撃 し な

い と き は ほ と ん ど な い。

調査小屋の歴 史 に つい て少 々 長 い記述 に な っ た が 、 そ の結果ニ ホ ン ザル よ り は る か昔 、

120万年前 かそれ以前 に陸橋 を 介 し て 渡来 し 、 現在 も 北海道 か ら 屋久 島 ま で広 く 分布す る

ヒ メ ネ ズ ミ （西岡 ，2016) に と っ て 、 調査小屋一 円 は生息環境がおそ ら く 日 本で最 も 良好

な一つ と い え る の では な いか。 島 に は食物 が競合す る ア カ ネ ズ ミ やニ ホ ン リ ス は い な い し 、

捕食者 も フ ク ロ ウ 類 と ヘ ビ類だ け で 、 かれ ら に対 し て も 小屋の 中 に いれば安全が確保 さ れ

る はずだ。

サル と は 日 中 長時間 つ き 合 う が 、 あ く ま で も 調査対象 で あ り 、 調査員 は感情 を極力 抑 え 、

かれ ら の ス ト レ ス に な ら な い よ う 一定の 距離 を保つ こ と に腐心す る 。 一方 ヒ メ ネ ズ ミ と は

喜怒哀楽の感情そ の ま ま に 、 金華 山 で こ れ ま で最 も 濃密 な つ き 合い を し て き た哺乳類だ と

い え る し 、 逸話 に も 事欠 かな い。 第 二部そ の5 （風張 ・ 涌井 ， 本誌36~39頁） の 障子 の腰

板か じ り も そ の一つで あ る 。

以下 に逸話の 主な も の を 、 ヒ メ ネ ズ ミ の行動特性 ご と に分け て 箇 条書 き 的 に紹介す る 。

かれ ら の理解に少 し は役立つ と 考 え たか ら で あ る 。

l) も の を か じ る … 出 し っ 放 し の食糧品 は ほ と ん ど な んで も 包装 を か じ り 破 っ て食べ る 。

石険 を か じ る 。 食べ も の や化粧品 の 入 っ た プ ラ ス チ ッ ク 製 の ビ ンやそ の 蓋 （厚 く し つ

か り し た も の で も ） を か じ る 。 食糧 品 の 入 っ た タ ッ パー を か じ る （ 文房具等 を 入れ た

タ ッ パー はか じ ら な い） 。 就寝 中 の調査員 の 鼻 の頭 、 耳 た ぶ 、 手や足 の指先 を か じ る 。

液体ム ヒ （ 虫刺 さ れ薬） の ビ ン の底 を か じ っ て 穴 を 開 け る 。

2) 食べ も の を持 ち 去 る … 個 人用 の 菓子 を し ま っ て お いた ア タ ッ ク ザ ッ ク （厚 い布製 ） を
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か じ っ て 穴 を あ け持 っ て行 く 。 ナ ッ プザ ッ ク のチ ャ ッ ク を あ け て 菓子を持 っ て行 く 。

3) 食 べ も の を 運ぴ入れ る … 調査が終 了 し で帰 り し な 、 市街地用 の靴に履 き 替 え よ う と し

た ら 靴の 中 か ら 菓子 が 沢 山 出 て く る 。 寝室の押入れの 中 か ら 沢 山 の米粒 （ 生） が 出 て

く る 。 吊 る し た 菓 子袋 （ ビ ニ ー ル製 ） か ら 菓子 を 盗 り 隣に 吊 る し た靴下の 中 に運ぴ込

む。

4) 温かい （居心地の い い ） 所へ潜 り 込む… 寝 て い る と き シ ュ ラ フ の 中 に入っ て く る 。 吊

る し て おい たパ ジ ャ マ の 中 に い て履 いた途端に 飛ぴ出す。

5) 飛 び込む • • 水 を 張 っ た浴槽に飛 ぴ込ん で死ぬ。 洗濯機の洗濯槽 に 入 っ て 出 ら れな く な

る 。 ゴ ミ 入れの 大 き な ポ リ バ ケ ツ に 落 ち て 出 ら れな く な る 。 フ ラ イ パ ン に そ の 日 使用

し た 油 を そ の ま ま に し て お い た ら 翌 朝 そ の 中 で死ん で い る 。 ト イ レ の 汲み取 り 槽の 中

で死んでい る 。 酢の ビ ンの 中 で3頭死ん でい る 。 油 の蓋 を か じ っ て 中 に入 っ た4頭が死ぬ。

6) そ の他 ・ ・ 寝 て い る と き 額の 上 を 歩い て 行 く 。 ネ ズ ミ 忌避剤 を キ ッ チ ン に 闘 い ておいた

ら 翌朝す ぐ脇 に 巌が あ る 。 毎 夜8時半頃に居間 を 走 る の を眺 め て いた ら 、 日 に 日 に ス ヒ°

ー ドが遅 く な っ て い く （人馴れが 早い ） 。 子 ネ ズ ミ が正面衝突 し て2頭 と も がそ の瞬間 は

じ け 飛ぶ。

こ れ ら の逸話の う ち2) と3) か ら は ヒ メ ネ ズ ミ が 貯食行動 を す る の が分か る し 、2) で

紹介 し た厚い布製の ア タ ッ ク ザ ッ ク か ら 菓子 を盗っ た こ と か ら はかれ ら の臭覚 が優れて い

る こ と と 門 歯の 削 る 力 が 強い こ と 、l) の 食糧 品 を 入れた タ ッ パーだけ を か じ る こ と か ら

は食べ ら れ る も のか ど う が奥覚 と と も に視党 も 働かせて い る こ と が分かる 。 いずれに し て

も 、 小屋で こ の よ う な泣 き 笑い の連続の つ き 合い を 重ねて き た が 、 今回 ク ル ミ の調査 を 開

始す る ま で 、 かれ ら を 調査対象 にす る こ と に な ろ う と は筆者は夢に も 想っ て いなかっ た。

な お本稿の あ と に収録 さ れて い る ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ 食いや障子の腰板か じ り に 関す る

報告 は宮城北部森林管理 署か ら 正規の 手続 き を経て借用 し て い る 調査小屋内 での 出来事で

あ り 、 それ ら に頻繁 に 出 て く る 小屋の間 取 り や部屋 ご と の名 称 （筆者 ら が命名 ） について 、

繰 り 返 しや煩雑 さ を避 け る た め こ こ で紹介 し てお く （ 図l) 。
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金華 山の ヒ メ ネズ ミ のオ ニ グル ミ 食 い

その2. 調査小屋での ク ル ミ 食 いの証拠

南ア ルプス 生態 邑 涌井 麻友子

1. は じ め に

2016年か ら2年 間 、 伊沢紘生先生の現地指導の も と 、 卒業研究 と し て 金華 山 のサルの生

態調査 を行っ た。 そ の 間 、 伊沢先生が ク ル ミ に 大変興味を持 ち 、 金華 山 に は亜種 オニ グル

ミ と ヒ メ グル ミ の 両方が あ り 、 両方 と も 核果の外見の形状 に 際 立 っ た い く つかの変異が あ

る こ と や、 ヒ メ ネ ズ ミ が ク ル ミ を 実際 に食べ る 可能性が非常に 高 い こ と 等が調査 を通 し て

判明 し つつ あ っ た。 そ し て 、 ク ル ミ 調査 に 筆者 も 興味 を持 ち 協力 し て い た。

そ の よ う な 状況の 中 で 、 明 ら かに ヒ メ ネ ズ ミ が ク ル ミ を 食べ た と し か考 え ら れな い三

つの事例が観察 さ れた。 以 下は そ の報 告 で あ る 。 いずれの事例 も 宮城のサル調査会が毎年

11 月 下旬 と3月 下旬2回実施 し て い る サル個 体数一斉調歪の 、2016年度秋期 一斉調査の期 間

中(11月20 日 ～27 日 ） で あ る 。

2. 観察 さ れた事例I
2016年11月23H 、 ク ル ミ 林 （ 地名 ．4頁図2参 照 ） の ク ル ミ のパ ッ チ で 、 普通 は2稜な の

に3稜 あ る オニ グル ミ （以下 ク ル ミ と 略す） の核果 を 発 見。3稜の ク ル ミ を 見た の は筆者に

は初め て な ので珍 し く 思い 、 持ち帰 る こ と に し た。

17時28分に調査小屋に戻 り 、 ナ ッ プザ ッ ク の右側のサ イ ドポケ ッ ト （ 糸 製で荒い メ ッ シ

ュ 状の袋） に ク ル ミ を 入れた ま ま 、 女子 更 衣室(24頁図l参照） の床 に 置 く 。 そ し て 夕 食

の仕度や夕 食 中 はずっ と 部屋 を離れて い た。 ナ ッ プザ ッ ク を 置い た場所は24頁の図lに②

と して示 さ れて い る 。

1 時間 ほ ど し て 部屋へ戻 り 、 ナ ッ プザ ッ ク の周 辺 に糸 く ずの よ う な も のが 散 ら ばっ て い

る の に気付 く 。 よ く 見 る と 、 サイ ドポケ ッ ト の底の部分の縫い 目 に 沿 っ て 、 横7cm 、 縦1cm

ほ ど の 穴 が 開 け ら れ 、 中 に入れて おい た3稜 の ク ル ミ が な く な っ て い る 。 ク ル ミ は部屋 中

を探すが見つか ら な かっ た。 筆者が 部屋 に居な い1 時間 ほ ど は部屋を仕切 る 開 き 戸 は閉 ま

っ て いた し 、 他の誰 も 出入 り し て い な い。 電気 も 消 えて いた。

それ に は後 日 談 が あ り 、 翌2017年の7月24 日 に 女子 更衣室の改修の た め の掃除 を行っ た

と き 、 上 下二段に な っ た 引 き 戸の無 い押 し 入れの 下段、 普段は布団 を し ま っ て いて 、 下 に

笠子 が敷い て あ っ た が 、 そ の 笥 子 を退 け た ら 、 な く な っ た3稜の ク ル ミ の 留 ら れた殻が菓

子袋や ヒ°ーナ ッ ツ の殻に 交 じ っ て 見つかっ た。 笠子の 足 の 高 さ は2cmであ る 。 何者か小動
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物 が ナ ッ フザ ッ ク の ポ ケ ッ ト を か じ っ て 破 き 、 ク ル ミ を こ の賓 子の 下へ持 っ て い っ て 、 そ

こ で 食 べた と し か考 え ら れ な い。

3. 観察 さ れ た 事例II
翌 日11 月24 日 、 白 崎沢 と 海岸道路 が 交差す る 地点か ら 、 道路 よ り 海側 の ク ル ミ のパ ッ チ

で採 食 中 の サ ル た ち を観察。 群れが そ の場所 を 立 ち 去 っ た あ と 、 かれ ら の 食痕 を 調べ に採

食 し て い た堤所 ま で 見 に行 く 。 そ こ で ま た3稜 の ク ル ミ を 見つ け る 。 前 日 は核果 の 中 が ど

う な っ て い る か子細 に 観 察す る 前に何者かに持 っ て い かれて し ま っ た の で 、 今回 はそ の場

で調べ よ う と 、 石 で割 る 。

核果の 内 部構造が ど う な っ て い る かや果仁 の 入 り 方等 を 調 べ終わ っ た あ と 、 割 っ た破

片 の う ち 大 き く て 果仁が 十分入 っ て い る も の を 二つ持 ち 帰 る こ と にす る 。 調査小屋の 前 日

と 同 じ 場所 に 置いた ら 、 今度 は殻を か じ り 割 る 必要 が な いの で 、 そ の場でむ き 出 し に な っ

た 果仁 を 食べ る の か 、 あ る い は殻付 き の ま ま ど こ かへ持 っ て い く の かを確かめ た い と 思 っ

た か ら で あ る 。

17時10分 に 調査小屋に戻 り 、 前 日 と 同 じ 場所 に二つ の破片 を 置 く 。 そ の状態で皆 と の タ

食 の 間 の1 時間 余 り 部屋 を 離れ る 。 そ し て 部屋に 戻 る と 、 置い た破片 は二つ と も 無 く な っ

て い て 、 部屋 中 を 探す も 見 当 た ら な かっ た。

4. 観察 さ れた事例rn
翌 々 日 の11 月25 日 、 ク ル ミ を 置いた女子更衣室か ら 一体 ど こ ヘ ク ル ミ を 運んでい く の か

が 気 に な り 、 帰路 オニ グル ミ の核果 を2個拾 う 。

17時30分 に調査小屋へ戻 り 、 拾 っ た ク ル ミ の う ち一つ はそ の ま ま 、 も う 一 つ はチ ャ ッ ク

付 き の小 さ い ビニール袋 に入れて 同 じ場所に並べて 置 く 。 そ う し た の は、23 日 に はナ ッ プ

ザ ッ ク の ポ ケ ッ ト に穴 を 開 け て 持 っ て い っ た の で 、 ビニール袋 に入れて も 穴 を 開 け て持 ち

去 る の で は と 思 っ た か ら で あ る 。

そ の あ と 部屋 を 離れ、40分後 に確認 し に戻 る と 、 そ の ま ま 床 に 置 いた ク ル ミ だ け が 無 く

な っ て い た。 部屋の ぐ る り を 点検す る と 、 そ の ク ル ミ は置い た場所か らlm ほ ど離れた 乾

燥室(24頁 図l参照 ） と の仕切 り の 障子の前 に あ っ た。 そ の 時 は障子 が2cm ほ ど 開 いて い て 、

そ の 隙 間 に 引 っ かか る よ う な形だ っ た。2cm ほ どの 障子の 隙間 は 、 下 手人 の 小 動物 は な ん

と か通 り 抜 け 可能 な幅だが 、 ク ル ミ の幅 は3cm前後 あ っ て 、 小動物 が い く ら 頑張 っ て も 通

過 さ せ ら れ な い狭 さ だっ た か ら に違いな い。
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5. ま と め

以上三つ の 事例 のすべて で下手人 は ヒ メ ネ ズ ミ だ と 断定 で き る の は 、 暗い 中 で も 行動で

き 、 短時間 で小屋 に侵入 し た り 姿 を 隠 し た り で き る こ と 、 女子 更衣室 に 出入 り す る に は 、

3. 11東 日 本 大震災 で 立て 付 け の 悪 く な っ た 開 き 戸や障子 以外 に は 隙 間 が な く 、2cmほ ど の

隙間 な ら 難 な く 通過 で き る こ と 、 ナ ッ プザ ッ ク の 糸 製 の サ イ ドポケ ッ ト を か じ っ て 穴 を 開

け ら れ る こ と 、 そ の場で は食べず に持 ち 去 る 習性の あ る こ と 、 固 い ク ル ミ の殻を か じ っ て

果仁 を 取 り 出せ る こ と な どか ら で あ る 。 し か も 以前か ら ヒ メ ネ ズ ミ は夜間 に 小屋内 で頻繁

に 目 撃 さ れて い る し 、 上記 し たすべて の 事項 を ク リ ア で き る 小動物 は 、 金華 山 に は ヒ メ ネ

ズ ミ 以外 に は生息 し て い な い。

なお 、 事例I~mの ク ル ミ はすべて伊沢 （本誌8~19頁） の10通 り の細 区分 に よ る と デカ ゴ

ツ オニ グル ミ で あ る 。
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金華 山 の ヒ メ ネ ズ ミ のオニ グル ミ 食 い

そ の3. 調査小屋で直接観察 さ れたク ル ミ 食 い

北海道大学北方生物圏 フ ィ ール ド科学セ ン タ ー 風張喜子

南アルプス 生態 邑 涌井麻友子

1. 偶然 の チ ャ ン ス

2017年9月10 日 夕 方 、 オニ グル ミ の核果の 外 見上の 形態比較 の た め に採集 し て き た 実 を 、

と り あ えず調 査小屋 の 玄 関 の 土間 に 置い た （ 置いた場所 は24頁図lに③ と し て 示 さ れ て い

る ） 。

採集 し て き た 実 は 、 果 肉 が ほ と ん どつ い て い な い も の （ こ の 状態 をA と 呼ぶ。 以 下 同

様 ） 1 個 、 黒 く な っ た 果 肉 が 全体 あ る い は部分的 に付い て い る も の(B) 10個 、 果皮 に ま

だ薄 い緑 色 の部分 が残 っ て い る も の （C) 2個 の合計13個 で あ る 。 そ し て 、 そ の 夜 は別 の

仕事が あ っ て オニ グル ミ （以 下 ク ル ミ と 略す） はそ の ま ま 放置 し た。

夜 中 の0時過 ぎ 、 土間 か ら 「 カ リ カ リ カ リ カ リ 」 と 何か を 削 る よ う な 高 く て 小 さ な 音 が

す る の に 気付 く 。 咄嵯 に 、 ヒ メ ネ ズ ミ （以下 、 ネ ズ ミ と 略す） が土間 に 置 き っ 放 し の ク ル

ミ を か じ っ て い る 音 に違い な い と 思い 、 土間 と 部屋 を仕切 る 障子 を そ っ と 開 け た が 、 ネ ズ

ミ の 姿は 見 あ た ら な い。 し か し 音 は続い て い る 。 聞 き 耳 を 立て る と 、 土 間 の左隅 （ 玄 関 に

向 かっ て ） に 慨かれた 資料保存用 冷凍庫の 陰か ら だ。 慌て た の で ス マー ト フ ォ ン の カ メ ラ

を 操作 ミ ス し て 、 約2秒 し か動画 を 撮れな か っ た が(0時13分撮影 ） 、 それ を 音饗分析用 ソ

フ ト で確認す る と1秒間 に4回 「 カ リ 」 音が記録 さ れて い た。 そ の あ と 土間 に残 っ て い る ク

ル ミ を 確認す る と 、Aの ク ル ミ1個 （以 下 、 ク ル ミ ① と 呼ぶ） が 無 く な っ て い る 。 そ の う

ち 「 カ リ 」 音が途絶 え る 。 そ こ で 、 ネ ズ ミ が再び ク ル ミ を 取 り に 出 て 来 る の では な いか と

思い 、0時18分 に ス マ ー ト フ ォ ン の 動 画 の ス イ ッ チ を 入れて 待っ。 以 下 は撮影 さ れた 動 画

の 時系 列 に 沿 っ た 内 容で あ る 。

2 ． 撮影 さ れた 動 画の詳細

Q : 18: QQ 撮影 開 始。

Q : 18:05~ 冷 凍庫の 裏 か ら 強 め の 鳴 き 声 「 チ ュ イ チ ュ イ ・ チ ュ イ チ ュ イ ・ ・ ・ チ

Q : 18:08 ュ イ チ ュ イ ・ チ ュ イ チ ュ イ ・ チ ュ チ ュ 」 と 、 冷凍庫 の 背 面 （ 裏側 ） の

金属 部分や土間 に 固 い 物 （ ク ル ミ ） の ぶつ か る 音 が 聞 かれ る 。 ネ ズ ミ

の 姿 は見 え な い。

Q:18:17~ ネ ズ ミ が 冷凍庫の 裏か ら 現れ 、 そ の ま ま 土間 に 置かれた ク ル ミ に 向 か

Q:18:20 っ て 一直線 に 移動す る 。 も っ と も 近い ク ル ミ と の 距離 は ネ ズ ミ の 全長
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（頭胴長＋尾長 ） 程度。 移動 中 に も 「 チ ュ ーチ ュ チ ュ 」 と い う 強め の嗚

き 声が 聞 かれる(0: 18:18) 。 最初の 動画で確認 し た 「 カ リ 」 音 を発 し

た1頭 と こ の1頭 と はおそ ら く 同 一個体だろ う 。

o: 18:21~ ネ ズ ミ が ク ル ミ に 到 普 し 、 冷凍庫に も っ と も 近い場所に あ る ク ル ミ に

0:18:27 鼻 先 で触れ る 。 そ の 後 も3個 の ク ル ミ に 恥で触れた り 上 に 乗 っ た り す

る 。4個 の ク ル ミ の状態はいずれ もB で あ る 。

o: 18:28~ 観 察 者 が 少 し 動 い た の に 照 い て 、 一 瞬 で 冷 凍 庫 の 裏 に 走 り 去 る

Q:18:58 (0:18:28) 。 じ っ と 待 ち続け る が 出 て 来な い し 、 気配 も ない。

o: 18:59~ 冷 凍庫の裏 に ネ ズ ミ の 姿 を確認(O: 18: 59) 。 そ の 後 も じ っ と し て い て

o: 19:57 動かな い。

o: 19:58~ 再ぴ ク ル ミ に 向 か っ て 真 っ す ぐ に 、 し か し 啓戒 し て い る 様子で慎重 に

0:20:01 移動す る 。

0:20:02~ ク ル ミ に到着。 す ぐ に 、 先に 触れた4個の う ち の一つの ク ル ミ （以 下 ク

0:20:04 ル ミ ②） に 昴 先 で触れ 、 黒 く な っ た果 肉 （ 果皮 を含 む） に噛みつ き 、

両 前足 で抱 え て 後 ず さ り し な が ら 少 し だけ 引 き ず る 。 噛みつ い た際 に

「 パ リ 」 と い う 乾いた小 さ な音がす る 。

0:20:05~ 4秒 間 で 果 肉 を 剥 が す動 作 を5回 繰 り 返す。 こ の と き も 先 と 同 じ 「 バ

0:20:08 リ 」 音が 聞 かれ る 。

0:20:09~ 果向 を 剥が し た 場所か ら ク ル ミ を 口 に く わえ 、 そ の あ と 前足で2回転 さ

0:20:10 せ 、 冷凍庫の 脇 ま で運ぶ。 土間 の コ ン ク リ ー ト の 上 を 乾い た葉 っ ばで

擦 っ た よ う な 音が2回転分聞 かれ、2回転 目 に は ク ル ミ の 固 い部分が コ

ン ク リ ー ト にぶつかっ た よ う な 「 カ コ ン 」 と い う 音 が 聞かれ る 。

0:20: 11 ク ル ミ を そ こ に 置 いた ま ま 冷凍庫の裏に隠れ る 。

0:20:13~ 冷凍庫の 裏 か ら 出 て き て ク ル ミ ② を く わ え 、 後ず さ り し な が ら 冷凍庫

0:20: 19 の 裏 に 引 き ず り 込む。 こ の 間 は声 も 音 も 聞かれ な い。

0:20:20~ ネ ズ ミ の 姿 も 見 え ない し 、 物音 も 問かれない。

0:20:30
0:20:31~ 果 肉 を 剥 が す動作で 生 じ る 「 パ リ 」 音が 聞 かれ始 め る(0:20:31) 。 そ

0:22:21 の後 も 同様の 、 し か し 非常 に 弱 い 「パ リ 」 音 が断続的に問かれ る 。

0:22:22~ 最初 の 短い 動画 に 記録 さ れた と 同様の 、 固 い物 を か じ る 「 カ リ 」 音が

0:22:28 聞 こ え 始 め る 。 平均す る と1 秒 間 に4回 聞 かれ 、 最初 に 聞 かれた 「 カ

リ 」 音 と 同 じ リ ズム で あ る 。 た だ 、 音の強 さ は幾分弱 い印 象 を受 け た

（ 今 回 の 音 の強 さ は約20~30dB 、 平均約25dB 、 中 央値26.9dB。 最初 の

「 カ リ 」 音の強 さ は約26~39dB 、 平均約3ldB 、 中 央値30.6dB。 ) 。

0:22:29 撮影 は 終 了

以上が動画か ら 分析で き た事柄で あ る 。

3. そ の後 の観察

続いて ネ ズ ミ が ク ル ミ の核果 を か じ っ て い る 様 子 を観察す る た め 、 筆者の 一人が冷凍
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l il i． の 真 上か ら 裏 側 を 覗 き 込 む。 し か し 、 死角 に な っ て い て 姿 は 見 え な い 。 「 カ リ 」 音 は こ

