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　Itani　proposed
“
Double 　Concentric　Circle　Structure 　Moder 　 in　19540n 　the　basis　of　the　observation 　 of しhe　artificially

provisioned　Japanese　 macaques 　in　Takasakiyama ，　 This　 model 　 says 　 that　 adult 　females，七heir　 offsprtngs ，　 and 　 high−

ranking 　 males 　 occupy 　 the　 central 　part　 of 　the　 troop 　 while 　 low−ranking 　 males 　 occupy 　 the　 peripheral　 part．　 Later，
some 　prima 七〇logis七s　criticized 　that　such 　a　spatial 　distribution　of　the　troop　members 　resulted 　from　monopolistic 　use

of　the　localized　 foods　in　 the　 provisioning　 site　 by　the　high−ranking 　individuals　 and 七hat
“
Double　Concentric　Circle

Structure　Mode1
”

was 　 not 　applicable 　to　the　wild 　troop 　Qf 　the　 monkeys ，　 which 　subsis しed 　Qn 　dispersed　foods，　 In　this

paper，　 the　 applicabnity 　 of　this　model 　to　the　 wild 　 Japanese　 macaques 　is　 reconsidered 　from　the　soctoecological 　point
of　 view ．　 In　 conclusion ，　 it　is　 suggested 　that　 even 　the　wild 　troops 　 shows

脇
Double　Concentric　Circle　Structure

”
when

foods　localized　in　a　small 　patch ．

Key 　 words ：Japanese　 macaques （ニ ホ ン ザ ル ），　 Social　 structure （社 会構 造 ），　 Socioecology（社会 生 態学），　 Double

　 　 　 　 　 concentric 　 circle 　 structure 　 model （同心 円二 重 構造 モ デ ル ）

1．は じめに

　日本霊長類学の 第
一

世代 と して そ の 土台を築 い て き

た 伊谷純
一

郎 は，著書 『サ ル ・ヒ ト ・ア フ リ カ 』
D

の

中で ，自身が 宮崎県幸島を初め て 訪れ た 日 に つ い て述

懐 して い る 。 「島 を ひ と回 り し，深 い 森 の 中で 方向 を

失 っ た り した。 食痕 や 糞 は見たが，サ ル に 出会 うこ と

は で きな か った 。 しか し，こ の 日，1948年12月 3 日を

もっ て ， ニ ホ ン ザ ル 研究 の ス タ
ー

トの 日 と した い Q 」

彼 の こ の 記述を尊重すれば，わ が国 で ニ ホ ン ザ ル 研究

が始ま っ て およそ半世紀が経過 した こ とに なる 。 そ こ

で 本稿 で は，伊谷 の ニ ホ ン ザ ル （M αcαca　fascatα）
に 関す る 重要 な発見の ひ とっ で あ る，い わ ゆ る 「同心

円二 重構造 モ デ ル 」
2）

に っ い て ， 社会生態学
3）

の 観点

か ら再考 して み る こ とに す る 。

2 ． これまで の 「同心 円二 重構造 モ デ ル」 に

関する議論

　 「同心円二 重構造 モ デ ル 」 は，大分県高崎山 の 餌付

け され た ニ ホ ン ザ ル の 群れ の共時的 ・通時的な社会構

造 を 示 した モ デ ル で あ る （図 1 ）。 同心 円の 中心部 に

は オ トナ 雌とそ の ア カ ン ボ ウや コ ド モ，そ して 当時 は

ボ ス と呼 ば れ た 高順位 の お とな 雄 が位置す る 。 他方，

若者組 と 呼ば れ た若い 雄や ボ ス 見習 い と呼 ば れ た一部

の お とな 雄とい っ た い ずれ も低順位 の 雄 は，そ の 周縁

を取り囲む 。 また，こ う した群れ の 共時的構造は，以

下 の よ うな 通時的な 変化を示す と考 え られ た。中心部

で 生 まれ た ア カ ン ボ ウ の うち 雄の 子供 は 成長 とともに

中心部か ら周縁部に は み出し， さ ら に そ の 身体的 ・社

会的な完成 に 伴 っ て 中心部に 戻 っ て くる 。 雌は中心部

に 生 まれ，一
生中心部を離れな い

2）
。

　だ が ， 「同心円二 重構造 モ デ ル 」 の 発表後お よ そ 10
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図 1　 ニ ホ ン ザル の 群れ の 「同心 円二 重構 造 モ デル 」
2）
（1953