の 前 後 も 継断的 に続い て い た が 、 評戒 し た た め か こ の時だけ 途絶 えた(0時32分） 。 こ の 間

に 録音 さ れ た 「 カ リ 」 音 は 、 それ ま でに 聞 かれた 「 カ リ 」 音 と 同 じ く1秒 間 に約4回 で 、 音

は強 く な っ た り 弱 く な っ た り と 一定 し な かっ た （約13~36dB で変化。 例 え ば 、 最初の約3
秒Il il続い た 「 カ リ 」 音 は 、 前半 は20db 以 下 が 、 後 半は25~30dB が 多かっ た。 間 が 空 い て

次 の約6秒間 継続 し た 「 カ リ 」 音 は 、 前半は15~25dB 、 後 半は30dB 以上 が 多か っ た ） 。

午前1 時近 く に な っ た の で箪者 ら は 翌 日 の 調査の た め就寝す る 。 し か し 眠 り が 浅 く な る

度 に 耳 を 澄 ま す と 、 「 カ リ 」 音 が 問 こ え て い た。 目 が覚 め て し ま う の で時刻 を確認 し な か

っ た が 、 お そ ら く 就寝 後1時間 か ら3時間 の 間 だ っ た と 思われ る 。 目 覚 め た5時過 ぎ に は 、

「 カ リ 」 音 は も う 問 かれな かっ た。

4. 食痕調査

起床 後 に 冷凍庫の周 囲 を 点検す る と 、 冷凍庫 と 背 後 の コ ン ク リ ー ト の壁 と の 隙間 （約3
~5cm) に 、 ク ル ミ ②の殻 と 剥 が さ れた 果 肉 が 見つ か る 。 殻の 表面 に は黒 く 湿 っ た 汚れが

残 っ て い て 分か り に く い が 、 目 立 っ た食痕はな い。 運んだ あ と 果 肉 を殻か ら 外 し た だ け で

放置 し た よ う だ。

ま た冷 凍庫の背 面 に は さ ま ざ ま な 部 品 や配線が む き 出 し に な っ て い る 部分 （ 高 さ25cm 、

幅35cm 、 奥行 き35cm ほ ど ） が あ る 。 次 に そ の 中 を 探す と 、 ク ル ミ ①が 、 殻が 削 ら れて 果仁

の一部が食べ ら れた状態で見つ か る 。 ク ル ミ ②の殻に はか じ ら れた跡が 見 当 た ら な かっ た

の で 、 終始聞 かれた 「 カ リ 」 音 は こ の ク ル ミ を 削 る 音だ っ た に違い な い。 ク ル ミ ①は前 日

置いた時 に は黒 く 湿 っ た汚れが殻の表面 を 覆 っ て いた が 、 そ の汚れは ま っ た く な く き れい

に そ ぎ落 さ れ乾い て い る 。 なお 、 殻 に は断面 の 直径2.5cm ほ どの 穴 が 開 け ら れて い て 、 穴

を 開 け た 時に残 る はずの も う 一方の小 さ い殻の破片 は見つか ら な かっ た 。 一 方でふわふわ

し た 細かい 削 り 滓が 大 き い ほ う の破片 の周 囲 に 落 ち て いた か ら 、 削 り な が ら 穴 を 大 き く し

て い っ た と 考 え ら れ る 。
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その4. 赤外線セ ンサーカ メ ラ を用 いた ク ル ミ に対す る行動

北海道 大 学北 方 生物 圏 フ ィ ー ル ド科学セ ン タ ー

中 山 大学社会学人類学学院

宮城のサル調査会

風張喜子

川添達朗

伊沢紘生

1. は じ めに

木 か ら 落 ち て す ぐの ク ル ミ の実 は果皮 と 果 肉 （ 以 下併せ て 果 肉 と 略す） が殻 を 毅 っ て

い る が 、 時間 と と も に果 肉 が剥 がれ 、 殻の 露出 と 乾燥が進む。 初秋の ク ル ミ の木の 下に は 、

こ の よ う な 落 ち た ばか り の 実か ら 殻が完全に露出 し た実ま で さ ま ざ ま な状態の も のが あ る 。

も し果肉 の有無や殻の湿 り 具合 で運びやす さ や削 り やす さ が異な る と し た ら 、 ヒ メ ネ ズ ミ

（以下ネ ズ ミ と 略す） は ど の段階の ク ル ミ を選んで運んだ り 食べた り す る のだろ う か。 そ

の点 を 調べ よ う と 、2017年9月12~15 日 の4 日 間 、 赤外線セ ン サ ー カ メ ラ に よ る 動画記録を

試みた。 カ メ ラ を 設置 し た4 日 間 の う ち 、9月14 日 と15 日 の深夜 に動画が記録 さ れたので 、

以下 にそ の 内 容 を ま と め る 。

2. カ メ ラ の設置 と 用 意 し た ク ル ミ

調査員全員 が 帰宿 し た あ と の 夕 方遅 く か ら 翌 朝 に かけ て 、 調歪小屋の 玄 関 の 土間 に赤

外線セ ンサー カ メ ラ を設置 し 、 カ メ ラ の撮影可能な範囲 内 に用意 し た ク ル ミ を置い た （ 図

l) 。 カ メ ラ の設 定は 、 動画撮影モ ー ドで撮影時間 を60秒間 、 撮影休止時間 を1秒間 と し た。

9月14 日 は 、 島 内 に 自 生 し て い る オ ニ グル ミ4個 と ヒ メ グル ミ1個 、 お よ び市販 さ れて い

た カ シ グル ミ1 個 （ 計6個 ） を 用 意 、 そ の う ち オニ グル ミ2個は果肉 に昂われた も の 、 残 り4

個 は殻が完全に露出 し た状態 の も の であ る 。 翌15 日 は同様のオニ グル ミ11個 、 ヒ メ グル ミ

3個 、 カ シ グル ミ4個 を用 意 （ 計18個 ） 、 そ の う ち オニ グル ミ6個 は果肉 に覆われた も の 、 残

り12個 は殻が完全に な い し 大部分露出 し た状態の も のであ る 。 さ ら に 、 これ ら の う ち12個

を数時間 水 に浸 し て涅 り 具合 を 変 え た。

3. カ メ ラ に映っ た行動の概要

9月14 日 の深夜1 時半前 に2回 、15 日 夜11 時40分過 ぎか ら12時20分前 ま での 間 に7回 、 動画

が撮影 さ れた。 短時間 に連続 し て撮影 さ れて い る こ と か ら 、 少な く と も 同 日 内 に撮影 さ れ

た ネ ズ ミ は 同 一個 体であ る 可能性が 高 い。 こ れ ら 計540秒の う ち ネ ズ ミ が映 っ て い た の は

424秒で 、 何 ら かの形で ク ル ミ に 関 わ っ て い る 場面 は378秒あ っ た （ 第2部巻頭に写真あ り ） 。
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図 1. 調査小屋玄 関の土間 （小屋全体の図は本誌24頁参照）

® と ⑧はそれぞれ9月14 日 と15 日 に ク ル ミ の核果を置いた場所 ．

● は カ メ ラ の位置 灰色の部分はカ メ ラ の撮影範囲 を示す ．

ク ル ミ に対する 行動は大 き く 、a) ク ル ミ に近づ く ・ ク ル ミ に鼻先 を 向 け る （ 計33.5秒） 、

b) 局先で触れる(38. 5秒） 、c) 果肉 を留 る(250秒） 、d) ク ル ミ を移動 さ せる(56秒） に

分け ら れた。a とb について ネ ズ ミ はほ と ん どの ク ル ミ に対 し て鼻先 を 向 けた り 鼻先で触

れた り し たが 、c とd すな わち ク ル ミ に対す る 操作は一部の ク ル ミ に対 し て し か行わな か

っ た （表l) 。 何 ら かの基準で操作の対象 を選んでい る 可能性が あ る 。

4. 果肉 を 留 る

果肉 が協 ら れたすべて は 、 果肉 が完全に残 っ て い る 状態の ク ル ミ だっ た （表l) 。 ネ ズ ミ

は果肉 を 留 っ た り 剥が し た り す る 対象 と して 、 果肉 に覆われて い る 新鮮な実を選んでい る

表l ． 設置 し たそれぞれの ク ル ミ に対す る ヒ メ ネ ズ ミ の行動

＆ 口 し た 日9月14 日

梗；;1) オ ニ

果 肉2) 完

ク ル ミ に 対 す る 行 動 浸 水 処 哩 ＂

近 づ く
a)

鼻 先 を 向 け る

b) 鼻 先 で 触 れ る

CL 昂 肉 を 益 る

01
0

d) 運 ． ぷ

9 月158

ヒ メ I 力 ~I オ ニ ヒ メ カ シ

な し I な し な 完 半 な し な し な し

● ● ● ●X X ● ● ●X X ● ● |x ●I●I●IX

° |。1。 。 ゜ ゜
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lo lo 0 0 0 0

゜
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゜ ゜
0 0

T61
゜

註l) ク ル ミ の種類 ： オニ グル ミ （ オニ） 、 ヒ メ グル ミ （ ヒ メ ） 、 カ シ グル ミ （ カ シ）

註2) 果肉 の状態 ： 完全に残っ て い る （完） 、 あ る 程度残っ て い る （ 半） 、

殻が完全に露出 し て い る （ な し）

註3) 9月15 日 に用意 し た ク ル ミ の浸水処理 ： 処理あ り （ ● ) 、 処理な し(X)
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の か も しれな い。 ま た 、 よ り みずみず し い 実 を 選 ん だか ど う かは不 明 だが 、9月15 日 撮影

の 動画では 、 果 肉 が 留 ら れた ク ル ミ の全て は水 に 浸 し た 実だ っ た （表l) 。 ま た 、 ネ ズ ミ が

秘 る 動作を し た 多 く の場合で 、 そ の周 辺 に 留 り 取 ら れた破片 が 飛び散 っ て い た。 一方 、 留

り 取 ら れた はず の 果 肉 の破片 が残 さ れて い な い場 面 も 複数回 あ り(15 日 撮影 ． 計93秒 ） 、

そ の と き ネ ズ ミ は果肉 を 食べて いた と 思われ る 。 そ の う ち 殻か ら 果肉 を 完全に剥 が し た後

に そ の果 肉 を 留 る 様子が記録 さ れて い る も の が あ り 、 こ の場合 は特 に果 肉 を食べた 可能性

が 高 い(15 日 撮影 ． 計22秒） 。 器 り 取 ら れた果肉 の破片 が 飛び散 る の を 確認 で き た 多 く の

場面 で も 、 食べ る 部分 を 選 り 好み し て い た と も 考 え ら れ る 。

以 上 の よ う に 、 ネ ズ ミ が ク ル ミ の殻だ け で な く 果 肉 に も 興味 を 示 し 、 食べ て い る と 思

われ る 行動 が何度 も 見 ら れた こ と は特筆すべ き 点 で あ り 、 果肉 食 が地面 に 落 ち た 実の選び

方 と も 関係 し て い る 可能性が あ る 。 た だ し 、 果肉 に接触 し て い る 時間 は非常 に短 く 、 果肉

食 は し た と し て も つ ま み食い程度の も の と 思われ る 。

5. 運ぶ

移動 さ せ た 実は 、 殻が 露出 し た カ シ グル ミ1個(14 日 撮影 ） と 果 肉 が 完全 に 残 っ て い る

オニ グル ミ1個 （15 日 撮影 ） で あ る 。 参 考 ま で に カ シ グル ミ 運ぴが 撮影 さ れた 動画(60秒

間 ） のおお よ そ を 以 下に 記す。

事例 ： 画面 中 央にネ ズ ミ が現れ 、 数秒間 カ シ グル ミ と ヒ メ グル ミ の 間 を 動 き 回 っ た後 、 カ

シ グル ミ （ 以下 、 ク ル ミ と 略す ） に 恥先 と 前肢で触れ る 。 す ぐ に ク ル ミ を 引 き 寄せ く わ え

て （ 第2部巻頭の 写真） 前進す る が 、 体 勢が 整 わ な いの か何度 か く わ え 直す。 最後 に く わ

え直 し た 直後 、 ク ル ミ を頭上 に掲げな が ら ガ ス コ ン ロ 目 掛 け て70~80cm を 一気に 走 る 。 ガ

ス コ ン ロ の端に着 く と 、 そ の 下の隙間 に ク ル ミ を押 し付 け る 。 そ の隙間 に ク ル ミ を運び入

れ よ う と し て い る と 思われ る が 、 ク ル ミ が 大 き す ぎて う ま く いかな い。 そ の 後35秒間 、 ガ

ス コ ン ロ 下 に潜 り 込んで ク ル ミ を 引 っ 張っ た り 、 出 て き て コ ン ロ 下の隙間 に押 し付 け た り

し た と こ ろ で撮影が終了 。

それ よ り3分後 に撮影 さ れた 動画 で は 、 ネ ズ ミ は こ の ク ル ミ に 近寄 っ て い な い。 そ の後

翌朝 ま で カ メ ラ は作動せず 、 ク ル ミ の位置に も 変化が な いの で、 事例 に挙 げた 動画の撮影

が切れて か ら1分 と 経た な い う ち に あ き ら め放置 し た と 思われ る 。

目 的 地 と 思 われ る ガ ス コ ン ロ 下 に カ シ グル ミ を 運び入れ る の に は失敗 し た が 、 ネ ズ ミ

は最 初か ら ど こ かに運ぶつ も り で こ の ク ル ミ と かかわ っ た に違い な い。 こ の事例の よ う に 、

ネ ズ ミ は別 の場所に運び中 身 を 食べ る 対象 と し て 、 殻の露 出 し た ク ル ミ を選んでい る 可能
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性が あ る 。 そ れ は 、 殻の 露 出 し た ク ル ミ を 物 陰 に 運ぴ込 み 、 そ こ で削 っ て 中 身 を 食 べた例

（ 風張 ・ i ii井 ， 本誌28~30頁 ） と も 矛 盾 し な い。 殻 を 削 る 作 業 は果 肉 を 留 る よ り も ず っ と

時 間 が かか る の で （ 風 張 ・ 涌 井 ， 本誌28~30頁 ） 、 身 を 隠せ る 安 全 な場所 で じ っ く り 取 り

掛か る た め に 運ぶ の だ と 思 われ る 。 な お 、 カ シ グル ミ は 島 に は 生 育 し て い な い が 、 そ の 点

は ネ ズ ミ の 選 択 に は 影蓉 を 及 ぼ さ な か っ た よ う だ。 カ シ グル ミ は用 意 し た3種類 の 中 で は

最 も 実 が 大 き い。 殻が き れ い に 露 出 し て い る こ と の ほか 、 実が 大 き い こ と も ク ル ミ 選 びの

枯 準 と な っ て い る か も し れ な い。

一 方 、15 日 撮 影 の 動 画 で 見 ら れた 実 の 移動 は ネ ズ ミ が 果 肉 を 羅 る 合 間 に ほ ん の 一 瞬間 だ

け 行 われた も の で 、 ど こ かへ運ぼ う と し た の か は不 明 で あ る 。

6. 動 画か ら 見 え た ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ の 実への かかわ り

以 上 か ら 結 論 的 に 言 え る の は 、 ① ネ ズ ミ は 少 籠 だ が 果 肉 も 食 べ る 可能性 が 高 い 。 ②果

肉 を 留 る （食べ る ） と き は果 肉 の新鮮 な 実 を 、 運 んで 中 身 を食 べ る と き は殻の 露 出 し た 大

き な 実 を 選 ん でい る 可能性が あ る 。 ③果 肉 を 留 る の は 多 く の 場合 そ の場 で行 う が 、 殻 を 削

っ て 中 身 を 食 べ る の は 別 の場所 に運ん で か ら 行 う 、 の3点で あ る 。 果 肉 に 覆 われ た 実 を物

陰 に 運び込 ん だ例 も あ る が （ 風 張 ・ 涌 井 ， 本 誌28~30頁 ） 、 それ はす ぐそ ば に 観察 者 が い

た こ と が 影蓉 し た と 思われ る 。 さ ら に 、 ④実 が障害物 に 引 っ かか る と 、 す ぐ に あ き ら め て

放置 し て し ま う こ と も ネ ズ ミ の ク ル ミ 運び の 特性 と 言 え そ う だ。 前述 し た 事例 の カ シ グル

ミ 運 び で は 、 障害物 に 引 っ かか っ て か ら1分 と 経た な い う ち に あ き ら め て し ま っ た 。 小屋

の 中 でネ ズ ミ に持 ち 去 ら れた はず の ク ル ミ の 実が 、2cm ほ ど 開 い た 障 子 の 隙間 を 通 り 抜 け

ら れず に 引 っ かか っ た 状態 で 見 つ か っ た の も （ 涌 井 ， 本誌25~27頁 ） 、 同 じ 理 由 か ら だ ろ

う 。

と こ ろ で 、 ヒ メ ネ ズ ミ は 冬 に 向 け て 主 に ド ン グ リ 類 な ど の 堅 果 を 貯蔵す る こ と が 知 ら

れて い る （塩谷 ，1996な ど 多 数 ） 。 貯蔵 が 目 的 な ら 、 今 回 の 実験 に用 意 し た ク ル ミ の い く

つ かは運び去 ら れて も よ さ そ う だ が 、 運 ばれた の は1 個 の みだ っ た。 常 に 人 が 出 入 り し た

り 土間 に 置いて あ る 物 を 動か し た り す る 玄 関 に 、 ク ル ミ の 貯蔵 に適 し た場所が あ る と は 思

えず 、 今 回 の ク ル ミ 運び は 、 貯蔵 の た め で は な く そ の 時食べ る た め だ っ た と 考 え ら れ る 。
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金華 山 の ヒ メ ネ ズ ミ のオニ グル ミ 食 い

そ の5. ヒ メ ネ ズ ミ に よ る 障子の 腰板か じ り

北海道大学北方生物圏 フ ィ ール ド科学セ ン タ ー

南アルプス 生態 邑

風張喜子

涌井麻友子

1. は じ め に

2017年11 月 下旬 、 例年通 り 宮城 の サル調 査 会 に よ る 金華 山 の サル個 体数秋期 一 斉 調査が

行 われた。 そ の 間 の11月23 日 か ら 翌朝 に か け て の 夜間 、 調査小屋の 玄 関 の 土間 と 女性寝室

を仕切 る 障子の腰板 に 、 ヒ メ ネ ズ ミ が 穴 を 開 け た （ 図l) 。 実際に ヒ メ ネ ズ ミ が腰板 を 削 っ

て い る 現場 は観察 で き て い な い が 、 そ の傍証 と な る い く つ かの 事実 を 以 下 に ま と め た。 目

的 は ヒ メ ネ ズ ミ の 切 削 能 力 につ いて 参 考資 料に な る と 考 え たか ら で あ る 。 な お 、 調査小屋

全体の 間 取 り と 障子 の腰板 削 り の現場 は24頁 図lに⑤ と ⑥ と し て示 さ れて い る 。

2. 何か を 削 る 物 音 を 聞 く

11 月23 日 夜23時前後 、 筆者の一人が就寝 の た め 女性寝室 に入 る 。 す る と 、 土間 の方 か ら

「 カ リ カ リ カ リ カ リ 」 と い う 小 さ な 音 が 聞 こ え る 。 そ れは9月 の 滞在時 に 記録 し た ヒ メ ネ

ズ ミ （以下 ネ ズ ミ と 略す） が オニ グル ミ を 留 る 音の リ ズム （風張 ・ 涌 井 ， 本誌28~30頁）

に よ く 似て い る 。 そ の夜 も 玄 関 の 土 間 に ク ル ミ と 赤外線セ ンサー カ メ ラ を仕掛 け て あ る の

で （風張 ほ か ， 本誌31~35頁 ） 、 ネ ズ ミ が オニ グル ミ （ 以 下 ク ル ミ と 略す ） の 殻 を 削 っ て

い る 音 だ ろ う と 考 え 、 同 時 に寝室に入 っ た二人 に こ の音が 聞 こ え る かを確認す る も 、 凍結

防止 の た め に蛇 口 か ら 出 し っ ぱな し の水の 音 が 大 き いせいか 、 聞 こ え な い と の 返 答 を 得て

腑に 落 ち な い ま ま 眠 り につ く 。

そ の 後 、 ふ と 目 が 覚 め る と 、 ま た 土 間 か ら 何か を 削 っ て い る 音 が 聞 かれ る 。 た だ就寝

時に 聞 いた音 と は違い 、 削 る 際 の振動 が何か大 き な物 に伝わ っ て い る よ う な 「 ガ リ ガ リ ガ

リ ガ リ 」 あ る い は 「 ゴ リ ゴ リ ゴ リ ゴ リ 」 と い う よ く 響 く 大 き な 音 で あ る 。 時刻 は確認 し な

かっ た が 、 頭 を も た げて 辺 り を 見回 し た と こ ろ 、 隣の布 団 の模様は見分 け ら れた が それ よ

り 先 は暗 く て よ く 見 え な かっ た。 そ の 夜 、 月 は就寝前 に は沈ん で い る はずで 、 明 け 方の天

文薄明 の4時54分頃 で は な かっ た か と 思われ る 。 次 に 目 が覚 め た の は早朝5時半で 、 起 き た

直後 の感覚 で 、 あ の後10分 と い う ほ ど短 く な い が1 時間 も 長 く は眠 っ て い な い と 思われた

こ と か ら も そ の頃だ と 言 え る 。

5時半以降は 、 物 を 削 る よ う な音は全 く 聞 かれて い な い。
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3. 障子の腰板 に 穴 が 開 け ら れて いた

そ の朝(24 日 ） 、 前 日 に カ メ ラ の 前 に 慨 い た ク ル ミ を 点検す る が 、 ネ ズ ミ が 留 っ た り 運

んだ り し た形跡 は全 く な い。 と こ ろ が 、 土間 と 寝室 を仕切 る 障子 の腰板 に 穴 が 開 け ら れて

い る （ 図l) 。 夜 中 に 聞 かれた 「 カ リ カ リ （ ガ リ ガ リ ） 」 音 は 、 こ の腰板 を 削 る 音だ っ た に

違い な い。 穴 が 開 け ら れた の は4枚の障子 の う ち の1枚で(24頁 図lの⑤） 、 し か も こ の 障子

を 閉 め た 時 の 穴 の真 下 に 削 り 滓 の 木屑 が 落 ち て い る 。9月 に 見つ け た ネ ズ ミ に 留 ら れた ク

ル ミ と 同様 、 周 囲 に 穴 を 閉 じ る よ う な木片 は 見 当 た ら な い。 そ の こ と か ら 、 輪郭に溝 を掘

っ て 内 側 を く り 抜 く の で は な く 、 少 し ずつ削 っ て 穴 を 大 き く し て い っ た と 思われ る 。 木屑

が 土問 側 に 大量 に残 さ れて い る こ と か ら は 、 ネ ズ ミ は 土間側 か ら 寝室 に入 ろ う と し て 穴 を

開 け た こ と が 分か る 。
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図l ． ヒ メ ネ ズ ミ が障子の腰板に開 け た 穴 （ 玄 関 側か ら 写す）

穴 は腰板 の最 も 低い位置 、 下桟 に接す る よ う に 開 け ら れ て い る 。 ま た 、 腰板 は横 に継

がれた 数枚の板か ら 成 っ て お り 、 穴はそ の う ち の 一つの継 ぎ 目 の左右 に広が っ て い る 。 ネ

ズ ミ は板 の継 ぎ 目 を 取 っ 掛か り に し て 、 左右に 削 っ て い っ た の だ ろ う 。 穴の縦横の最大幅

はそれぞれ24rran と1711ill 、 腰板の厚 さ は佃n、 下桟の 高 さ は40mm で あ る 。

4. いつ 穴 を 開 け たの か

木屑 の 残 さ れた位置 か ら 、 穴 開 け 作業 は 障子 が 閉 め ら れて い る 時間 帯 に行われた はず
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で あ る 。 悶子 が 閉 め ら れ た の は寝室 に布団 を 敷い た23 日22時前 後 で 、 それ以前 に こ の 穴 を

見 た 調 査員 は い な い 。 ま た24 日 の6時38分以降 は調 査員 が 小屋 を 出発す る た び に 障子 が 開

けI11 め さ れ て い る か ら 、 ネ ズ ミ が 腰板 を 留 っ て い ら れた 時 間 帯 は23 日22時か ら24 日6時 半

ま で に な る 。 実際 、 前述 の よ う に23 日23時頃 と24 日5時前 後 に は 、 ネ ズ ミ が 何か を 削 る 音

が 聞 かれ て い る 。 そ し て 筆者 ら が 起 き た5時 半以降 に は聞 かれ な かっ た の は 、 すで に 穴 を

削 り 終 え て ネ ズ ミ が 玄 関 側 か ら 女性寝 室へ通 り 抜 け た 後 だ っ た か ら だ ろ う 。5時前 後 に 問

かれた 音 が 「 ガ リ ガ リ （ ゴ リ ゴ リ ） 」 と 大 き な物 に蓉い て い る よ う な 音 だ っ た の は 、 穴 が

かな り 大 き く な っ て い た こ と に 関係す る の か も しれな い。

ネ ズ ミ の 穴 あ け が ぶ っ 通 し の仕事だ っ た の か 、 休み休み だ っ た の か定かで な い が 、 最

短で も23 日23時前後 か ら24 日5時前後 ま での合計7時間 を か け て 行われた の は 間違い な い。

5. なぜ穴 を 開 け た の か

で は 、 ネ ズ ミ は な ぜ障子 の腰板 に何時 間 も か け て 穴 を 開 け た の か。 一つ は 、 土 間 と 寝

室 を 行 き 来す る ネ ズ ミ の通 り 道 が 、23 日 夜 にふ さ がれたせいだ と 考 え ら れ る 。 普段 は 、 土

間 と 寝室 を 仕切 る4枚の障子の う ち 、 閉 め る と 内 側 に く る2枚の障子 を 開 け 閉 め し 、 外側の

2枚 は ほ と ん ど動か さ な い が 、23 日 夕 方 、 外側 の 障子 が壁 にぴた り と 寄せ ら れて お ら ず5cm

ほ ど の 隙 間 が 空い て い る の に 気 が付 き 、 位置 を 直 し た 。 そ れ ま で1か月 以上別 の 調 査員 が

小屋 に寝 泊 ま り し て いた が 、 彼等は押入れの カ ーテ ン のせい で障子 と 壁 と の隙間 に は気付

かず 、 外側 の2枚の障子 に は全 く 触れて い な い と い う 。 すな わ ち 、 ネ ズ ミ は 内側 の障子2枚

が 閉 ま っ て いて も 外側の障子 と 壁 と の隙間 を 通 っ て 土間 と 女性寝室の 間 を 往復 で き て い た

が 、23 日 夜 に はそ の通 り 道 がふ さ がれて し ま っ た こ と に な る 。

も う 一つ の理 由 は 、 独 り 立 ち し て い な い仔の存在で あ る 。 翌 日(25 日 ） の夜 、 筆者 ら が

寝室 に 置 い て あ る 整理箪笥 の 引 き 出 し を 開 け る と 、1頭の仔ネ ズ ミ が 中 か ら 飛び出 し て き

た。 す ぐ に 引 き 出 し の 中 を調べ る と 、 球状 に巻かれた ビニ ール紐の あ た り が仄暖かい。 そ

の球の 中 心か ら 、 細 か く 裂かれた ビニ ール紐やた く さ んの枯れ葉 に 混 じ っ て 、 さ ら に2頭

の仔ネ ズ ミ が 出 て き た 。 こ の 場所で人 知 れず子 育 て し て い た の だ。3頭 と も 頭胴長 は4cm

ほ ど で 、 飛ぴ出 し た1頭は 目 が 開 い て い る が 、 後 の2頭は ま だ 目 が 開 いて お ら ず動 き も 鈍 い。

ネ ズ ミ は 生後10~12 日 頃か ら 目 が 開 き 始め 、 完全に 開 眼す る の は生後12~14 日 頃 、 巣の

外 に 出 て 固 形物 を食べ始 め る の は生後19~20 日 頃 と さ れて い る （藤巻1970） 。 し た が っ

て 、 こ の時点 で10~12 日 齢 と 推定 さ れた こ の仔ネ ズ ミ た ち は 、23 日 の 時点 で は8~10 日 齢

で 、 母親 に よ る 世話が欠 かせ な い発 育段階だ っ た と 考 え ら れ る 。 そ し て 巣 と の位爵 関係

(24頁 図lの⑥ ） か ら 、 障子 の腰板 に 穴 を 開 け た の は仔ネ ズ ミ た ち の母親 に違い な い。23
日 、 障子 を締 め 切 ら れ る 前 に食物探 し に 出 かけ 、 巣へ戻 ろ う と し た が 、 障子 と 壁 と の隙間
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がふ さ がれて通れな く な っ て い たので 、 腰板に穴を 開 け た と 考 え ら れ る 。

寝室で子育て を継続 さ れて は 困 る の で 、 筆者 ら はな ん と か母親 も 捕ま えて 、3頭の仔ネ

ズ ミ と 一緒 に別 の安全な場所へ移動 さ せる こ と に し た。 幸い母親は 引 き 出 し が開 け ら れる

直前に ど こ か近 く に身を 隠 し て い た と 思われ 、 仔ネ ズ ミ た ち を 引 き 出 し の そ ばに腔 く と 、

す ぐ に筆者 ら の 前 に現れた。 そ し て 筆者 ら が捕 ま え よ う と す る 度 にすば し っ こ く 逃げな が

ら 、 何度 も 仔ネ ズ ミ を 取 り 戻そ う と 試み 、 う ま い こ と1頭の仔 を唖え て 脱走 し た。 こ れほ

どの状況で も 仔ネ ズ ミ を助 け よ う と 懸命 に な る の だか ら 、 巣への通 り 道 がふ さ がれれば何

と か し て 仔ネ ズ ミ の 元 に 戻 ろ う と し た の だ ろ う 。 い ざ と なれば、 一晩の 間 に頑丈 な 建 具に

穴 を 貫通 さ せ る く ら い の こ と はネ ズ ミ で も 可能だ と い う こ と だ。 それを 考 えれば、 ク ル ミ

の 固 い殻を 削 っ て 穴 を あ け る ぐ ら い はたやすい はずで あ る 。

なお 、25 日 夜に 筆者 ら は こ の ヒ メ ネ ズ ミ の母子 を 調査小屋の外の風の 当 た ら ない場所に

移動 さ せた。 そ し て 翌朝 に様子 を 見に行 く と 、 母親は見 当 た ら なかっ た。 仔ネ ズ ミ た ち は

弱 っ て い る も の の 生 き て い た が 、 調査 を 終 えて 戻っ た 夕 方には冷た く な っ て いた。 母親が

子育て を諦 め た の だろ う 。 捕獲や巣の移動 な ど母親 に強い ス ト レ ス を 与 え た こ と に よ る の

か も しれな い。

引 用文献

藤巻裕蔵(1970) 日 本の げっ 世類 （9) ア カ ネ ズ ミ 属 ヒ メ ネ ズ ミ

「 哺乳類科学」vo l. 10 (1) p. Hl
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ヒ メ ネズ ミ の食痕の特徴

宮城 の サ ル調 査会 伊沢紘 生

1. は じ め に

ヒ メ ネ ズ ミ(Apodemus argenteu5') は オニ グル ミ の 固 い殻 を 門 歯 （ 伸 び続 け る 切 歯 ） で

削 っ て 穴 を 開 け 、 中 の 果仁 を 食べ る （以 下 ク ル ミ 食 い と 呼ぶ） こ と が 明 ら か に な っ た。 で

は 、 殻の ど こ か ら ど の よ う に 削 っ て 穴 を 開 け 、 そ の跡は食痕 と し て ど う 残 さ れて い る の か。

fょ痕 に は こ れが かれ ら の特徴だ と い え る も の が あ る の だ ろ う か。

現在宜者の 手元 に あ る ヒ メ ネ ズ ミ の食痕 は 、 第 二部 ヒ メ ネ ズ ミ の オニ グル ミ 食 い そ の2
か ら そ の4 (25頁 ～35頁） で得 ら れた も のや 、 調 査小屋内 の改修の際 に 見つ け た も の 、 小

屋外壁の隙 間 か ら 見つ け た も の な ど し かな い。 お も に夜間 に行 動す る かれ ら を 、 野外で 直

接観察す る の は 困 難だか ら で あ る 。 そ れで も 得 ら れた資料 を 中 心 に 、 食痕 の 特 徴 につ いて

あ る 程度 の こ と ま で はい え る 。 本稿 で は そ の点 に つい て ま と め る 。

2. 他の げ っ 歯類の食痕

げ っ 歯類 （ リ ス やネ ズ ミ の 仲 間 ） は 大 き く て 鋭い 上下1 対の 門 歯で 、 オニ グル ミ （ 以 下

ク ル ミ と 略す ） の 固 く て 木質の殻 を カ リ カ リ と 音 を た て て 削 っ て 二つに割 っ た り 、 殻に 大

き な 穴 を 開 け て 中 の 果仁 を食べ る 。

そ の う ち ニ ホ ン リ ス(Sciurus lis) と エ ゾ リ ス （ キ タ リ ス の 一 亜 種 ． S. vulgaris

orien tis.) は果肉 （ 果皮 を含む ． 以下 同様） を 歯で そ ぎ落 と し た あ と 、 殻の 主 面 の 中 央 に

縦に 走 る 縫合線の先端部分か ら 削 り 、 隙間 を 開 け た あ と 歯 を 差 し込んで 、 梃の 要領 で半分

に割 る 。 そ れが う ま く い く と1回 で縫合線 に 沿 っ て き れい に真 半分 に割れ る 。 う ま く い か

な い と 殻の 下 方 に 向 かっ て さ ら に 削 っ て は 同様の 方法で割 ろ う と 試み る が 、 最悪の場合 は

ぐ る り と 一 周 し て し ま う こ と も あ る （ 宝 川 ，1996. 西 垣 ・ 川 道 ，1996. Sa i toh and
Nakatsu, 1997. 松 井 ほ か，2004. 田 村，201 1. 森井ほ か，2015) 。 筆者 が研 究者か ら 送 っ

て も ら っ た 両種の食痕 資 料を 点検 し て も 、 ど こ ま で削 っ て ど こ で梃の 要領 で割 っ た の か、

さ ま ざ ま な も の が ひ と 通 り あ っ た。

ク ル ミ の殻は発芽す る と き や長 い あ いだ風雨 に 晒 さ れ る と 、 縫合線か ら 縦に真 半分に割

れ、 両方 に稜の縦半分ずつが残 る 。 こ の 、 何者かの作為ではな い 自 然 に割れた 両 半分 と リ

ス が 削 り 割 っ た食痕 と は 、 前者は二つ の ど ち ら に も 稜 の縦半分が残 っ て い て 、 し か も 歯で

削 っ た痕跡が全 く ついて い な い こ と で区別 で き る 。

ア カ ネ ズ ミ(Apodemus speciosus.) の食痕 は リ ス と 同 様 よ く 知 ら れて い て 、 文献の 中 に
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食べ方の詳細 は 出 て こ な い が 、 塩谷(1996) や 田村(20ll) 、Tamura et al. , (2005) に あ

る 写真か ら も 一 目 瞭然で あ る 。 筆者は金華 山 以外の サル生息地で採集 し た食痕43個 と 、 別

の調査地等 か ら 送 っ て も ら っ た ク ル ミ （伊沢 ， 本誌8~19頁 を 参照 ） の 中 に あ っ た 食痕52

個 に つい て かれ ら の削 り 方 を 調べた。 結果は、 核果の 主面(6頁図3参照 縦に走 る 稜が 中

央 に く る 面） の 両側 、 やや下方寄 り の ほ ぽ同 じ位置 に 円 形状の 穴が 開 いて いて 、 主面でな

＜ 側 面 が 削 ら れる と か、 稜が端 に 寄 る と か斜め に な る と い っ た 、 ゆ が んだ形で穴が 開 け ら

れた食痕 は95個 中 わずか3個 だ っ た。

生息地域 を 問 わず 、 かれ ら が こ の よ う に 同 じ 食べ方 をす る の は 、 果仁の入 っ て い る 位置

か ら い っ て 一番取 り 出 しやすいか ら に違い な い。 し か し 、 ど の地域の ア カ ネ ズ ミ も ど う し

て それ を 知 っ て い る の か。 主面か側 面 かを ど こ で判断 し て い る の か。 それは視覚 を 用 いて

か。 ど こ に 門 歯 を 当 て て 主面 を 削 り 始め る の か、 片方の 主面 に 穴 を 開 け て 果仁 を食べ終わ

っ た あ と 、 そ の真反対の位 置 に 正確に 穴 を 開 け ら れ る の は ど う し て かな どの点 につ いて 、

筆者は食べて い る 現場の 直接観察 を ま だ一度 も し て いな い の で 、 疑問 と し て残 る 。 なお 穴

の 大 き さ は核果の 大 き さ にお お よ そ 比例 し 、 筆者が タ イ プ分 け し た （伊沢 ， 本誌8~19頁）

種類 ご と に ほ ぽ一定 し て い る 。

3. ク ル ミ のパ ッ チ での ヒ メ ネ ズ ミ と サルの食痕 の 区別

ヒ メ ネ ズ ミ が殻 を 削 っ て 果仁 を 食べた あ と の 食痕 は 、 野外では ど の よ う な形で残 っ て い

る の か。 筆者は ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ 食い の確証を得 る 以前 、 割 ら れた り 穴 の 開 いた殻の破

片 を ク ル ミ の パ ッ チ(I 種類 の植物 が 集 中 し て 生 え て い る 場所 ） でい く つ も 拾 っ て は見比

べて いた が 、 じつ に さ ま ざま な形 を し た破片 が あ っ て 、 それ ら すべて をサルが歯で噛み割

っ た変 異だ と 理解 し 、 破片 ご と にサルが どの よ う に噛み割 っ た結果な の か、 直接観察 を 参

考に い ろ い ろ推理 し て いた。 し か し今回の調 査で ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ 食いが 明 ら かに な っ

て み る と 、 そ れ ら の破片 の 中 に かれ ら の食痕 が含 ま れて いた か も しれない。

サルは し ば し ば ク ル ミ のパ ッ チ に あ る 大 き な石や岩の上に乗 っ て 、 手に握 っ て持 っ て き

た核果 を 、 口 に く わ え て き た場合は手に持 ち かえ て 、 そ の 手で 口 の 中 に押 し込んで割 る 。

し た が っ て 、 石や岩の 上面が 平 ら だ と 割 ら れた殻の破片 がそ の上 に残 る し 、 同 じ よ う な破

片が石や岩の周 り の地面 に も 散乱 し て い る 。 一方 ヒ メ ネ ズ ミ は主に夜間 、 フ ク ロ ウ 類やヘ

ビ類な ど捕食者に襲われない よ う に 、 石や岩や倒木の隙間 な ど に核果 を運んで行 っ て 、 周

囲 の安全 を確かめ な が ら 食べ る こ と も あ る だ ろ う か ら （野外での 直接観察 は一度 も な い ） 、

落 ち て い る 新 し い破片 が石や岩の 上な ら 間違い な く サル 、 石や岩や倒木の小 さ な隙間 の 奥

深 く な ら ヒ メ ネ ズ ミ の 可能性が あ る と い え よ う 。 し か し 、 食痕 ら し き 破片 のずっ と 多 く は

パ ッ チ内 の 林床 に ば ら ま かれた よ う に 点在す る し 、 破片 だけ か ら サル と ネ ズ ミ の ど ち ら の
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食痕 な の か区別す る の は 、 両者 の食痕 を 少 々 見恨れた ぐ ら いで は無理で 、 それほ ど容易 な