　　 年 5月 に 行 っ た大 分県高崎山の 群 れ の 観 察 を もと に 描

　　 い た もの
。 Aは 中心 部を，

　 Bは周縁部を表す。 矢印は，
　　 群れ の 構成員 の 身体 的 ・社会 的成長 過程 を示す。）

年経過 して ，群れ の 通時的構造 に 重大な修正 が加え ら

れ た 。 雄の ほ と ん ど は生ま れ た群 れ を離脱す る こ とが

知 られ る よ う に な っ た の で あ る。また，疎外個体 とし

て 扱われ て い た ヒ ト リザ ル も，群れ に移入 して く る こ

とも分か っ た ％ 他方，共時的構造 に っ い て は，様 々

な地域で の 餌付け群の 調査を通 じて，中心部 と周縁部

の 境界 が 不明瞭 な群れ も見 っ か っ た が ， そ う した 群れ

も含 め て 基本的 に は こ の モ デ ル が 当て は ま る と考え ら

れて きたi♪’6 ）
e

　 しか しな が ら， そ の 後野生群 を 対象 と した調査 が 進

む に っ れ，モ デ ル の 妥当性に 疑問を投げかけ る声が高

ま っ て きた 。 伊沢紘生 は，著書 『＝ ホ ン ザ ル の 生態 一

豪雪 の 白山に 野生 を 問 う』
T）

の 中 で ，石川県白山 の 野

生群 に っ い て 次 の よ う に 述 べ て い る 。 「こ れ ま で ，群

れ を ま と ま らせ て い る中心 的存在 と して ボ ス が お り，

群れ の ま と まりは ボ ス の 統率力 に よ る と こ ろが 多い こ

と，群れ は中心部と周縁部よ りな る同心円二 重構造 を

もっ て い て ，…
（中略）

…，ざ っ と，以上 の よ うに 理

解 され て きた 。 だ が今， 目の 前に い る31頭の サ ル た ち

の ，… （中略）…そ の よ う な もの は何ひ とっ と して 読

み取 るこ とが私 に はで きない の だ 。 」 また井口 基 も，

著書 『東京の サ ル 』
8》

の 中で ， 東京都奥多摩に 生息す

る 野生群 の 観察 に 基 づ き，以下 の よ うに 述 べ て い る。

「私 の ニ ホ ン ザ ル の イ メ
ージ と は ，

… （中略）…私の

観察の 範囲 で は 先 の 同心円二 重構造 の 配置が見 られな

い の で ある 。」 こ の よ うに，こ れ らの 記述を読 む限り，

野生の ニ ホ ン ザ ル の 群れ に は，「同心 円二 重構造」 は

み られ な い と い う こ と に な る 。

　 しか し，果 た して 彼らは本当に 「同心円二 重構造モ

デ ル 」を否定 しよ う と して い た の だ ろうか ？と い うの

も，先の よ うに 否定 して は い る もの の，そ の 根拠が今

ひ とつ 明解で は な い ば か りか，む しろ肯定 と もと れ る

記述さ え散見 さ れ る の であ る。伊沢 は，同 じ著書
T）

の

中で ，異 なる群れ同士が近接 した状況 に お け る個体の

空間配置 に っ い て 述 べ て い る 。 「ひ と っ は，ア カ ン ボ

ウ や一歳 の コ ドモ ，そ の 母親 と思わ れ る メ ス 。そ れ に

主 だ っ た オ ス が，群れ の 広が りの 中で も， そ れ とわ か

る か た ま り を っ くる こ と で あ る 。

…
（中略）…もうひ

と っ は，比較的年齢 の 若 い オ トナ や ワ カ モ ノ や 二 歳や

三歳の コ ドモ の ，お もに オ ス た ち が，…
（中略）…か

た ま りを っ くる こ と で あ る。」 さ ら に は ， 移動時に 比

較的若 い 雄 た ちが群れ の 先頭や 最後尾 を 占め，中心部

に は体格の 大きな 主 だ っ た 雄 と ア カ ン ボ ウ や
一