こ と で は な い。

と こ ろ で ク ル ミ の 木の ど の パ ッ チ で も 、 林床 はパ ッ チ を 取 り 囲 む周 囲 に 比べ 、 草本類や

シ ダ煩 、 かん 木 煩の 繁茂が ほ と ん ど 見 ら れな い。 すな わ ち 、 パ ッ チの林床 は ど こ も 透 け て

見通 し が よ く 、 地面 に 落 ち て い る 実や核果や殻やそ の破片 は簡 単 に 見つか る 。 そ れは果 肉

に 含 ま れ る ユ グ ロ ンやニ コ チ ン な どの 有毒成分の堆積 に よ る と 思われ る し 、 パ ッ チ は平坦

な 場所 に 多い か ら 、 有毒成分が 雨 な ど で流出 し に く いせい も あ る だ ろ う 。 と く にユ グ ロ ン

は代謝に 必要 な酵素 を 阻害す る 働 き をす る と い う(Khalafy and Bruce, 2002) 。 筆 者 はパ

ッ チ 内 で ク ル ミ の 実生 を 見て い な い し 、 逆 に ク ル ミ の幼木や若木が束生 し て い る 所 （伊沢 ，

本誌47~51 頁 ） で は周 囲 と 同様 に 草本類やシ ダ類が密 生 し て い る の も そ の 証拠 と い え る 。

ただ沢筋 に 好ん で繁茂す る バイ ケ イ ソ ウ は例外で 、 金華 山 ではパ ッ チ内へ どん ど ん進 出 し

て し ヽ る 。

4. ヒ メ ネ ズ ミ の食痕 の 特徴

ヒ メ ネ ズ ミ の 食痕 の 特徴 を 結論 か ら 先 に い え ば 、 リ ス や ア カ ネ ズ ミ の よ う に 典型 的 な

（パ タ ー ン化 し た） 殻の 削 り 方 が な く 、 逆説的だが 幾通 り も の 削 り 方 をす る の が特徴 と い

え る 。 以 下 は 第1 項で述べた ヒ メ ネ ズ ミ の仕業 に 間違い な い 、 殻に刻 印 さ れた食痕 資 料 を

中 心 に分析 し た も の で あ る 。

食痕 タ イ プL: 一 見 リ ス と 見間 違 え そ う な 食痕 で 、 縦に 走 る 稜 の付 け根 の溝 を 稜 に 沿

う 形で ぐ る り 一周 す る よ う に 削 っ て い く タ イ プ。 そ う す る と 、 ぐ る り に 稜 の つ い た縦

半分 の 殻が 残 る 。 そ れが 分 か っ た の ち 、 筆者は こ の タ イ プに 当 て は ま る 食痕 を ク ル ミ

の パ ッ チ で い く つ か見つ け た が 、 細 かい破片 が 多い 中 で それが 目 に 留 ま り やすか っ た

だ け か も し れ な い 。 し か も 金華 山 凡群 の 個 体識別 さ れ た サ ルの う ち 少 な く と も オ ト

ナ ・ メ ス3頭 は 同 じ く 溝か ら か じ っ て い っ て割 る と い う か ら （風張喜子氏 ， 私信 ） い さ

さ かやや こ し い。 た だ 、 金華 山 だか ら ヒ メ ネ ズ ミ かサル ど ち ら かの仕業 と 断定 で き る

が 、 内 陸部 の よ う に ニ ホ ン リ ス が 同 所的 に 生息 し て い る と 、 だれの食痕 か識別す る の

は も っ と むずか し く な る 。

食痕 タ イ プ1l ： ク ル ミ の 主面やや下 方寄 り を 、 稜 を ま た い で楕 円 形 に 近 い形 で徐 々 に

削 っ て い く 。 そ し て 開 い た 穴 か ら 届 く 果仁 を 食べ 、 ま た 削 っ て 食べ る こ と を繰 り 返す

の だ と 思われ る が 、 果仁 を 納得い く だ け 食べ て 放棄 し た殻に 刻 ま れた 穴 の 大 き さ は 、

お お よ そ 主面 の 面積の 半分 ほ ど で 、 ア カ ネ ズ ミ が 開 け た 片 方 の 穴 よ り 大 き い。 そ の結

果 、 食痕 と し て は 穴 が 一つ 開 い た 丸 の ま ま の殻が残 る 。 削 っ て 開 け た 穴 の 部分 に 相 当

す る 殻 （ 穴 の蓋） は細かい木屑 と な る はずで 、 あ と に は残 ら な い。
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食痕 タ イ プm ： タ イ プII と ほ ぼ 同 じ 大 き さ の 穴 だが 、 稜 を ま た が な い で側 面 を 削 っ て

い き な が ら 穴 を 開 け る 。 そ し て タ イ プII と 同 様 、 そ う し た 穴 が 一 つ 開 い た 丸 の ま ま の

殻が あ と に 残 る 。

食痕 タ イ プ1V ： 殻の 先 端部 を 含 ん で 両 側 の 稜 を ま た ぎ 、 横方 向 に ぐ る り と 削 っ て 穴 を

開 け る 。 そ う す る と 食痕 と し て 残 る 殻 に は 、 先端方 向 か ら 見 て 円 形 に 近い 大 き め の 穴

が 開 い て い る 。

食痕 タ イ プV… 上記IV と は反 対 に 殻の底部 を 含 ん で 両側の稜 を ま た ぎ 、 タ イ プII か タ

イ プm が 併用 さ れ た 削 り 方。 そ う す る と 殻の底 部 か ら 見 て 円 形 に 近 い 穴 が 開 い て い る 。

以上 ヒ メ ネ ズ ミ の 食痕 に つ い て 、 手持 ち の 資料か ら と り あ えず五つ の タ イ プに分 け る こ

と が で き た 。 し か し 、 削 り 始 め る 前に地面 に 置い た核果 を 両 手で ぐ る ぐ る 回転 さ せな が ら 、

引 っ かか り を 求 め て 門 歯 を 立て て い く か ら だ と 思われ る が 、 そ の場 当 た り 的 と い う か、 歯

が う ま く 引 っ かか っ た所か ら 削 り 始 め る と い う や り 方か ら し て 、 ま だい く つ か タ イ プ分 け

で き る か も し れな い。

こ こ ま では亜種オニ グル ミ に つ い て で 、 亜種 ヒ メ グル ミ に 関 し て 筆者 は ま だ 、 こ れは 間

違い な く ヒ メ ネ ズ ミ の仕業 だ と 断定で き る 食痕 を 見つ け て い な い。 島 内 の 多 く のパ ッ チ で

両亜種は混生 し て い る か ら 、 かれ ら は大 き く て 果仁の実入 り も い いオニ グル ミ を選択的に

食べて い る こ と も 考 え ら れ る が 、 も し ヒ メ グル ミ も 食べて い る と すれば、 殻がず っ と 薄 く

大 き さ も 小 さ い か ら 、 そ の 薄 さ （ 削 り やす さ ） や小 さ さ に 見合 っ た 、 上記5 タ イ プ と は異

な る 食べ方 を し て い る 可能性が あ る 。

5. サルの食痕 と 比較 し て

サルが 固 い殻を歯で割 っ て 果仁 を 食べた あ と に残 る 食痕 に つい て は 、 噛み割 り 方 を含 め

第 三部 で詳 し く 述 べ る こ と に し （伊沢 ， 本誌57~71 頁 ） 、 こ こ では ヒ メ ネ ズ ミ の食痕 と の

違い を 述べ る に と ど め る 。

ク ル ミ の 果 肉 が 腐敗 し 風 雨 に 晒 さ れて核果が む き 出 し に な り 、 殻が かな り 乾燥 し て いれ

ば、 サルの 口 の 中 で殻が割れた 、 な い し ひび割れが入 っ た瞬間 、 かな り 遠 く ま で届 く 乾い

た音 がす る 。 そ の音 は 奥歯 の 一つ の咬頭か犬歯の先端が殻の ど こ か一点 に う ま く は ま り 、

そ の 一点 を 中 心 に割れ 目 、 な い し ひび割れの線が木質の殻に 一気 に広が っ た瞬間 に 出 る 音

で あ る 。

殻に広が っ た割れ 目 やひび割れの線は 、 鋭い刃 物で切 り 裂いた かの よ う に 角 が立 っ て シ

ャ ー プな 形状 を 示 し 、 一 見す る と ヒ メ ネ ズ ミ が削 っ た と き に 出 来 る 線の シ ャ ー プ さ と 区別

が つ かな い ほ どで あ る 。 と い う こ と は 、 殻は確かに 固 い こ と は 固 いが 、 一方で一定方向 に
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fL裂が 生 じ やすい性質 を持 っ て い る と い え る 。

し た が っ て 、 前項で タ イ プ分 け し た ヒ メ ネ ズ ミ の 食痕 のすべて につい て 、 殻に 開 け ら れ

た 穴 の形状や削 ら れ た 面 の シ ャ ー プ さ や 角 度 な ど を 拠 り 所 に し て も 、 サル と 簡 単に は 区別

で き な い 。 一方サ ル の 食痕 だ け に 見 ら れ る の は 、 細 かい3個 か ら6個 の破片 に 噛み く だかれ

た も の で 、 こ の タ イ プの 食痕 は オニ グル ミ よ り ヒ メ グル ミ で顕著で あ る 。

ま た 果仁が そ の ま ま 入 っ て い る 健全な核果 と ノ シ メ マ ダ ラ メ イ ガの幼 虫 に よ る 虫 害核果

と の 区別 は 、 果仁が腐 っ て いれ ば 、 かれ ら は 見た だけ 、 な い し 手 に取 っ た り 臭 い を嗅いだ

だ け で わ か る よ う だが （ 岡 本，2018) 、 万 が 一 わか ら な く て も 、 サルは途 中 で作 業 を 放棄

す る だ ろ う か ら 、 開 け ら れた 穴 の 大 き さ か ら ど ち ら の仕業か見分 け る の は さ ら に むずか し

く な る はず だ。 し か も サ ルは昆 虫 の成 虫や幼 虫 を 好ん で食べ る し 、 ヒ メ ネ ズ ミ も 動物食嗜

好 が 強 く 内 部 に 巣食 う 虫 も 好む と い う か ら （塩谷，1996) 、 両者が核果 の 中 の果仁で は な

く 生 き て い る 幼 虫 を 求 め て殻 を割 っ た り 削 っ た と し た ら 、 それぞれ食痕 と し て どん な 形の

殻が残 る の だ ろ う 。

こ れは あ く ま で筆者の個 人的印 象だが 、 両者のそ れぞれが割 っ た こ と の は っ き り し て い

る 殻の 食痕 資 料 を つ ら つ ら 眺 め て い る と 、 ヒ メ ネ ズ ミ の食痕 か ら は 、 削 ら れた跡に残 る 線

の 曲 が り 方や紋様 な ど に繊細 さ が感 じ ら れ、 サル の それは 、 噛み割 っ た跡 に残 っ た線が か

な り 支離滅裂な感 じ で 、 杜撰 さ と か粗 っ ぽ さ が感 じ ら れ る と い う 違い が あ る 。 も し そ う だ

と す る と 、 そ れは両者の食べ方 の違い に依 っ て い る の は間違い な い だ ろ う 。

6. お わ り に

第 二部 の こ こ ま でで 見て き た よ う に 、 ク ル ミ が好 き な ヒ メ ネ ズ ミ な の に 、 なぜ今 日 ま で

ク ル ミ 食い が ヒ メ ネ ズ ミ を研究 し た人 々 の 目 に と ま ら ず 、 注 目 も さ れて こ な かっ た の だ ろ

う （例 え ばTamura et al. , 2005) 。 筆者が 記憶 し て い る だけ で も 金華 山 で野 生 ヒ メ ネ ズ ミ

を 調査 し た研究者 （調査 目 的 はそれぞれ異 な る ） は こ れま でに4名 い る 。

それ に はい く つか要 因 が あ る はずで 、 あく ま で 内 陸の どの地域で も かれ ら が ク ル ミ 食 い

を す る と い う 前提での話だが 、 動物 は大 き な種子 を 好んで持 ち 去 る 傾向 が あ る が 、 自 分 に

比べ相 対的 に種子が 大 き く な り 過 ぎ る と 、 運搬に コ ス ト が かか り 種皮 を 除 去す る ハ ン ド リ

ン グ の 手 間 も 増 え る か ら 、 極端に大 き な 種子 は 逆 に利 用 さ れな く な る(Gomez, 2004) と

い う 現象が研究者の認識の 中 に あ る か ら な の か。 あ る いは 同所的 に棲む体 の 大 き い ア カ ネ

ズ ミ は よ り 大 き な ク ル ミ の よ う な種子 を好み 、 体の小 さ い ヒ メ ネ ズ ミ は よ り 小 さ い種子 を

好む(Sa i toh and Nakatsu, 1997) と い う 思い込 みが あ る か ら な のだ ろ う か。

も う 一つ 、 筆者は本稿 で述べた かれ ら の ク ル ミ 食いの食痕の形状 に あ る の では な いか と

考 え て い る 。 す な わ ち 、2種の リ ス やア カ ネ ズ ミ は ク ル ミ の殻にパ タ ー ン 化 さ れた 特徴的
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な食痕 を残すが 、 ヒ メ ネ ズ ミ は上述の ご と く 、 リ ス やサルに よ く 似た食痕か ら 誰が食べた

か見 当 のつ き に く い食痕 ま で幾通 り も あ る こ と に よ る の ではな かろ う か。

金華 山 の ヒ メ ネ ズ ミ が ク ル ミ 食い をす る のはあ る 特殊な状況下に 置かれて い る か ら で 、

他地域では実際 に も 食べな い と い う 可能性 に つ い て は伊沢 （本誌52~56頁） で検討す る 。
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金華 山 に お け る オニグル ミ の幼木 ・ 若木の分布 と ヒ メ ネズ ミ の貯食行動

宮城のサル調査会 伊沢紘生

1. 束生す る ク ル ミ の幼木

筆者 ら は金 華 山 で2001 年 、 オニ グル ミ （以 下 ク ル ミ と 略す） の成熟木の分布 と 本数に 関

す る 調査 を 実施 し た （伊沢 ・ 鈴木 ，2002) 。 そ し て 、 そ の秋 に発 見 し た 東海岸 、 千畳敷近

く の幼木 の 束生 (18本） を 、 そ の後 も シカ の強い食圧 に抗 し て何本生 き 残れ る かに 注 目 し

て き た （ 図lのA地点 ） 。 ま た 笙者 は2014年秋 、10本以 上の幼 木 の束生 を 新た に2箇所見つ

け た （図l のB 、C地点 ） 。

束生地点 のA では2005年 と2009年 に幼木が さ ら に 計50本 ほ ど増 え 、2014年時点 では若木

の段階 ま で 育 っ た木が20本 あ り 、 し か も 同 じ 地点 で さ ら に 数100本 と い う 信 じ が た い本数

の芽生 え を確認 し た （ 写真l) 。2014年のA地点 におけ る 大 最の幼木 と 新た に 見つ け たB 、

C 地点 の幼木は 、 いずれ も 樹高が30~50セ ン チ メ ー ト ルで ご く 低い こ と 、 シカ に食べ ら れ

た跡が ま だ少 な い こ と （繰 り 返 し 食べ ら れ る と 盆栽状に な る ） 、 両地点 は筆者が サル調査

で よ く 利用 す る 島の東側 、 太平洋 に 面 し た海岸道路脇で 、 目 に 留 ま り やすい場所で あ り な

が ら それま で気付かな かっ た こ と な どか ら 、 いずれ も がそ の春 に芽生 え た も の と 推定 さ れ

た。 ま た調査員 は2014年 に若木30本以 上の 束生 （ 後述 ） に 交 じ っ て100本以 上 の幼木の 束

生 を 見つ け た し （ 図1 のD. 風張喜子氏 ， 私信） 、 筆者は2002年 に38本の若木の束生 （後述）

を 見つ け た と 同 じ地点 （ 図lのE) で、2014年にやは り200本ほ どの芽生 え を確認 し て い る 。

こ の ほか2017年の調査 で は調査員 が1本ずつ だが2箇所で幼木 を 発 見 し た （ 図1 のF とG.
風張喜子氏 ， 私信） 。

なお本稿 で は ク ル ミ の木 に ついて 、 成熟木 （伊沢 ， 本誌l~7頁参照） の ほ かに幼木 と 若

木 と い う 用 語 を使 う が 、 それは樹齢に よ る 区別 ではな く 、 お も に シカ と の 関係か ら で あ る 。

すな わ ち 、 幼木 と はオス ジカ の成獣が 後肢で立 ち 上が り 前肢 を横枝に 、 な い し胸か ら 腹 に

かけ て を 幹 に添え て 首 を ぎ り ぎ り ま で伸 ば し 、 な い し 体重 を かけ て幹 を 曲 げ、 先端部の頂

芽や主芽や若い枝を食べ る こ と の で き る 高 さ ま での木で、 要す る に シカ がそ の 気 に なれば

口 が先端部 ま でな ん と か届 く 高 さ ま での木 を い う 。 樹高は生え て い る 場所の地形な どに も

よ る が 、 お よ そ2.5メ ー ト ル ま でであ る 。 一方若木 と は 、 シ カ が どん な に頑張 っ て も 先端

部 を食べ ら れな い ま での高 さ に 生育 し た木で 、 し か も 実 を つけ る ま でに は 育 っ て い な い木

を い う 。 樹高 はお よ そ3メ ー ト ル以上で あ る 。
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図 1. ク ル ミ の幼 木 と 若木の発 見地点(A~H)

註） 細い実線は海岸道路 と 古 く か ら あ っ た 山 道

写真 1. A地点の幼木の 束生 （一部分）

（ 涌井麻友子氏撮影．2016年11月 ）

2. 幼木 が 束生す る わ け

上記7箇所 （図1 のA~G) の いずれ も 、 近 く に ク ル ミ の成熟木は な い。 ま た 、 それ ら の

場所一帯の細 かい起伏 の多 い地形か ら し て 、 急命斗 面 を転げ落 ち る と か、 沢の流れの 大 雨 に

よ る 増 水や氾濫で運ばれて 来 る と か、 強風で飛 ば さ れた り 大規模な崖崩れに巻 き 込 ま れて

運ばれ る と い っ たいかな る 自 然現象 を想定 し て も 、 ピ ンポイ ン ト でそれ ら の場所に ク ル ミ

の核果が 存在 し た こ と 、 と く にA、D、E地点 の よ う に大籠に 、 積み重な る よ う に かた ま

っ て 存在 し 、 それ ら が 一斉 に芽生 えた こ と を説明 で き な い。 残 さ れた可能性は唯一 、 人 か

動物が何 ら かの意図 でそ こ に運んだ と 仮定す る こ と だ。 そ し て前回2001年の調査で は 、 ヒ

メ ネ ズ ミ は ク ル ミ の貯食 を し な い と い う 前提が あ っ た の で 、 人の行為 と し て あれ こ れ考 え

ざ る を得な か っ た （伊沢 ・ 鈴木 ，2002) 。 と こ ろ が ヒ メ ネ ズ ミ が ク ル ミ を 好み 、 かつ貯食

行動 を習性 と し て持 っ て いれば、 そ の結果だ と し て よ く 理解で き る 。 ク ル ミ では な く ド ン

グ リ 等 につ い て だが 、 かれ ら はそ の場で食べ る 量の数10～数100倍 の種子 を 巣穴や林床 に

貯蔵す る と い う （塩谷，1996) 。

し か し 実際問題 と し て 、 ヒ メ ネ ズ ミ は例 え ばA地点の よ う に 、 近 く （ 直線距離で100メ
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ー ト ル以 内 ） に成熟木 が な い に も かかわ ら ず （ 図1 と 本誌4頁の 図2 と 比較す る と 分か り や

すい ） 、 数100個 と い う 大 量 の ク ル ミ を ど こ か ら ど う や っ て運んで き た の か。 一 つ考 え ら れ

る の は 、 ク ル ミ のパ ッ チ 内 に 落 果 が 沢 山 あ る 秋 の いつ か 、 大 雨 に よ る 増水 で沢 を 流れ 下 っ

た水 に浮 く 性質 を も つ実や核果が 、 束生地点近 く に 細 い枯枝や枯葉 、 枯草 な ど （ ごみ） に

交 じ っ て堆積 し 、 そ こ か ら かれ ら が運んだ と い う 可能性で あ る 。 と く に海岸道路が 沢 と 交

差す る 地点 で は 、 道路 の 下 に 沢 の 水 を 流す直径l メ ー ト ル ほ どの 同 筒 状の 鉄製排水 管が埋

め込 ま れ、 道 路 のす ぐ上流側 の 両側 は平 ら にす る 工事でそ こ だ け 流れが ゆ る やかに な り 、

沢幅が2~3倍 も 広 く 砂が留 ま っ て 、 他所 よ り ごみが堆積 しやすい状態 に な っ て い る 。 そ し

て 、 かれ ら はそ こ に 留 ま っ た ク ル ミ を 障害物 の な い道路伝 い に運べば良 いか ら だ。 図1の

B とC地点 もA地点 と 同 じ よ う に 運ばれた の か も しれな い。 と こ ろ がD、E地点 の束生は

す ぐ近 く に 沢 が な く 、 そ の よ う な こ と が起 こ り 得な い場所で あ る 。

3. ク ル ミ が あ る 年一 箇 所で一斉 に発 芽す る わ け

で は 、 なぜ2014年にA、D、Eの3地点で ヒ メ ネ ズ ミ が貯蔵 し た と 考 え ら れ る100個 を超

す大 量の核果が 芽生 え た のか。 ま たB 、C地点で も 新た に 芽生 え た の か。 それは前年秋の

プナ の 実の 大豊作 と 関 係 し て い る の で は な い か。

金華 山 で はプナ と ケ ヤ キ と シデ （ 正確 に は ア カ シデ と イ ヌ シデ と ア サ ダ を含むが こ こ で

は 単一種 と し て扱 う ） が 優 先樹種 であ り 、 こ れ ら3種の 実 （ 堅果） の稔 り 具 合 は秋 か ら 冬

に か け て の サルの食物事情 に 決 定的 な影響 を 及 ぽす。 上記3種 でサル の嗜好度が 高 い の は

ブナ ＞ ケ ヤ キ ＞ シデ の順 で あ る 。 そ し て 筆者 は1982年 に継続調査 を 開 始 し て以来 、3種の

稔 り の 豊 凶 を サルの 食生活 と い う 観点か ら （ すな わ ち サ ルの 側か ら ） 4区分 し 、 毎年記録

し て き た （伊沢，2009) 。

4区分 と は 、 実 が 稔 る 秋 に サル の 主要食物 （群れの 全員 が集 中 的 に 食べ る 食物） で なか

っ た り 、 秋 口 だ け 主 要 食物 の 一つ で あ っ た場合 は 凶 作 、 秋 を通 し て だけ 主 要食物 で あ り 続

け た と き は 並作 、 秋 だ け でな く 冬 じ ゅ う も 主要食物 だっ た場合は 豊作、 春 に な っ て サルが

他の食物 （例 え ばプナやサ ク ラ や メ ギな どの 花やケヤ キ な どの新葉 ） へ移行 し た あ と も 地

面 に は落果 （種子） が 沢 山 残 っ て いて 、 し か も い た る 所でそれ ら の実生が 見 ら れた と き は

大豊作 と い う 区分で あ る 。

こ れ ら4区分でい う と2013年秋 は8年振 り の ブナ の 大豊作だっ た か ら 、 ヒ メ ネ ズ ミ は例年

通 り ク ル ミ を 貯蔵 し た が 、 削 る の に 労力 や時間 の かか る ク ル ミ を 冬場 に食す る よ り 、 ず っ

と 楽で無尽蔵 と い え る ほ ど の プナ の実 を 食べ続け 、 結果 と し て 、 手つかずで残 さ れた貯蔵

グル ミ が 翌2014年春 に 一 斉 に芽生 え た と 考 え ら れ る わ け で あ る 。

2017年 に 実施 し た今 回 の 調査 で新た に 見つか っ た2箇所 （ 図lのF 、G地点 ） の幼木 は1

-49-



本 ず つ と い う 点 が 気 に は な る が(2箇 所 と も 平坦地 で マ ツ ク イ ム シ にや ら れて 折 り 重 な っ

た ク ロ マ ツ の 倒 木 な ど が な く シ カ の 採 食 が 可能 な 場所 ） 、 幼 木 の 生 育程度 か ら は 同 じ2014
年 春 に 発 芽 し た 可能性 が 高 い。 な お 前 回2001 年 の 調 査 で 見つ か っ たA地点 以外 の も う1 箇

所 、 神 社の 石垣 の 隙 間 か ら 生 え て い た 幼 木1本 は消滅 し た 。

4. ク ル ミ の 若 木 の 分布

次 に 若 木 に つ い て は 、 幼 木 に 関 す る こ こ ま で の 記述 と 少 々 重複す る が 、 筆者 は 山 頂 の 少

し 北側 か ら ほ ぼ真 っ す ぐ 北東 に 延 ぴ る 尾根 上の 、 そ こ だ け 開 け て な だ ら か に な っ た ヘ ン グ

レ で 、2002年秋 に3メ ー ト ル を 超 え て 育 っ た 若木38本の 束生 （ 図lのE) を 発 見 し た 。 ま た

2014年 に は サ ル 調 査員 が ホ テ ル廃屋か ら 神社へ通 ず る 道 （ ホ テ ル が 営 業 し て い た と き 神 社

参 拝 に 宿 泊 客 を 送迎す る マ イ ク ロ バ ス が 通れた 道路 ） の 路肩側 で30本以 上 の 束生 を 見つ け

た し （ 図lのD) 、 今 回 の 調 査 で は 、 別 の 調 査員 が 北東部 の 海岸 近 く の 旧 山 道 沿 い で2本 見

つ け （ 図1 のH) 、 十 分 に 育 っ た 若木 の パ ッ チ は計3箇 所 に な っ た。

こ の う ち 筆者 はH地点 を ま だ 見 に 行 っ て い な い が 、 残 り2箇所 の 若木 は 地点 ご と に 幹 の

太 さ が 照 く ほ ど 一 定 し て い て 、 かつ 、 現時点 で の 木 の 幹 の 太 さ を 比 べて も2箇 所 間 で あ ま

り 変 わ ら な い。 筆者 は ク ル ミ の 年 ご と の 生育速度 を 理解す る ま で に は至 っ て い な い が 、 仮

に2002年 に 見つ け たE地点 の 若木 が 発 見 当 時10年余 り 経過 し て い た と す る と 、 前項 の幼 木

に つ い て 見 た と 同 様 、2箇 所 の 若木 の 束 生 は1990年秋 の プナ の 大 豊作 （伊 沢 ，2009) と 関

係 し て い る 可能性が 考 え ら れ る 。

こ の よ う な幼 木や若木 の 束生 と ブナ の 大 豊 作 と の 関係 の ほ か に も う 一つ 、 シ カ の 大 量 死

も 考慮 し な けれ ば な ら な い か も しれ な い。 金華 山 で継続調 査 を 開 始 し た1982年以降 に 筆 者

が 観察 し た シ カ の 大 贔 死 （ ほ と ん ど は2月 か ら4月 に か け て 死亡 ） は1984年 と1997年 、2015
年の3回 で あ る （伊沢 ，2015) 。

ま たA 、D 、E地点 の よ う に 若木や幼 木 の パ ッ チ の 中 に 新 た に幼木 の 束生が 見 ら れ た こ

と は 、 ヒ メ ネ ズ ミ が 同 じ 場所 を 繰 り 返 し 貯蔵場所 と し て使用 す る 証拠の 一 つ と い え る 。 つ

け加 え る に 、 ク ル ミ 成熟 木 の パ ッ チ 内 で は実生が 見 ら れ な い こ と や 、 ヒ メ ネ ズ ミ は貯蔵場

所へ運ん で い く 前 に核果 の 表面 に付着す る ユ グ ロ ン な ど有 毒成分 を含む果 肉 を き れ い に そ

ぎ 落 と す こ と か ら は 、 そ う さ れ た核果 は 自 然 に 落 ち た状態 の も の よ り 発 芽 し やす く な る と

考 え ら れ 、 も し そ う だ と す る と 、 先 に 述べた 沢 の 増 水や氾濫 と も 関係 し な が ら 、 かれ ら は

種子散布者 と し て 島 で の ク ル ミ の 世代交代 に 大 い に 貢 献 し て い る と い え よ う 。

5. ま と め

本稿 で 述 べ た 幼 木や若木 の 生 育状 況 か ら は 、 成熟木 は 島 で確 実 に 消 滅 に 向 か っ て い る
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が （伊沢 ， 本誌l~7頁） 、 すで に樹 高 が4~5メ ー ト ルに 生育 し た若木のパ ッ チが3箇所(D 、

E 、H地点 ） あ り 、 シ カ の強 い食圧 に 耐 え て若木のパ ッ チ形成 に着 実 に 向 かいつつ あ る 幼

木 の 束生 も3箇所(A、B 、C地点 ） あ る 。 そ し て 今 後 、 優 先 樹種 で あ る プナ の 大 豊作や

シ カ の 大 最死が い つ訪れ る かは 不 明 だが 、 ヒ メ ネ ズ ミ の貯食行動 に よ っ て幼木の 束生す る

地点 が増 え て い け ば 、 島 内 の ク ル ミ は辛 う じ て 世代交代 が行われて い く と 結論づけ ら れ る 。
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金華 山 の動植物相 と ヒ メ ネズ ミ

宮城のサル調査会 伊沢紘生

1. は じ め に

今 日 ま で 全 く 記録の な か っ た ヒ メ ネ ズ ミ(Apodemus argenteus) の ク ル ミ 食 い （核果の

表 面 の 固 い木竹の殻 を 削 り 割 っ て 中 の果仁 を食べ る こ と ） を 、 筆者 ら は金華 山 で初 め て 観

察 し た。 し か し 第二部の こ こ ま で の各報告で 、 島 内 に棲むすべて の ヒ メ ネ ズ ミ が ク ル ミ 食

い を す る （ で き る ） わ け では な い こ と を含 め 、 かれ ら と 金華 山 の動植物相 と の 関係や 、 全

国 の 森林地帯 に広 く 分布す る ヒ メ ネ ズ ミ の う ち金華 山 に生息す る かれ ら だけ が例外的 に ク

ル ミ 食 い を し て い る 可能性等 につ いて は言及 し て こ な かっ た。

本稿 は こ れ ら の点 につ いて検討す る の が 目 的 であ る 。

2. ヒ メ ネ ズ ミ と ク ル ミ 食 い

ヒ メ ネ ズ ミ は 分類 学 上 同 じ 属 で 同 所的 に 生 息す る こ と が 多 い ア カ ネ ズ ミ(Apodemus

speciosus) と 比較す る と 、 体重 は3分 の1 ほ ど と 小 さ く 、 基本 的 に はペ ア 型 の社会 で暮 ら

し な わ ば り 性が 強い。 ま た地上性の ア カ ネ ズ ミ と 比べ 、 極度 に 樹上活動 に適応 し た形態 を

し て い る （塩谷，1996) 。 行動画 は 、 一夫多妻型の ア カ ネ ズ ミ の メ ス が最大 で350平方 メ ー

ト ル ほ ど だか ら （ 坂本 ，2016を も と に 計算 ） 、 おそ ら く150~200平方 メ ー ト ルで は な い か

と 推定 さ れ る 。

と こ ろ で 、 ヒ メ ネ ズ ミ が現在金華 山 に 一様 に分布 し て い る か ど う かは不 明 だが 、 仮に そ

う だ と す る と 、 面積が約10平方 キ ロ メ ー ト ル と い う 小 さ な 島 に も 関 わ ら ず 、 ク ル ミ 食 い が

で き る 個 体は ク ル ミ 成熟木の 片 寄 っ た分布 （本誌4頁 の図2参照 ） か ら し て 、 当 然限 ら れ る 。

す な わ ち 、 同 じ 島 内 に棲 んでいて も 、 成熟木が生育 し て い る 地域お よ びそ こ を 流れ る 沢 の

下流 沿 い （核果は浮かぶか ら 流れで運ばれ る ） の わずかな 地域以外 に棲むかれ ら は 、 オニ

グル ミ （以下 ク ル ミ と 略す） の核果が いかに栄養豊かで 、 ド ン グ リ の よ う に タ ンニ ン な ど

の有毒成分 を含 ま ず 、 核果 を 貯蔵 し て も 腐 る 心配 の な い極上 の食べ も の で あ る こ と を 知 ら

な い こ と に な る 。

一方で 、 ク ル ミ の木の分布様式か ら ではな く ヒ メ ネ ズ ミ 側 か ら 推察す る と 、 ク ル ミ の核

果 を非常 に 好む と 仮定 し て 、 かれ ら は 島 内 に 一様 に分布せず 、 ク ル ミ のパ ッ チ(1種顛 の

植物 が集 中 し て生 え て い る 場所） が あ る 地域 と な い地域 と で 、 生 息密度 が 有意 に 異 な る と

い う 可能性が考 え ら れ る 。
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3. ヒ メ ネ ズ ミ と ド ン グ リ 食 い

ヒ メ ネ ズ ミ は ど の 文献 に 当 た っ て も ド ン グ リ を好む と い う （塩谷，1996ほか多数 ） 。 ド

ン グ リ は プナ科 コ ナ ラ 属 （ (luercus) の 堅果 の総称で 、 島 に 分布す る の は ミ ズナ ラ 、 コ ナ

ラ 、 ク ヌ ギ 、 ア カ ガ シ 、 シ ラ カ シの5種で あ る 。

筆者 ら は 、 一昨年(2016年 ） か ら 目 に付 き 始め た ナ ラ 枯れ病 が現在 も 進行中 な の で 、 被

害状況 を把握す る 調 査 を 目 下 実施 中 だが 、 こ れ ま での成果 を と り あ えず図lに 示す （ コ ナ

ラ に つ い て は本数 を ま だ完全 に は数 え 切れて いな い ） 。 こ の 図 か ら 分か る よ う に 、 コ ナ ラ

属5種を ひ と ま と め に し て も 、 それ ら の 分布は ク ル ミ と 同様局所的 で あ る 。

Z

\
\
\
1

9 平 ＇～

こ ： ミ ズナ ラ

O ： コ ナ ラ

（ 両種の孤立木は除いた）

図l ． 金華 山 にお け る コ ナ ラ 属5種の分布

図l を 詳 し く 説明す る と 、 シ ラ カ シ は神社境内 に1本の み。 ア カ ガ シはホ テ ル廃屋のす ぐ

西側 に ま と ま っ て5本 あ る だけ。 ク ヌ ギはア カ ガ シ よ り 少 し斜面上方 にやは り ま と ま っ て5

本のみであ る 。 そ の う ち シ ラ カ シ と ア カ ガ シ は植栽 さ れた 可能性が 高 い。

ミ ズナ ラ と コ ナ ラ は 上記3種 よ り 本 数が 多 い。 ミ ズナ ラ は 黄金 山 神 社か ら 山 頂 の 奥殿

（大海祇神社） に 向 か う 参拝道 が 島 の 南北に 走 る 主稜 と 交差す る 地点 （八合 目 ） の北側一
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幣 に66本 （ う ち ナ ラ 枯れ病 で枯れつつ あ る 木6本 ） 。 コ ナ ラ は 島 の 中 央部 か ら 南 部 に8箇所 、

床 中 し て 生育 し て い る 地域 が あ り 、 本 数 も130本 以 上 （ う ち ナ ラ 枯れ病3本 ） と5種 の 中 で

ぱ蚊 も 多 い。

以 上 の 結 果 か ら は 、 ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ 食 い と 対比 さ せて ド ン グ リ 食 い を 考 察す る 際 に

は 、 前3種 （ シ ラ カ シ 、 ア カ ガ シ 、 ク ヌ ギ） は 生 育 し て い る 場所が1 箇所で あ り 本 数 も 少 な

過 ぎ る の で 無 視 し て い い だ ろ う 。 ま た ミ ズナ ラ が 生 育 し て い る 地域 に ク ル ミ は1 本 も な い

か ら 、 こ の 地域 に ヒ メ ネ ズ ミ が 棲ん で いれば 、 も っ ぱ ら ミ ズナ ラ の ド ン グ リ 食 い を し て い

る に 違 い な い。

コ ナ ラ に 関 し て は 、 ク ル ミ と 分布 の 重 な る 地域 が い く ら か あ る 。 こ の 重 複 地域で 、 ヒ メ

ネ ズ ミ は コ ナ ラ か ク ル ミ か ど ち ら か を 選択的 に貯食 し て い る の か。 両方 を 貯食 し て い る の

か。 両 方 だ と す る と そ の割 合 は ど う な の か。

金華 山 に は ク ル ミ の核果 よ り ド ン グ リ を 求 め る 動物 の 方 が ず っ と 多 い。 サルや シ カ に と

っ て は秋か ら 初 冬 に か け て の 主 要食物 の 一つ に な っ て い る し 、 カ ケ ス やヤ マ ド リ 、 ア オバ

ト 、 キ ジ バ ト な ど 比較的 大型 の 鳥 類 も い る 。 島 の ヒ メ ネ ズ ミ が ド ン グ リ を 好む と 仮定 し て 、

競 合す る かれ ら と ど の よ う な 関係 を構築 し て い る の だ ろ う 。 し か も ク ル ミ と 違 っ て 、 ヒ メ

ネ ズ ミ が ド ン グ リ を 貯蔵 し て も 、 過密 に 生息す る シ カ の影響で 、 と く に 冬 場 は林床 が 内 陸

の 森林 に 比べ圧倒 的 に 見通 し が いい か ら 、 かれ ら はそ れ を 簡 単 に発 見 し 食べて し ま う 可能

性 が 高 い。 そ の 結果 と も 思 え る が 、 ク ル ミ の幼 木や若木 の 束生 （群 生） は い く つ か 見つ か

っ て い る の に （伊 沢 ， 本誌47~51 頁 ） 、 コ ナ ラ 属 の樹 木 の 束生 は 筆者 を 含 め 調 査 員 の 誰 も

ま だ発 見 し て い な い。 し か し ド ン グ リ を め ぐ っ て 島 内 で の 競合 が 激 し い と はい え 、 哺乳類

だ け を 見 て も （伊沢 ， 本誌72~76頁 ） 内 陸 と 比べれ ば しれて い る 。

4. ア カ ネ ズ ミ と の 食物 を め ぐ る すみわ け に つ い て

ヒ メ ネ ズ ミ に と っ て 同 所的 に 生 息す る 哺乳類の う ち 、 食物 、 と く に植物 の 種子 を め ぐ っ

て 最 も 競合す る の は ア カ ネ ズ ミ の はず だ。 そ の う ち ク ル ミ の核果 に つ い て は 、 伊沢 （本誌

40~46頁 ） が食痕 に つ い て 述べて い る よ う に 、 ア カ ネ ズ ミ は リ ス と 並 ん で ク ル ミ 食 い の ス

ペ シ ャ リ ス ト と 呼ん で も 過 言では な い存在 だか ら 、 仮 に ア カ ネ ズ ミ が 古来 島 内 に 生 息 し て

いた と すれば 、 ヒ メ ネ ズ ミ は かれ ら と な ん ら かの 形 で食 い わ け （食物 を 違 え る こ と で のす

みわ け ） を し な ければな ら な い 立場 に 追 い 込 ま れて い た の で は な い だ ろ う か。 ヒ メ ネ ズ ミ

は大 き な種子 ク ル ミ の核果 を 求 め な い と い う すみ わ け で あ る 。

同 じ こ と が ド ン グ リ 食 い に つ い て も い え そ う だ。 分類学的 に は 同 属 だが 比較的遠縁 で 、

分化 し た の が50~60万年昔 と いわれ る 両者 は 、 体 の 大 き さ や地上性 と 樹上性 と い う 違 いの

ほか 、 重 要 な食物 で あ る 植物 の 種子 の 大 き さ 、 と く に ド ン グ リ の 大 き さ を 違 え る こ と で 同
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所性 を 可能 に し て い る の で は な いか と い う 点 が謡論 さ れ て い る よ う だが （佐藤，2016) 、

同様 に 島 内 に ア カ ネ ズ ミ が 生息 し て い た と 仮定 し た ら 、 かれ ら は ミ ズナ ラ やア カ ガ シ を 求

め 、 ヒ メ ネ ズ ミ は コ ナ ラ を 求 め る と い っ た食いわ け を し て い た か も しれな い。

5. ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ 食い の 記録が な い わ け

こ こ ま で仮 定の話 を続 け た が 、 実際問題 と し て も 、 両者が 同所的 に棲む内陸の ほ と ん ど

の地域で 、 ク ル ミ の核果 を ア カ ネ ズ ミ は食ベ ヒ メ ネ ズ ミ は食べな い と い う 食 い わ け が成立

し て い て 、 それが理 由 で ヒ メ ネ ズ ミ の ク ル ミ 食 いの 記録や報告が 内陸の ど こ か ら も な い と

い う 可能性が浮上す る 。 も し それが 事実な ら 、 ア カ ネ ズ ミ が棲んでい な い金華 山 では 、 ヒ

メ ネ ズ ミ は ク ル ミ の核果や ミ ズナ ラ 、 ア カ ガ シ の ド ン グ リ と い っ た大 き な種子で も 自 由 に

選んで食べ る こ と が で き る こ と に な る か ら 、 そ の点 で 、 ご く 小 さ い島 で あ り な が ら 金華山

は ヒ メ ネ ズ ミ に と っ て 特別 な 生息地 と い う こ と に な る だ ろ う 。

こ の よ う な視点 、 す な わ ち 、 ア カ ネ ズ ミ が 金華 山 の よ う に 同所的 に生息 し て い な い地域

での ヒ メ ネ ズ ミ の 食性 と 、 同 所的 に棲む地域での かれ ら の食性 と を比較調査す る と 、 動物

生態学 に お け る 同所性や食 いわ け に よ る すみ わ け 、 動物種それぞれが持つ行動の柔軟性 と

い っ た 、 種の進化 に 関 わ る 大変 輿味深 い研究が 可能 に な る の ではな いか と 筆者に は思え る 。

6. おわ り に

げっ 歯類 専門 の研究者でな い筆者 に と っ て 、 冒 頭の 第一項 に 書いた “検 討 ’ ' は こ こ ま で

が精一杯であ り 、 問題提起 に終始 し て し ま っ た き ら いが あ る 。 ま た それ も 、 げっ 歯類研究

者か ら すれば的外れ と の 謗 り を 免れ得な い も の か も しれな いが 、 フ ィ ール ドか ら の発想 と

し て容赦い た だ ければ幸い であ る 。
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弟二部

ニ ホ ンザル

(Macaca fusca ta)



写真説明

秩父市の浦 山 ダム湖畔に棲むサルは一年 じ ゅ う

オニ グル ミ の核果 を歯で噛み割 っ て食べてい る ．

写真は ワ カ モ ノ ・ メ ス で 、 足 に も う 一つ持 っ てい る ．

（故井 口 基氏提供．2016.6.4撮影）



金華山のサルのオニグル ミ 採食方法

宮城 の サル調 査 会 伊沢紘生

1. は じ め に

ニ ホ ンザルはオニ グル ミ （以 下 ク ル ミ と 略す） の固 い殻を 歯で割 る 以外に 、 中 身の栄蓑

分豊かな 果仁を 食べ る 方法が な い。 ハ シ ボ ソ ガ ラ ス の よ う に 自 動 車に ク ル ミ を粽かせて割

る よ う な術 を持 っ て い な い し 、 サ ルの仲 間 チ ンパ ン ジーや フ サ オマ キザル 、 カ ニ ク イ ザル

で知 ら れて い る(Boesch and Boesch, 1982. Fragaszy e t al. , 2004. Mala iv i j i tnond et

al. , 2007) ク ル ミ で は な い が 同 様の 固 い外側 を 石 を使 っ て た た き 割 り 、 中 身 を 取 り 出す

能力 も 身に つ け て い な い。

し か し 実際 に は 、 伊沢 （ 本誌8~19頁 ） が10通 り に タ イ プ分 け し た殻の形状 に応 じ た 固

さ の違い を認識 し 、 ま た 同 じ 種類で も殻の湿 り 具合 に 合わせて 、 い ろ い ろ 工夫 し て 食べて

い る 。 すな わ ち 、 ニ ホ ンザルの ク ル ミ 食い （殻を割 っ て 中 の果仁を 食べる こ と ） は一様で

iま な い と い う こ と だ。

本稿で は金華 山 に生息す る 野生ニ ホ ンザルの 多様な採食の仕方 を 、 観察例数が ま だ十分

では な いの で事例研究的 に ま と め る 。 な お筆者が直接観察 し た も の以外は 、 具体事例 ご と

に未発表の デー タ を提供 し て く れた研究者名 を カ ッ コ に入れて 示 し た。

2. 落 ち て い る 核果の殻の形状 ご と の割 り 方

ク ル ミ のパ ッ チ(1種類の植物が集 中 し て 生 え て い る 場所） の 林床は下生 えが ほ と ん ど

な いか ら 、 サルが地面に落 ち て い る 核果 を 見つ け る のは簡 単であ る 。 そ の核果の う ち 、 こ

の項では表面 （殻の部分） が あ る 程度 乾いた状態の も の に つ いて述べる 。 噛み割 っ て食べ

る 際 、 も し 表 面 に 黒変 し た果肉 がへば り 付いていれば、 核果 を 口 に入れ る 前に歯でそ ぎ落

した り 、 石や岩の上 な い し 地面 に擦 り つ け て除去す る 行動 も よ く す る 。 そ う し て も 十分に

除去 し切れな い のか、 邪廃臭 い のでい い加減で済 ま すのか、 秋 口 に ク ル ミ 食い を し た あ と

のサ ルの 多 く が 舌や歯や 口 の周 り を 黒 く し て い る 。

l) ト ンガ リ ゴツ オニ グル ミ と デカ ゴツ オニ グル ミ

殻の形状 に よ る10通 り の細区分 （伊沢 ， 本誌8~19頁） の う ち 、 こ れ ら2種類の核果は多

く のサルが拾 っ た り 口 に入れ る の を敬遠する 。 咬合力 の強いオ ト ナ ・ オス で さ え 、 そ う や

すやす と は割れな いか ら だ。 し か し割れ る と 、 そ の瞬間 カ キ ッ と か コ リ ッ と かパキ ッ と い

う （ 音 の カ タ カ ナ表 記 は難 し い ） 乾い た大 き な 音が 聞 かれ る 。 伊沢(2017) に あ る オ ト

ナ ・ オ ス が横倒 し に な っ た空の ド ラ ム 缶 に たた き つ け た り 強 く 擦 り つ け 、 大 き な音を たて
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て ‘遊ん で＂ い た核果はデカ ゴ ツ オニ グル ミ （ デカ ゴツ と 略す。 以 下同様 ） で あ る 。 核果

は よ く 乾い て い た し 、 あ と で拾 っ て 調べた ら 表 面 に 歯 で噛 んだ 白 っ ぽい小 さ な点状の痕跡

が な か っ た か ら 、 初 め か ら 割 る 気が な かっ た の か割れ な い と 分かっ て いて の行動だ っ た の

だ ろ う 。 果仁 は正常 な状態で入 っ て いた。

山 椒峠 （ 地名 及 び ク ル ミ の パ ッ チの位慨 は4頁の 図2参照。 以 下同様 ） のす ぐ東側 に 、 隣

接 し て11 本 と7本 の ク ル ミ の パ ッ チ が あ る 。 急斜 面 下部 の7本 のパ ッ チ は2本が ト ン ガ リ ゴ

ツ オニ グル ミ （ ト ン ガ リ ） 、5本がデ カ ゴツ で 、 近 く ま で来 た群れ(D群） か ら 一部の サル

が 分派行動 を し て こ こ ま でやっ て 来て も 、 ナ ミ ツ ル オニ グル ミ （ナ ミ ツ ル） が 多い上部の

11本の パ ッ チ で は採食す る の に 、7~8メ ー ト ル し か離れて い な い 下部のパ ッ チ に は誰ひ と

り 行 こ う と し な い。 筆者はかつて そ れ を 不思議 に思 っ て いた が 、10通 り の細 区分の う ち 殻

が最 も 固 い こ れ ら2種類 し かな い こ と が分かっ て納得 し た。

昨年度(2017年度） と 一昨年度 の サル個 体数秋期一斉調査 （ 毎年11月 下旬 に 実施 ） の 際 、

笙者 は 下部 のパ ッ チ を調べた が 、 サルの食痕 （割 ら れた殻の破片 ） は全 く な く 、 果 肉 （ 果

皮 を 含 む ． 以 下 同 様 ） が付 い た状態 の 落果が 散在 し て いた。 同様 の 冬期 一斉調査 （ 毎年3
月 下旬 に 実施 ） の際 に も そ のパ ッ チ を 調べた が 、 果 肉 が晒 さ れ表面の殻が き れい に露 出 し

た核果が 散在 し て い る だ け で 、 食痕 は 見 あ た ら な かっ た。

ただ、 昨年度の 冬期 一斉調査最終 日 に そ のパ ッ チ近 く を 筆者が 通 っ た と き 、 ハナ レ ザル

（推 定17~18歳 のやや老齢のオス ） が座 り 込 ん で核果 を 噛み割 っ て い て 、2回 ガ キ ッ と い

う 小 さ め の音 を 聞 く 。 オ ス はそ の あ と す ぐ立 ち 去 っ た の で 、 オス の いた場所 ま で見 に行 く

と 、 粉 々 に さ れた1個 分 のデ カ ゴ ツ の殻が あ り 、 す ぐ脇 に は6個 の核果 （ ト ンガ リ1個 、 デ

カ ゴ ツ5個 ） が ひ と かた ま り に さ れて い て 、 そ の う ち3個 のデカ ゴ ツ に は歯で噛ん だ跡 （小

さ い 白 っ ぽい点 ） が付い て い た。 おそ ら く オス はそ の と き 、 やっ と の こ と1個 が割れた の

で果仁 を 残 さ ず食べ よ う と 、 奥の 方 に果仁が ま だ残 っ て い る 殻の破片 を さ ら に噛み割 る こ

と を繰 り 返 し て いたの だ と 思われる 。 筆者の 聞 いた 音が小 さ かっ た の は 、 破片 を さ ら に細

か く 噛み く だ く と き の音だっ た か ら に相違 な い。

こ れ ら2種類 に比べ大 き さ ではそ れ ほ ど遜色の な いデカ ツ ルオニ グル ミ （デカ ツ ル ） は 、

殻がやや薄いか ら と 思われ る が 、 箸者は群れや群れ外の オ ト ナ ・ オ ス が し かめ っ 面 を し な

が ら も 力 ま かせに噛み割 っ て食べ る の を何回 も 見て い る 。 割れた瞬間 の 音は大 き い。 オ ト

ナ ・ メ ス ではD群で1頭1回 し か見て い な い。

2) ナ ミ ゴ ツ オニ グル ミ と ナ ミ ツルオニ グル ミ

こ の2種類は金華 山 で最 も 多 く 、 筆者が 石で実際 に割 っ て みた感 じ か ら は 、 ナ ミ ゴ ツ オ

ニ グル ミ （ナ ミ ゴ ツ ） の方が ナ ミ ツルオニ グル ミ （ナ ミ ツ ル） よ り 少 し 固 い が 、 それで も

オ ト ナ ・ オ ス な ら すべて の個体が 、 ワ カ モ ノ ・ オス で も かな り の個体が噛み割 っ て食べ る 。
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一方オ ト ナ ・ メ ス では個 体 ご と に 異な り 、 上手に割 る サル と そ う でな いサルが い て 、 上手

な メ ス は ク ル ミ を求 め る こ と に も 熱心だ。 こ れ ら オスやメ ス の ど の サルが割 っ て も 、 普通

は割れた瞬間 かな り 大 き な音が 問 かれる 。

ま た オ ト ナ ・ メ ス で 、 稜の付 け根 に あ る 溝の部分を 奥歯でか じ っ て パカ ッ と 縦半分 に割

り 、 片方 を 手に持 ち 、 も う 片方を少 しずつ噛み割 り な が ら 果仁 を 食べ る のが観察 さ れてい

る （ 風張喜子氏 ， 私信） 。 風張氏 に よ れば、 個体識別 さ れたB1群のオ ト ナ ・ メ ス で少な く

と も3頭は よ く こ の方法 で食べ る と い う 。 ク ル ミ の種類は不明 と い う が 、 筆者はB1群が頻

繁 に利用 す る 調 査小屋脇のパ ッ チ で1 個 、 ク ル ミ 林 （ 地名 ） のパ ッ チで2個 、 且群の メ ス

が そ う し て割 っ た と 思われ る 稜 の 一 部 が 残 っ た縦半分 の殻 を 拾 っ て い て 、3個 はいずれ も

ナ ミ ツ ルだ っ た。

お そ ら く ナ ミ ツ ルやナ ミ ゴ ツ を割 っ て 食べ る サルはすべて 、 オ ト ナや ワ カ モ ノ のオス も

メ ス も 個 体 ご と に 、 そ ん な に精密 で あ る はず は な いが 自 分流儀の割 り 方を持っ て い る と 推

測 さ れ る 。 ど う やっ た と き に う ま く 割れた か と い う 試行錯誤の経験 が 蓄積 さ れた 自 己学習

の結果な の だ ろ う 。 口 に入れた核果 を 指で ぐ る ぐ る 回 し な が ら 割 っ て い る 最 中 の メ ス のす

ぐ脇 に1~2歳 のかの女の コ ドモ が よ く い る が 、 コ ドモ は母親の 口 の 中 は見 え な い し 、 いず

れの観察 で も コ ドモ の関心は割れた垢間 に母親の 口 か ら こ ぼれ落 ち る こ と の 多い果仁の付

いた小破片 に 向 け ら れて い る の で 、 母親流儀の 上手な割 り 方を見 よ う 見 ま ねで学習す る こ

と はな い に違い な い。

オ ト ナ ・ メ ス の 中 に は も ち ろ ん ク ル ミ に全然関心 を示 さ な い個体 も い る 。 過去に何度チ

ャ レ ン ジ し て も 割れな かっ た苦い経験 を持つ メ ス な のか。 それ と も 歯に欠損や縦の亀裂や

摩耗が 多 く （若森 ・ 伊藤，2017) 、 割 り た く て も 割れな い メ ス な のだろ う か。B群で ク ル

ミ の割 り 方 を2年間 調査 し た 田村(2017) は、5歳以 上の メ ス の う ち6頭 は調査期間 中 一度

も 完全採食 （ 自 分で割 っ て 果仁のすべて を採食す る こ と ） せず 、 理由 は採食技術を 獲得 し

て い な いか ら と 結論づ け て い る 。 し か し 本項の 次節(3節） や次項以下 （ 第3~5項） で述

べ る こ と を 参照すれば、 技術あ り き の話ではな い こ と が理解 さ れ よ う 。

田 村(2017) は ま た 、 割 り 方 を そ の技術か ら4通 り に 分類 し 、 割 ら れた核果の ス ケ ッ チ

（ イ メ ー ジ図 ） と 写真 を提示 し て い る 。 残念な が ら 核果の大 き さ に 関す る 記述がないか ら

どの種類か分か り 難いが 、 それで も ス ケ ッ チ と 写真を重ね合わせて 見 る 限 り ナ ミ ツル と ナ

ミ ゴ ツ と 判 断 さ れ る 。 も し そ う だ と す る と 、 こ れ ら2種類の ク ル ミ について のB1群で見 ら

れた典型例 にす ぎな い と い う こ と に な る の では な いか。 加 え て気 に な る 点 が二つ あ る 。 一

つは 、 サルが 「殻を 削 る 」 と い う 表現が 多用 さ れて い る こ と だ。 リ スやネ ズ ミ の門歯な ら

と も か く 、 サルが 奥歯か犬歯を 用 い て ど う や っ て殻を 削 っ て い く のか。 も う 一つ は 、 「殻

を 削 っ て 」 い く だけ で 、 あ る1点 に強 い力 が加わ っ た瞬間 大 き な 音が し 、 木質の殻に 一気
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に 亀裂の 走 る こ と が 多い こ と に 無配應の点だ。

3) コ ツ ル オ ニ グル ミ と4種類の ヒ メ グル ミ

こ れ ら 惰 者の 細 区分 に よ る5種類 はいずれ も 小 さ く 相 対的 に殻 も 薄 い。 し た が っ て オ ト

ナ は も ち ろ ん 、 ワ カ モ ノ の オ ス も メ ス も ご く 簡 単 に割 る 。 た だ、1個 ご と の果仁の 駄 は先

の5種類 に 比べ 、 大 き さ に 比 例 し て圧倒 的 に 少 な い し核果 も 薄 っ ぺ ら いか ら 、 かれ ら が 口

に 入れて 噛 み割 ろ う と すれば必然的 に 両側 面 を 上下の 奥歯で押 し 潰す よ う に し て割 る こ と

に な る 。 そ う す る と1回 で数個 の破片 に 分かれて し ま い 、 小 さ い い く つかは 口 か ら こ ぼれ

落 ち る 。 し た が っ て かれ ら は 、 口 の 中 の破片 を 片方の手の ひ ら に 出 し 、 も う 片方の手の指

で果仁の 多 く 付着 し た破片 を つ ま んだ り 、 落 ち た破片 の う ち 果仁の 多 い も の を 指先で拾 っ

て 食べ る こ と を繰 り 返す。 そ の 際 、 装分析で も す る し か確かめ よ う が な い が 、 ご く 小 さ な

果仁付 き の破片 はそ の ま ま 呑み込 ま れて し ま う こ と も 多い と 思われ る 。

以上述べた地面 に 落 ち て い る 核果 を拾い歯で割 っ て食べ る の が サルの ク ル ミ 食い の 基本

で あ る 。 一つの パ ッ チで1時間 に核果41個 を 次 々 に割 っ て 食べた ワ カ モ ノ ・ オス(6歳 ） も

い る （宇野，2008a) 。 彼 に よ れば場所は調査小屋のす ぐ前 と い う か ら ナ ミ ツ ルで あ る 。 そ

し て 、 ワ カ モ ノ ・ オ ス が そ の 間 に 口 に は入れた が割れ な か っ た の が3個 、 手に持 っ た だ け

で捨 て た の が4個 、 割 っ て か ら す ぐ捨て た の が1個 と い う （宇野壮春氏 ， 私信 ） 。 捨 て た 計5

個 は 虫食いだ っ た の だ ろ う か。

東京都 の 奥 多摩湖畔地域で調査 し た 島 田 ほか(2017) は 、 秋か ら 冬 は固 い殻を オス が割

っ て 食べ る こ と が 多 く 、 春か ら 夏 は風化 し脆 く な っ た殻を メ ス が割 っ て食べ る こ と が 多い

と い う が 、 金華 山 で は 、 筆者 が 毎年必ず訪れ る5月 の連休時点で はすで に果仁の入 っ た核

果は ど のパ ッ チ で も ま ず見つ か ら な い し 、 島 田 ほか(2017) が い う よ う な こ と も 観察 さ れ

な l,, ヽ。

3. 樹上で実 を も い で食べ る

ほ かに7月 後 半か ら9月 初 め に かけ て 、 ま だ木 に な っ て い る 実 を も ぎ取 っ て食べ る こ と も

あ る 。 こ の食べ方 を 初 め て 観察 し た の は2000年だが （伊沢，2009) 、 最近2年間 の 事例 を い

く つ か以 下 に述べ る 。

A群で はオ ト ナや ワ カ モ ノ の メ ス や ワ カ モ ノ ・ オス が 中 心に な っ て 、 し ば し ば樹上で核

果 を割 っ て食べ る 。 そ の 際 、 果 肉 の一部 も 食べ る 。 ま た樹上のサルが 落 と し た 実を近 く に

い る オ ト ナや ワ カ モ ノ の メ ス 、 ワ カ モ ノ ・ オス が 走 っ て 取 り に行 き 、 果肉 が ま だ付い て い

ればま ずそれ を 食べ、 そ の あ と 核果 を割 っ て食べ る 。 な かに は核果 を割れな いの だ ろ う が 、

果 肉 だ け食べて核果 を 捨て る ワ カ モ ノ ・ メ ス も い る （ 関澤麻伊沙氏 ， 私信 ） 。

-60-



B 群 で は ワ カ モ ノ ・ メ ス(5歳 ） が房 ご と 木か ら 折 り 取 り 、1個 も い では歯 で果肉 を 半

分ほ ど はが し 、 核果を露出 さ せた部分に噛みつ き 縦半分に割 る 。 そ し て片方を 落 と し 、 も

う 片 方に ま だ付着 し て い る 果肉 を はが し な が ら 、 さ ら に細か く 割 っ て果仁を食べ る 。 こ の

食べ方で ワ カ モ ノ ・ メ ス は1房 を 完食 し た。 ま た オ ト ナ ・ メ ス が歯で果肉 の全部 を はが し

核果 を完全に露出 さ せて か ら 縦半分 に噛み割 る の も 観察 し て い る 。 そ の際 に は 、 片方の半

分 を 手 に持 ち な が ら 、 も う 片 方 を少 し ずつ噛み割 っ て食べ る （風張喜子氏 ， 私信 ） 。 こ の

両方の観察 で果肉 は食べな かっ た と い う 。

筆者は8月 上旬 、B群の オ ト ナ ・ メ ス2頭 と3歳1頭、2歳1頭が木に 登 り 、2頭の メ ス が房

か ら 実を も い で 、 果 肉 を歯でむい て 捨て た り 食べた り （ 最は 多 く な い） し なが ら 核果を露

出 さ せ、 歯で噛み割 る の を ご く 近 く 、 サル と は ほ ぼ水平な位置か ら 観察。 割れた と き に は

ガ シ ッ と か グ シ ャ と い う 小 さ め の湿 っ た音が 聞 かれた。 場所はニ ノ 御殿のす ぐ東側で 、 そ

こ に ク ル ミ の木が2本 あ る が 、 北側 の1本はデカ ゴ ツ 、 南側の1本はナ ミ ヒ メ で （ 両方は3メ

ー ト ルほ ど し か離れて い な い ） 、 サルが 登 っ た の はナ ミ ヒ メ の方 で あ る 。 少 しす る と そ こ

へ1歳 の コ ドモ を 連れた メ ス がやっ て 来て 、 メ ス は地面 に 落 ち て い る 果 肉 の付いた殻の破

片 を拾 っ て は 、 果肉 と 果仁の 両方 を 食べ 、 コ ドモ は小 さ い破片 を 口 に入れ る が 、 実際に食

べたか ど う かは 、 そ のサ ル よ り 斜面上方か ら の観察 だか ら よ く 見えな かっ た。 こ れ ら すべ

て の サル は25分 ほ ど樹上やそ の 直下 の 地 面 で採食 を続け た。 そ の 間 、1頭す ら 隣のデカ ゴ

ツ の木 に行 く サルは い なかっ た し 、 他のサルが そ の木に登 っ た り 林床で実や核果を拾 う こ

と も なかっ た。

も う1回 は同 じ8月 上旬で、D群のオ ト ナ ・ メ ス3頭 と コ ドモ4頭がニ ノ 御殿か ら 東へ下 っ

た先 の 、 ク ル ミ 林 （地名 ） に あ る 大 き なパ ッ チの 南寄 り の樹上で採食 し てい る の を観察。

し か し サルが あ ま り 人馴れ し て い な い こ と や枝葉が 邪腐に な っ て 、 林床か ら 見上 げて の観

察では行動の詳細は分か ら な かっ た。 そ の木はナ ミ ゴツ で 、 かれ ら が立 ち 去 っ た あ と の木

の 下 を 調べた ら 食痕 が 散乱 し て い た。

1頭のサルが樹上で ク ル ミ 食い をす る 詳細 を 観察 し た事例が あ る 。9月 上旬 、 ニ ノ 御殿の

す ぐ東 、 先 に述べた筆者の一つ 目 の事例 と 同 じ場所の同 じ ナ ミ ヒ メ の木でだが 、 出 会 っ た

と き はB 群の3頭の オ ト ナ ・ メ ス が採食 し て いた。 そ の あ と2頭は木か ら 降 り 立 ち去 っ た

が 、 残 っ た1頭(8~9歳 の若い メ ス ） は ま ず太い横枝に座 っ て 体を 安定 さ せ、 手で実を一

つずつ房か ら も ぎ取 る 。 次 に 実 を 両手で支 えな が ら 切歯で果 肉 を は ぐ。 そ し て果肉 を はい

では実 を持 ち 直 し 、 ま た果肉 を は ぐ と い う 動作を繰 り 返 し な が ら 、 実 を座っ て い る 枝に擦

り つけ る 行動 も する 。 そ の う ち果肉 がす っ か り はがれて核果が現れる と 、 それ を 両手で持

ち な が ら 割 り 始め 、 奥世で噛ん で は持 ち 変え る と い う 動作を5回 ほ ど繰 り 返す。 こ の よ う

に し て メ ス は約30分ほ どの観察 中5~6個 を割 っ て 食べた と い う （川 添達朗氏 ， 私信） 。
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こ こ で一つ 注 目 すべ き は、7月 も 後 半 に な る と 木 の房 に な っ て い る 実の 中 の殻は 自 然 落

果す る 段階の殻 と 同 じ く ら い し つ か り 成長 し て 固 く な っ て い る が 、 ま だみずみず し い果肉

の 水 分 のせい で殻は十 分涅 っ て い て 、 地面 に 落 ち て 乾い た状態 の と き の殻 （ 第1 項 を 参照 ）

よ り 柔 ら か く て 噛み割 り やすい と い う 点 だ。 樹上で採食す る サルた ち は 、 今登 っ て い る 木

が ト ン ガ リ やデ カ ゴ ツ で な い こ と の ほかに 、 おそ ら く こ の点 も よ く わかっ て い る に違い な

し ‘。

一 方 、 こ の よ う な樹上での ク ル ミ 食 い を オ ト ナ ・ オ ス がす る の を 筆者 も 他の調査 員 も 一

度 も 見て い な い。

4. 実が 落 ち た瞬間 を狙 う

殻が 湿 っ た状態だ と 割れやす い こ と を サルは知 っ て い る はずだ と 述べた が 、 筆者 は9月

中 旬 、 それ を確信 さ せ る 観察 を し た。 場所は ク ル ミ 林で、46本 あ る ど の木の どの房 も 、 落

ちず に残 っ て い る 実は例 え あ っ て も も う わずかで 、 そ の 日 は風が強かっ たせい も あ る が 、

あ ち こ ち か ら 数分お き に ボ タ ッ と か ドボ ッ と 実の 落 ち る 大 き な 音が 問 かれた。

そ の 音がす る た びに 、 パ ッ チの 西寄 り に いたD群の2頭の ワ カ モ ノ ・ メ ス(6歳 と 推定）

の ど ち ら かがそ こ へ走 っ て行 き 、 落 ち た ばか り の実 を拾 う 。 そ の あ と 果肉 の一部 を 歯でそ

ぎ落 と し 、 実 を 口 に入れて噛む。 それを4~5回繰 り 返 し て割れな い と き は あ っ さ り 放棄 し 、

次 の が 落 ち る の を待っ。2頭が そ う し て い た の は20分余 り で 、1頭は4個拾 っ て 二つ を 、 も

う1頭 は5個拾 っ て 二つ を割 っ て 食べた。

落下 し た 実が殻の形状に よ る10通 り の細 区分の どれに あ た る の か、 小走 り で拾い に行 く

段階で はサルは知 り よ う が な い わ け だか ら （ こ のパ ッ チ の 西寄 り に はナ ミ ツ ルの木が 多 く 、

サルはそ れ を 知 っ て い る 可能性は否定で き な いが ） 、 噛み割 る 際 の試行錯誤はやむ を 得 な

し ヽ だ ろ う 。

で はサルは なぜ落 ち た 瞬間 の 実 を拾い に行 く の か。 そ れは 、 殻が涅 っ て いて割 り やすい

こ と の他に も う 一つ 、 林床 か ら では どの木の どの房 に ま だ実が1~2個残 っ て い る かは ほ と

ん ど 見 えず、 適 当 に木 に 登 り 実のつ いた房 を樹伝い枝伝い に探 し て も 見つ け る のが大変だ

し 、 やっ と 見つ け て も 、 も ぎ取 り に行 く 際 に枝を揺 ら し 実が 落 ち て し ま う こ と が 多いか ら

だ と 考 え ら れ る 。

と こ ろ でサルが 黒変 し た果肉 の付いた ク ル ミ を食べた あ と は 、 口 の周 り が 黒 く な っ て い

る か ら す ぐ分か る 。 と く に樹上 で採食 し たサルの 口 周 り は 目 立 っ て 黒いが 、 落下直後 の 実

を 食べた先の ワ カ モ ノ ・ メ ス2頭の 口 周 り の 黒い部分は 、 今 ま で見た こ と の な い ほ ど広範

囲 で 、 手や指 ま で真 っ 黒だっ た。 樹上で実が熟れた り 落 ち て腐敗す る と 、 果肉 が粘液状の

ぬめ ぬ め し た状態 に な る か ら だ ろ う 。 埼玉県秩父 市の浦 山 ダ ム 湖畔 に 生息す る サル も8月
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か ら9月 に か け て 、 口 の周 り を真 っ 黒 に し な が ら 樹上で ク ル ミ 食い をす る と い う 。 そ の 際

核果 を割れる の は4歳以上で、3歳では ま だ無理 と い う （故井 口 基氏 の観察記録 よ り ） 。

5. 沢の 中 の核果 を探 し 出 す

そ の あ と11 月 下旬 の サル個 体数秋期一斉調査で は 、 先の 第3項 と 第4項で述べた こ と の続

き と も い え る 観察 を し た。 場所は 同 じ ク ル ミ 林で、D群 を観察 中 に オ ト ナ ・ メ ス2頭が大

き なパ ッ チの 中 央に あ る 小 さ な 沢の水溜 り で 、 積っ た 落葉 を必死に掻 き 分け て い る の に気

付 く 。 地 面 の 落葉 を 手で掻 き 分 け プナやケ ヤ キ の 堅果を探す行動は 、 それ ら が豊作の 冬 に

は頻繁に 、 ご く 普通 に 見 ら れる の だが 、 同様の行動 を 水溜 り でやっ て い る の でサ ワ ガニ か

何かを探 し て い る のか と 一瞬思 っ た。 し か し2頭 と も （ 両者はたがい に3メ ー ト ルほ ど離れ

て い る ） ク ル ミ の核果 を 見つ け 出 し 、 口 に入れて割 り 始め る 。 水溜 り では2頭 と も が 筆者

に背 を 向 け て探 し て い た の で(D群に限 ら ずあ ま り 人馴れ し て いな いサルは 、 ク ル ミ を含

め 地 面での採食時 、 と く に 見通 し の い い場所で は観察 者に対 し き ま っ て こ の 姿勢を と る ） 、

見つ け た際 に ク ル ミ の種煩を 選んでい る か ど う か、 そ の と き は分か ら なかっ た。 し か し 、

2頭の う ち1頭が 三つ 、 も う1頭が 二つ 食べて 立 ち 去 っ た あ と 食痕 を調べた ら いずれ も ナ ミ

ゴ ツ かナ ミ ツ ル だ っ た。 し か も2頭が探 し た 水溜 り を 調べた ら 、2箇所でデカ ゴツ 計3個 を

見つ け たか ら 、 選んでい る の は確かだろ う 。 ま た 両者 と も3~4回顎に 力 を入れて噛み割 っ

た が 、 割れた瞬間 の音は樹上での 音 と 同 程度だ っ た。

やは り 殻が 十分湿 っ た状態の と き は 、 乾い た状態の も の よ り 割 り やす く 、 こ の2頭 も そ

の こ と を 知 っ て の行動 な の は間違い な い。 ナ ミ ツルやナ ミ ゴツ の核果を探すだけな ら 、 わ

ざわ ざ落葉の積 っ た水溜 り を頑張 っ て探 さ な く て も 、 パ ッ チの林床 に ま だい く つ も 落 ち て

い る の を 筆 者はそ の 直後 に確かめ たか ら だ。

6. お こ ぼれを失敬す る

自 分で は割 ら ず に 、 な い し割れな いので、 他のサルが地上で割 っ て残 し た破片や樹上か

ら 落 と し た破片 を拾い 、 付着 し て い る 果仁 を食べる サル も い る 。 そ う する のは コ ドモ に多

いの は も ち ろ ん だが 、 オ ト ナや ワ カ モ ノ の メ ス も と き にそ う する 。 こ の よ う な 「お こ ぼれ

失敬行動」 の事例 は第2項や第3項ですでに紹介済みだが 、 以下 に い く つか追加す る 。

A群 で樹上に い る サルが落 と し た実に オ ト ナ ・ メ ス と ワ カ モ ノ の オス と メ ス の3頭が走

っ て行 き 、 果肉 を食べた あ と 、 核果を割 っ て食べる 。 ワ カ モ ノ ・ メ ス の 中 には果肉 だけ食

べて核果を捨て る も の も い る 。 そ う し て い る と こ ろ に シカ もやっ て 来 る が 、 実際 に シカ が

お こ ぼれを 食べて い る か ど う かは不明。 同 じ<A群で、 オ ト ナ ・ メ ス が割 っ て 食べて い る

と こ ろ へ、 実の子供で あ る1歳か ら3歳の コ ドモ が 、 母親のす ぐ脇で果仁のついてい る破片
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を 拾 っ て 食べ る の は よ く 観察 さ れ る 。 そ の と き は き ま っ て 、 近 く で シ カ が う ろ う ろ し て い

る (I 閑 澤麻伊沙氏 ， 私信 ） 。

オ ト ナ ・ オ ス が割 っ て 食べて い る と き は 、 オ ト ナ ・ メ ス や ワ カ モ ノ の オス や メ ス 、 コ ド

モ が 近 く で じ っ と 待 っ て いて 、 オ ス が 立 ち 去 る と す ぐ に食べ残 し た わずかな果仁 を 、 それ

が付 着 し て い る 破片 か ら 取 り 出 し て 食べ る 。 こ の と き ヤマ ガ ラ が よ く や っ て 来 る （ 関 澤麻

伊沙氏 ， 私信 ） 。 箪者 もD 群やB1群で同様の観察 を何回 も し て い る 。

ほ かに 筆 者 は9月 上旬 と 中 旬 、 ク ル ミ 林で次 の よ う な観察 を3回 し た。 金華 山 の6群 中 一

番大 き いD群 （約70頭） が 南か ら そ の一帯 に移動 し て 来た と き 、 大 き なパ ッ チ の 南東部 の

一 箇 所 に オ ト ナ の オ ス と メ ス お よ び コ ドモ を 含 むサ ルの一団(10頭、13頭、15頭が1 回ず

つ ） が 早足 で 、 ほ ぼ一列 に な っ て到 着。 そ こ に は5本 な い し6本の コ ツ ル と フ ト ヒ メ 、 ナ ミ

ヒ メ の 木 が 隣接 し て あ り 、 オ ト ナや ワ カ モ ノ の オ ス も メ ス も 苔む し た地 面 に座 り 込ん で歯

で割 り 始め る 。 割れた瞬間 に は第2項3節 で述べた よ う に い く つかの破片 に な る 。 かれ ら は

そ の う ち わずか し か果仁が 付いて い な い小 さ い破片 は放置 し 、 次の1個 に 移 る 。 そ う し た

破片 を 待 っ て ま し た と ばか り に コ ドモ がすばや く 拾 っ て 食べ る 。 や っ て 来 た 一 団 は3回 と

も ご く 静かで 、 個 体 間 の諄い を筆者は見て い な い。

こ の よ う な一 団 と な っ て の ヒ メ グル ミ 系 の小 さ な ク ル ミ 採食 は 、 サルの頭数や構成が違

っ て も10~15分 だ っ た。 大 鼠に は落 ち て い な か っ た か ら だ ろ う 。 オ ト ナが 立 ち 去 り 、 コ ド

モ が ま だ2~3頭残 っ て い る と き に 、 し ば し ば シカ が そ こ へ小走 り にや っ て 来て 小 さ い破片

を 口 に入れ、 下顎 を横に動 か し な が ら2~3回噛 ん で破片 ご と 呑み込む。2回 は メ ス1頭 と 当

歳仔、1回 は メ ス の成獣2頭だ っ た。 さ ら にそ こ に ヤ マ ガ ラl羽 が加 わ り 、 破片 を つ い ばむ

の を2回 見 て い る 。 ク ル ミ で な く ド ン グ リ だが 、 食べ残 し を つ い ばみ に ヤ マ ガ ラ が 来 る こ

と は文献に も あ る （ 高松 ほか，2005) 。

7. ク ル ミ 食 い の群れ ご と 個体 ご と の違い と 遊動域の 関係

金華 山6群(A 、B1、B2、C1 、C2、D群） の遊動域 はた が い に かな り 重複 し て い る が 、

四 季 を通 して頻繁 に利用 す る 地域 （主遊動域） はそれほ ど に は重複 し て い な い。

こ れ ら6群 間 で 、 サルが ク ル ミ 食い を 本格的 に 始 め た1999年 （伊沢，2002) 以 降 の 時間

軸 を通 し て 見て も 、 現在で も 、 ク ル ミ の採食頻度や採食時間 は群れ ご と に 異な る 。 ま た 、

こ れ ま で に述べたA、B1 、D群 の 事例 か ら 分か る よ う に 、 殻の形状の違い に ど う 対処 し

て い る か 、 ど う い う 状態 の核果 を選ぶか 、 ど の よ う に割 る か 、 それ ら に性差や年齢差は ど

う 関 わ っ て い る かな ど 、 筆者 はすべて に答 え る に十分 な 調査 を ま だ 出 来 て い な い が 、6群

間 でかな り 異 な る こ と が推測 さ れ る 。

一方個 々 の サルにつ い て は第2項3節 の最後 で述べた よ う に 、 同 一 の群れで も 個 体 ご と に
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自 分流儀の割 り 方が あ っ て 、 そ れは試行f僻呉 の経験が 蓄積 さ れた 自 己学習 の結果だ と 考 え

ら れた が 、 も し そ う だ と す る と 、 日 常 生活の 中 で どれだけ ク ル ミ の実や核果に接 し た り 、

割 っ て い る 仲 間 の様子 を 見た り 、 実際 に割 る 機会 に恵 ま れ る か も 重要 な 条件の一つ に な る

だ ろ う 。

2017年時点 での 島 内 での ク ル ミ の成熟木 の 分布 につ い て は伊沢 （本誌l~7頁） に 詳 し い

が 、 そ の 中 に あ る 図2 (4頁） の ク ル ミ のパ ッ チ （孤立木 を 含 む ） の分布 を10の地域集 中 に

分 け 、 そ れ ら の地域 を6群が ク ル ミ 食 い と 関係 あ る な し に 関 わ ら ず 日 常的 な 移動や採食や

休息 に どの 程度利用 し て い る か を 示 し た の が 図1 で あ る 。

こ の図 か ら 、 群れ ご と に樹上の ク ル ミ の 実や地 面 に落 ち て い る 核果 を 目 視 し た り 、 仲 間

が割 る の を 直接見 た り 、 実際 に 自 ら ト ラ イ し た り す る 機会 が 異な る こ と が理解で き る だろ

う し 、 と く にC2群 、 そ れ にA群 で機会 の少 な い こ と も 分か る 。 そ し て こ の 差 は 、 メ ス は

群れ を 出 な いか ら 自 分流儀の割 り 方 を 試行錯誤 を 通 し て 習 得す る 上で 、 学習機会 の 多少 と

し て 問題 に な る はずだ。 一方 オ ス は 、 群れ を 離脱後 そ の気 に なれ ば島 内 を 自 由 に行動で き

る か ら メ ス の場合 と は異 な る 。 それで も 離脱す る5~6歳 ま で に どれだ け 自 己学習す る 機会

を 得 る かは 、 オ ス それぞれの以後 の ク ル ミ ヘの 関 わ り 方 に影署 を及 ぼす可能性は否定で き

な い。

宇野(2008b) に よ る11頭 の オ ス グルー プ （ オ ト ナ8頭 、 ワ カ モ ノ3頭 ） の ク ル ミ 食 い の

観察 では 、 地 上 に 落 ち て い る 核果 を8頭の オ ト ナ は全員 が割 っ て 食べた の に3頭の ワ カ モ ノ

では1頭 し か割れず 、 ま た オ ト ナ は手 に し た核果の ほ と ん ど を割 っ た が 、1頭の ワ カ モ ノ は

数個 に1個 し か割れな か っ た と い う 。 筆者は割 ら な か っ た2頭 に 興味が あ り 、2頭の 出 自 群

を 聞 いた ら 、 かれ ら は少 な く と もA群 出 身 で は な い と の こ と だ っ た （宇野壮春氏 ， 私信 ） 。

だ と す る と2頭の ワ カ モ ノ は遊動域内 に今 で も 本数の少 な いC2群 出 自 の オ ス だっ た の だ ろ

う か。

た だ、2001 年の 調査時に は遊動域内 に ク ル ミ の 木が1本 も な か っ たC2群や少 し し かな か

っ たA群は 、 そ の 後遊動域の拡張や変 更 で 、 現在ではC2群が 図lの J 地域 を利 用 で き る よ

う に な り 、A群 はBやC 地域 を かつ て よ り 頻繁 に利用 で き る よ う に な っ た。 両群の遊動域

の拡張や変 更 は ク ル ミ の木の分布の 偏 り の結果だけ と はい え な いの は も ち ろ んだが 、 サル

の ク ル ミ 食い に 関 し て 、 こ の観点か ら の詳 し い調査 も 今後 必要だ ろ う 。

8. 他地域で の サルの ク ル ミ 食 い について

金華 山 以外 でサルが ク ル ミ を割 っ て 食べ る の を 筆者が 直接観察 し た調査地の一つ は 、 山

梨 県 大 月 市 の 北部 山 域 で あ る 。2007年11月 と2008年10月 の1 回 ずつ 、 いずれ も 葛 野川 中 流

域で 、2007年は8頭の オス グループが7本の ク ル ミ のパ ッ チで採食 し て い た。 あ ま り 人馴れ
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ク ル ミ の セ応 集 中 A B C D E F G H I J

（ 成 江 大 の 本 数 ） '.B本 ； (48本 ） (18本 ） (20本 ） (44本 ） (2?*) 15*) (50本 ） (9*) (66本 ）

A 群 ◎ D D
B ， 群 ◎ ◎ ◎ △ ◎

B2 群 △ ◎ ◎ ◎

C ， 群 ◎

C2 群 口

D 群 △ D 口 ◎ ◎ ◎

゜
口

図l ． 金華 山 にお け る ク ル ミ のパ ッ チの地域集中(A~ J ) と6群の利用 状況

◎ ： 四 季を通 し て よ く 使 う 〇 ： 季節 に よ っ て は よ く 使 う 口 ： と き ど き 使 う

△ ： あ ま り 使わな い ー ： 全 く 使わない

して いないサルな の で距離 をお い て の観察 だ っ た が 、 何回 も 核果 を 噛み割 る 音が 聞 かれた

か ら 、 ク ル ミ を 食べて いた の は間違い な い。8頭の う ち 最 も 若い個体は4~5歳 と 推定 さ れ
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た2頭で 、 かれ ら が他の6頭 と 同 じ く 自 分 で噛み割 っ て 食べて い た か ど う かは確認で き な か

っ た。2008年は4頭の オ ス グルー プで 、4本の ク ル ミ のパ ッ チで採食 し て い た。 こ の と き も

核果の割れ る 音 が何回 も 聞 かれた。4頭の う ち最 も 若い個 体は推定6歳 の ワ カ モ ノ で 、 かれ

も 噛み割 っ て食べて いた。 なお 、2回 の いずれ も ク ル ミ の種類はナ ミ ツ ルだ っ た。

大 月 市北部 山域 と は 山 並みが連続 し て い る 東京都檜原村の サル も ク ル ミ 食い を す る 。 筆

者 は 直接 は 見て い な いが 、2005年 と 翌年に井 口 基氏 （故人 ． 東京 の サル観察会代表） の サ

ル調査 に 同行 し て こ の地域で繰 り 返 し 調査 を 行 っ た 際 、 彼か ら ク ル ミ 食 いの こ と を 聞 いた

し 、 実際 に食痕 も 見 た。 檜原村か ら ほ ど近 い 奥 多摩町の 奥 多摩湖 を 取 り 囲 む一帯では帝京

科学大学の 島 田 将喜氏が サルの ク ル ミ 食 い を 学生の 卒業研究の 一環 と し て指導 し な が ら 、

こ こ2年 ほ ど継続 し て 調査 し て い る （ 加藤，2017. 加藤 ほ か，2017. 島 田 ほ か，2017. 岡

本，2018) 。 加藤(2017) に よ れ ばそ こ の サ ルは果 肉 、 花 、 葉 、 茎 も 食べ る と い う 。

こ こ ま で述べた大 月 市 、 槍原村 、 奥 多摩町 と 同 じ く 秩父 山 地の一角 を 占 め る 埼玉県秩父

市 の 浦 山 ダ ム 湖 の湖畔一帯 に も サルが いて 、 筆者 は2009年10月 に前述 し た井 口 基氏 の案内

で訪れた が 、 湖 の ぐ る り に ク ル ミ の木 が あ ま り に 多いの に 照か さ れた も の だ。 おそ ら く 一

部は植栽 さ れた も の だ ろ う 。 そ の 日 サルに は 出 会 え な か っ た が 、 彼は こ こ のサルは ク ル ミ

を 好物 に し て い る と 言い 、 実際 ダム 湖 を 一周 す る 舗装道路脇 に は証拠の食痕が 多数散乱 し

て いた。

と こ ろ で 、 こ こ のサルの ク ル ミ 食 い につ いて 、 井 口 氏 は2008年か ら2016年 ま での 詳細 な

観察記録 を残 し て い て 、 奥様で あ る 井 口 三月 氏 の御厚意 に よ り 彼の未発表資料の提供を受

け た。 それに よ る と 、 落 ち て い る 核果食 い は計104調査 日 で観察 さ れ、1月 か ら12月 ま での

すべて の 月 、 樹上で実 を も ぎ取 っ て の核果食 い は7調査 日 で7月 と8月 の み 、 ほ かに雄花食

い が15調査 日 で4月 と5月 のみ （ 写真l) 、 若葉食 い が6調査 日 で4月 か ら6月 、 葉柄の根元食

い が3調査 日 で4 月 と5月 、 芽食 いが1 調 査 日 で4月 であ る 。 こ こ で用 い た調査 日 と は 、 そ の

日 に複数の 群れの何頭 も の サル で観察 さ れ て も 、 ハナ レ ザルやオス グルー プ1 ～数頭 だけ

で 見 ら れて も 、 いずれ も1調産 日 と カ ウ ン ト す る と 定義 し 、 同 じ 日 に 上記 し た複数の 部位

食い が観察 さ れた場合は 、 それぞれの 部位 ご と に1 調査 日 と し た。

こ の地域に はニ ホ ン リ ス が い て ア カ ネ ズ ミ も い る 。 ほ かに ク ル ミ を食べ る ツ キ ノ ワ グマ

やニ ホ ン ジ カ 、 ニ ホ ンイ ノ シ シ 、 ホ ン ド タ ヌ キ も い る （伊沢 ， 本誌72~76頁参照） 。 それ

に も 関 わ ら ずサルが秋や冬だけ でな く 一年 を通 し て核果 を拾 っ て食べ ら れ る の は 、 いかに

こ の地域 に ク ル ミ の 木が 多いか と い う 証で あ る 。

以上 、 秩父 山 地の4地域 を 見 て き た が 、 筆者の 直感では 、 秩父 山 地 に棲むサルた ち は ク

ル ミ を め ぐ る ‘ ‘ー大文化圏 ” を形成 し て い る の ではな いか と 思 え て な ら な い。1970年以来

こ れ ら4地域で継続調 査 し て き た井 口 基氏 が 、 浦 山 ダ ム 湖 一 円 の サ ル につい て だ け で も 、
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ク ル ミ 食 い の観察 に粘根 を 傾 け 膨大 な 記録 を 取 っ て いた の は 、 おそ ら く 彼 に 筆者 よ り は る

か に鮮明 な サ ルの一 大 文 化圏 像が観 え て いたか ら で は ない だ ろ う か。
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写真l ． 埼玉県秩父市 の浦 山 ダ ム湖畔の サル(3歳 メ ス ） の雄花食い
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（ 故井 口 基氏提供）

も う 一箇所、 筆者が ク ル ミ 食い を 直接観察 し た調査地は石川 県 白 山 市の 白 山 国 立公園 北

部 山 域で あ る 。1980年11 月 で 、 恰幅 の い い推定15~16歳 の ハナ レザルが核果 を簡 単に割 っ

て 次 々 と 食べて いた。 水野(1988) に よ れば、 秋 だ け でな く 冬 も 核果 を よ く 食べ る と い う 。

白 山 で長年野生動物 の調 査 を し て い る 野崎英吉氏 （私信） に よ れば、 核果 を 噛み割 っ て食

べ る の はオ ト ナ ・ オス だ け と い う 。

箪者が ク ル ミ 食い を ま だ見て い な い調査地 、 青森県下北半島 につ いて は 、 見 ら れな いの

も 当 然で 、 地元 に居住 し て1985年以来サル を 見続 け て い る 松岡 史朗 氏 （私信 ） に よ れば 、

殻 を割 っ て果仁 を食べ る こ と を 全 く せず、 果肉 の部分だ け を食べ る と い う （写真2) 。

と こ ろ が本稿 の執筆 を 終 え た あ と の5月9 日 の 朝 、 調査 中 の彼か ら 、 今 ま さ に コ ドモ が縦

半分 に割 っ た核果の 中 身 を 食べて い る と い う 興菰気味の電話が入 る 。 電話での ‘ ‘ 実況放送”

を 要約す る と 、1~3歳 の コ ドモ 数頭が遊んでい て 、 そ の う ち3歳 （ 多分オス ） が 落葉 の 中

か ら ク ル ミ の核果 を 見つ け 、 口 に入れて 二つ に割 り 、 片方 を 口 に く わ え片方 を 手に持っ た

が 、 手の 片方 を 落 と し て し ま う 。 それを2歳 メ ス が 目 敏 く 見つ け 、 両手に持 っ て 白 っ ぽい

色 を し た 中 身 を 歯でそ ぐ よ う に食べ る （ 写真3) 。 も う 片方 を 口 に く わ え た3歳 も 同様 に 両

手 に持 ち か えて食べ る ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。

そ の あ と 両者の採食 中 の 写真 を2枚ずつ送 っ て も ら う が 、 ク ル ミ はナ ミ ゴ ツ で2~3歳 の
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コ ドモでは割れな い し 、 縫合線か ら き れい に縦半分に割 ら れてい る こ と と 季節は春だか ら 、

発芽直前か直後 の核果だ と 思われる 。 それで も 、 こ れま で30年以上にお よぶ調査で果仁部

分を食べる の を観察 した初 め て の記録であ る 。 金華山 で も 秋か ら 冬にかけて固い核果を割

っ て食べ る よ う に な る 数年前か ら 春に 、 今回下北で見 ら れた と 同様の状態の核果を食べる

のが数例観察 さ れて い る （伊沢，2009) 。

下北のサルについては さ ら に後 日 談が あ り 、 数 日 後 に再び松岡氏か ら連絡が入 り 、40年

以上 も 下北のサルー筋に調査を継続 し て き た 中 山裕理氏か ら の情報 と して 、 これま でに 中

山 氏は ク ル ミ 食い を2回見た こ と があ る と い う 。 う ち1 回 はオ ト ナ ・ オス が核果をガ リ ッ と

噛んで割 っ て食べ、 一緒にいた ワ カ モ ノ ・ オス は 口 に入れたが割れなかっ た。 も う1 回は

台風通過後 、 磯に打ち 上げ ら れた海藻類を群れが採食 中 、2~3頭がその 中 に あ っ た核果を

カ キ ッ と 割 っ て食べた。 膨大な 日 数 と 時間 を 費や し た40年間 の調査でたっ た2回 し か見て

いない と い う こ と か ら は、 やは り 下北のサルの ク ル ミ 食いは き わめて 珍 し い と いえ よ う 。

ま た 中 山氏は6月 に ク ル ミ の実生を 引 き 抜いて殻の 中 の 白 い部分を食べたの を1 回見た と の

こ と だ。
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写真2. 下北半島のサル （ オ ト ナ ・ メ ス ） が

果肉 を食べて い る と こ ろ

（松圃 史朗氏撮影．2017年7月 ）

写真3. 下北半島のサル(2歳 メ ス ） が

核果の中身を食べてい る と こ ろ

（松岡 史朗氏撮影．2018年5月 ）

以上が筆者が こ れま で調査 し た地域の 、 サルの ク ル ミ 食いの現状だが 、 金華山 のサルで

見て き た よ う に どの地域のサル も 近い将来、 幾通 り も の割 り 易 い方法を案出 してい く 可能

性が 高 く 、 追跡調査が重要だろ う 。 辻ほか(20ll) が全国各地のサルの食性について膨大
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な 文献 を 担理 し 嗜 好性の 高 い木本植物 を 部位 ご と に ま と め た一 覧表 に よ る と 、 オ ニ グル ミ

の 果実 ・ 種子 の 項 に は 、 ほ か に 白 神 山 地 、 志 賀 高 原 、 黒部 、 中 富 、 箕 面 、 臥 牛 山 の6地域

が あ る 。 し か し 、 ク ル ミ の 果実 （ 果 肉 ） と 種子 （核果） で はサル の 食物 メ ニ ュ ー と し て 質

的 に 大 変 異 な る こ と が こ こ ま で記述 し て き た こ と か ら 明 ら か だ し 、 さ ら に 一 覧 表 で は 果

実 ・ 種子 に は未熟果 実や 実生 を 含 む と さ れ る と 、 い さ さ か問 題 で あ る 。 筆 者が 言い た い の

は オ ニ グル ミ はそれ ほ ど サ ル に と っ て 特殊 な植物性食物 と い う こ と で あ る 。
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オ ニ グル ミ を食べ る 野生哺乳類

宮城 の サル調査会 伊沢紘生

1. 金華 山 の哺乳類 と ク ル ミ 食い

オニ グル ミUuglans mands加rica. 以 下 ク ル ミ と 略す） は北海道 か ら 九州 ま で全国 に 広

く 分布す る 。 し た が っ て 日 本 に 生息す る 草食性や雑食性の 野生哺乳類は 、 栄 養 分 に 富 む核

果の 中 の 果仁 を 、 そ の 気 に なれ ば 口 にす る こ と が で き る 。 唯一 の難点は果仁 を 投 う 固 い殻

を割 っ た り 削 っ た り し て 取 り 出 さ な ければな ら な い こ と だ。 以 下 こ の採食行動 を ク ル ミ 食

い と 呼ぶ。

筆者 は金華 山 でニ ホ ンザル(A/acaca fusca ta) と ヒ メ ネ ズ ミ(Apodemus argen teu$) が

ク ル ミ を ど の よ う に し て 食べ る か を 調 査 し て き た。 併行 し て 、 同 所的 に生 息す る ニ ホ ン ジ

カ(Cer四s nippon) は ク ル ミ 食 い をす る の か 、 長年かれ ら の生態や行動 を 調 査 し て き た

南正人氏 （麻布 大学） と 大西信正氏 （ 南 ア ルプス 生態 邑 ） に情報提供 を依頼 し た 。 そ の結

果 、 少 な く と も 神社一 円 お よ び調査小屋一 円 に棲むオ ス の成獣が食べ る こ と が分か っ た。

食べ方 は一つ を 口 に入れ コ リ コ リ と 音 を た て な が ら 回転 さ せ 、 そ の う ち 歯で噛み割 っ て 食

べ る と い う 。 と く に調 査小屋 に 隣接 し て 南側 と 西側 に はひ と 続 き の ク ル ミ の 大 き なパ ッ チ

(1種類の植物 が 集 中 し て 生 え て い る 場所） が あ り 、 静寂 の支配す る 秋 の 夕 闇 の 中 で調査

か ら 戻 る と 、 バ ッ チ内 か ら 核果 を割 っ た カ キ ッ と か コ リ ッ と い う 乾いた大 き な 音 が 問 かれ

る か ら す ぐ分か る し 、 小屋で就寝 中 も そ の音 が 聞 かれた と い う 。 ま た 基本は1 個 だ け で 、

続け て い く つ も 食べ る こ と は し な い と い う 。

そ こ で筆者は オ ス の成獣の ク ル ミ の食べ方 、 お よ び メ ス の成獣は ク ル ミ に対 し て どん な

反応 をす る か を 知 る た め 、 神社一帯が 主遊動域 （年間 を通 し て 頻繁 に利 用 す る 地域） の サ

ルの群れ(A群） を継続調査 し て い る 藤 田 志歩氏 （鹿児 島 大学） に 、 調査つ いで に神社で

餌づ け さ れて い る シ カ に 、 手の 平に載せた シカ の餌 （ 煎餅） の 中 に核果 を 一つ 混ぜ て 与 え

て も ら っ た。 ク ル ミ の種類 はナ ミ ツ ルオニ グル ミ で(11 頁 の 図l参照） 、 丸 ご と の も の と 縫

合線 に沿 っ て 縦 に真 半分 に割 っ た 片方 と の 、 両方 を 用 いた。2 日 間 の結果 は 、 丸 ご と と 割

っ た ク ル ミ と に 関 わ ら ず 、 藤 田 氏 に 寄 っ て 来た メ ス の う ち2頭 は餌 と と も に 口 に 入れ る が 、

1 回噛 んです ぐ に 吐 き 出 し 、 別 の2頭は ク ル ミ を よ け て餌だ け を食べた と い う 。 一方オス は 、

近 く に はいたが 啓戒心が と て も 強 く 食べに 来な かっ た と い う 。 毎年10月 第一 日 曜 日 に行わ

れ る 神社の神鹿角 切 り 行事祭 の た め 、 前 も っ て捕獲 さ れ2ヶ 月 ほ ど 囲 い檻 に 入れ ら れ 、 神

事で は神官 ら に 追い回 さ れ組み伏せ ら れて 角 を切 り 落 と さ れ る と い う 苦い経験 を 、 こ れ ま

で繰 り 返 し 味わ っ て き た か ら だ ろ う 。
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サル と シカ と ヒ メ ネ ズ ミ 以外の哺乳類で金華山 に い る のはア ズマモ グラ (A/ogera minor)

と 数種の コ ウ モ リ 類だが 、 かれ ら の食性か ら い っ て ク ル ミ の核果 を食べる こ と はないはず

だ。

2. 金華山 にいない哺乳類 と ク ル ミ 食い

金華山 に は生息 し な い野生哺乳類について 、 筆者は金華山以外の調査地でかれ ら の ク ル

ミ 食いを直接観察 し た こ と は一度 も な い。 以下に述べ る の は、 お も にそれぞれの哺乳類の

研究者か ら 情報提供を受 け た も の と 文献に よ る も のであ る 。

シカ と 同 じ く 偶蹄類のニ ホ ン カ モ シカ(Capricornis crispus) は、 青森県下北半島で長

年調査 し て い る 落合啓二氏 （ 前 ・ 千葉県中 央博物館） に よ れば、 調査地に ク ル ミ の木は多

く ないが 、 それで も ド ン グ リ 類や ト チな どの堅果は よ く 食べる の に 、 ク ル ミ 食いは これま

で見た こ と が な い と い う 。 ま た 、 カ モ シカ の文献調査や研究者仲間への聞 き 取 り 調査 も 併

せ依頼 し た が 、 やは り カ モ シカ が ク ル ミ 食い をする と い う 記録や情報は皆無 と い う 。

偶蹄類 に は も う1 種ニ ホ ンイ ノ シシ(Sus scrofa) が い る 。 イ ノ シシは ク ル ミ が好んで

生育する と 同様の場所、 沢や川 沿いで湿潤な平坦地を好むか ら 、 秋に落ち た実や核果に出

会え る チ ャ ン ス は 、 崖や急斜面 を好むカ モ シカ よ り は る かに多いはずだ。 し かも 咀哨筋が

著 し く 発達 し 奥歯 も 大 き いか ら 、 殻を噛み割 る の はそれほ ど困難 と は思えず、 かれ ら の食

物 レパー ト リ ーの広 さ か ら し て も 食べてい る だろ う と 笠者は推測 し て いた。 そ し て合同会

社宮城 ・ 野生動物保護管理セ ン タ ー(2012) に よ れば、2012年1 月9 日 と1月15 日 に仙台市

内で有害捕獲 さ れたイ ノ シシの 胃 の内容物か ら 噛み砕かれた殻の破片がい く つ も 出 て来た

と い う か ら 、 食べ る のは間違いない。 なお1 月9 日 捕獲の個体は30キ ロ グラ ムの オス （おそ

ら く 前年産ま れ） 、1月15 日 のは47キ ロ グ ラ ム のメ ス （ 亜成獣か成獣） であ る 。

次に食肉類では、 雑食性の ヒ グマWrsus arctos) と ツ キ ノ ワ グマ (U. thibetanui) 、

タ ヌ キ(Nyc tereutes procyonoide.i) の2亜種 、 ニホ ンアナ グマWeles meles anakwna) が

ク ル ミ 食い をす る 候補に挙げ ら れ る 。 そ し て文献調査で ヒ グマ と ツ キ ノ ワ グマは食べる こ

と が確かめ ら れた （ 門崎，1983. 小池，201 1. 泉 山，201 1. 間野，1996. 羽澄，1996. 溝

ロ ほか，1996. 小池 ・ 正木，2008. 有本ほか，2014. 川村ほか，2014) 。 タ ヌ キ について

は下顎骨がデ リ ケー ト で咀喘筋 も あ ま り 発達 し ていないか ら 、 筆者は殻を噛み割れないの

では と 推測 したが 、 実際は食べ る こ と と 持ち去 る こ と が明 ら かに な っ た （酒向 ほか，2008.
岡 本，2018) 。 岡本(2018) に よ る と 、 東京都奥多摩湖畔地域にあ る ク ル ミ のパ ッ チ に実

験場所を設定 し て赤外線セ ンサーカ メ ラ で動画撮影 を し た と こ ろ 、 実験場所 （マー ク し た

核果 をかた めて 置 く 場所） に最 も 頻繁に現れたのはサルや リ ス ではな く ホ ン ド タ ヌ キで、

実際 に噛み割 っ て食べる 動画 も 撮影でき た と い う 。 そ こ で こ の卒業研究を指導 し た島 田将
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社 氏 （ 帝 京 科学大学 ） に 依頼 し た と こ ろ 、 タ ヌ キ の食痕標本1 個 と 食 べて い る 動 画 を 送 っ

て く れ 、 同 封の 手紙 に は 「 タ ヌ キ が カ ジ カ ジ し て い る の は 見 る か ら に 不慣れで愛嬌 が あ る 」

とl ：： かれ て い た。 筆者が そ の 食痕 を 見 て も 、 島 田 氏 が観 察 し た行動 を 裏付 け る よ う に サル

よ り 荒 っ ぽい割 り 方 で 、 そ う や っ て 割 っ て も 果仁の どれほ ど を 口 に で き る の か疑 いた く な

る ほ ど だ っ た。 も う1 種ア ナ グマ は食べ る 可能性が 高 い が情 報収集や文献調 査 は ま だ手付

かずで あ る 。

げっ 歯類で はニ ホ ン リ ス(Sciurus lis.) と エ ゾ リ ス （ キ タ リ ス S. vulgaris の 一 亜種） 、

それ に ア カ ネ ズ ミ(Apodemus speciosus-) が ク ル ミ を 食べ る こ と は よ く 知 ら れて いて 、 百

科事典類 に さ えそ の 記述が あ る （ 例 え ば 、 宝川 ，1996. 西垣 ・ 川 道，1996. 塩谷 ，1996な

ど ） 。 残 る は ム サ サ ビ(Petaurista leucogenis) と モ モ ン ガ2種(Pteromys momonga と

P. volans.) で あ る 。 ム ササ ビ は げっ 歯類の 中 では体が最 も 大 き い し 、 物 を か じ る 習性 も あ

る 。 し か し 、 東京都の 高 尾 山 近 く で調査 し て い る 杉 田 あ き 氏 （総合研究大学院大学） に よ

れば 、 木 に な っ た状態の ド ン グ リ 類は秋 に食べ る が 、 地 上での食物漁 り はせず 、 樹上 での

ク ル ミ 食 い も 一度 も 観察 し て い な い と い う 。 ま た ム ササ ビの食性 に 関す る 文献 に も 記録が

な く 、 研究者仲 間 に 問 い合わせて も 食べ る の を 見た こ と が な い と い う 。 ム ササ ビが 食べな

い な ら 、 ず っ と 小 さ いモモ ン ガ も おそ ら く 食べな いだ ろ う 。

以上 、 筆者が現時点 で把握で き て い る 限 り では 、 日 本の 草食性お よ び雑食性野生哺乳類

の う ち ク ル ミ 食い をす る の は ニ ホ ン リ ス 、 エ ゾ リ ス 、 ア カ ネ ズ ミ 、 ヒ メ ネ ズ ミ 、 それに 二

ホ ンザル と ニ ホ ン ジカ 、 ニ ホ ン イ ノ シ シ 、 ヒ グマ 、 ツ キ ノ ワ グマ 、 ホ ン ド タ ヌ キ であ る 。

こ こ で問題 に な る の は 、 一つ は 、 サル について棲む地域 ご と に頻繁 に食べ る 、 め っ た に

食べ な い 、 ご く 最近食べ始 め た と い っ た違い が あ る こ と か ら し て （伊沢 ， 本誌57~71 頁 ） 、

他の哺乳類 も 調査 さ れた地域で は食べな い が別 の地域では食べ る と い う 可能性が残 さ れて

い る 点 だ。 ニ ホ ン リ ス で 、 生息地域に ク ル ミ の木が な いか ら 当 然だが 、 ク ル ミ の食べ方 を

知 ら な い リ ス も い る と い う （ 田 村，2011) 。

も う 一つ は 、 北海道 に 生息す る げ っ 歯類のエ ゾ シマ リ ス （ シマ リ スTamias sibiricusの

一亜種） が ク ル ミ を食べ る と い う 記録が 見 あ た ら な い こ と であ る 。 体 の 大 き さ は 同 所的 に

生息す る エ ゾ リ ス と 比べた ら 半分以 下だが 、 ア カ ネ ズ ミ よ り はひ と 回 り 大 き い。 し か も 両

者 と 同 じ く エ ゾ シマ リ ス も 基本的 に は植物食で 、 ド ン グ リ 類な どの種子 を 好み貯食 も す る

（川道1996. 田 村，2011) 。 と こ ろ が エ ゾ リ ス やア カ ネ ズ ミ が ク ル ミ を 好んで貯食す る

の に 、 エ ゾ シマ リ ス は ク ル ミ よ り 小 さ い種子 を選ぶ と い う し(Sa i toh and Nakatsu, 1997) 、

Tamura et al. , (2005) や 田 村(2011) の げ っ 歯類の食物 リ ス ト で も 、 ニ ホ ン リ ス 、 エ ゾ

リ ス 、 ア カ ネ ズ ミ は ク ル ミ を食べ る の にエ ゾ シマ リ ス （ と ヒ メ ネ ズ ミ ） は食べな い こ と に

な っ て い る 。
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それは ど う し て な のか。 一年の 半分(10月 か ら4月 ） を 冬眠 し て過 ごす (JI I 道，1996)

こ と と 関係する のか。 同所的 に生息す る エ ゾ リ スやア カ ネ ズ ミ と の食物を め ぐ る すみわけ

なのか。 上下一対の門 歯が 両者に比べて弱 く ク ル ミ の固 い殻を 削れない （風張喜子氏 ， 私

信 リ ス研究者か ら情報 を収集。 飼育中 のエ ゾ シマ リ ス に ク ル ミ を 与えた ら か じ り ついて

門歯 を折っ て し ま っ た と い う 話 も あ る と い う ） こ と に よ る のか。 頬袋を持ち木の洞や地下

の穴 に持ち込んでか ら 食べる の で採食現場が観察 さ れず食痕 も 見つか ら ないか ら な のだろ

う か。 あ る いは、 今回筆者 ら が金華山 で明 ら かに し た 、 こ れま で記録のなかっ た ヒ メ ネ ズ

ミ の ク ル ミ 食いが ニホ ン リ ス やア カ ネ ズ ミ のいな い こ と に よ る と す る な ら （伊沢 ， 本誌52

~56頁参照） 、 エ ゾ シマ リ ス は海岸沿いや近郊の森林 、 森林限界を超えた標高2,000 メ ー ト

ル ま で生息する と い う か ら （川 道，1996) 、 例 え ば北海道のエ ゾ リ スやア カ ネ ズ ミ が棲ん

でお ら ずク ル ミ の木のあ る 地域の ど こ かで、 エ ゾ シマ リ ス も ク ル ミ 食いを し て い る 可能性

が あ る のではないだろ う か。
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