歳仔を

持 っ た雌が い る こ と を図示 した上 で，次 の よ う に ま と

め て い る 。 「だ か ら群れ の 日 々 の 遊動生活 の 中で ，幼

な仔を持っ 母親た ち は，群 れ の 中で もも っ と も体格 の

す ぐれ た，多分 も っ とも年齢 の 高 い 世代 の オ ス た ち に

心理的に も頼ろ う とす る だ ろ う 。

…
（中略）

…そ の 結

果が，普段 で もア カ ン ボ ウ や
一
歳仔 と母親た ち の 近 く

に 主 だ っ た オ ス が い る傾向を生 む と考え られ る 。 群れ

が あ る種の 緊張状態に おか れ る と， こ の 傾向がか な り

鮮明化する 。 す な わち，二 っ の 群れが 近接 し合 っ た状

態 の とき，こ れ らの サ ル た ち は，き ま っ て 他群 か ら最

も遠い 所に位置するこ とに なる。」 また井 口
t｝

も， 「交

尾期に，大きな オ ス ザ ル の 周 り に ア カ ン ボ ウ をも っ た

メ ス と コ ドモ が数頭よ りそ っ た か た ま り」 が 見 られ る

と して い る 。

　上述 の ように，「同心 円二 重構造モ デ ル 」 が ほ ん と

うの 意味で 否定 さ れ た か に は疑問 が 残 る 。 しか し，

「餌場 の よ うな食物の 異常な局在を，自然は決 して 示

さ 」 な い た め，「強い 弱い の 関係を 見事に 反映 し た餌

場 に お け る オ ス た ちの 空間配置」 は見 られない
， とい

う伊沢 の 指摘
T）

は社会生態学 の 観点 か ら して 非常に 的

を得て い る 。 そ こ で まず，最近の 定量的な 研究を もと

に ，ニ ホ ン ザ ル の 順位 に よ る採食量 の 違 い と食物の 集

中度 の 関係に っ い て 考え て み る 。
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3． ニ ホ ン ザ ル の 順位 に よる採食量 の 違 い と

食物の 分布様式

　 Iwamoto9〕

は，餌付 け群で あ る幸島 の 群 れを対象

に，オ ト ナ雌 の 順位と採食量の 関係を 2月， 5月，9

月 の 3つ の 月で調べ た 。 い ずれ の 月 で も高順位雌は栄

養価 が 高 く集中分布 した 餌場 の 食物を よ り多 く摂取 し

たが，低順位雌 は栄養価は劣るが分散 した 自然 の 食物

を 多 く食べ る こ と に よ り不足を補 っ た。 しか し， 自然

の 食物が 乏 し い 2月 に は ，完全 に は 補え きれ ず，低順

位雌の 可消化 エ ネ ル ギ ー
摂取量 は高順位雌 よ り少な か っ

た。また
， 夏と冬に高崎山餌付け群を調査 したSoumah

and 　Yokotaエ ｝゚
も，幸島の 2月 と同 様 の 結果 を 得 て い

る 。

　 SaitoLDは ，宮城県金華山 の 野生群 を 対象 に，食物

の 分布様式が採食量 の 順位差 に 及ぼ す影響を調べ た 。

そ の 結果，
エ ネ ル ギー

摂取速度 の 高い ケ ヤ キ の 堅果が

大 きなパ
ッ チ （塊） を形成す る場所の そ ば を群 れ が 通

過 した 日 に は ，エ ネル ギー摂取速度 の 低 い イ ヌ シ デ の

堅果 との 合計 で ，雌 の 順位 に 従 っ た エ ネ ル ギ ー摂取量

の 差 は認 め られ な か っ た が，そ うした場所を通過 しな

か っ た 日 に は，低順位雌 の エ ネル ギー摂取量は高順位

雌の そ れ に 比 べ 有意 に 低 い こ とが 明 らか とな っ た 。 ま

た，同 じ小 さ なパ
ッ チ で あ っ て も隣接す る パ

ッ チ まで

の 距離 が 長 くな れ ば，そ こ で 伴食 す る個体 の 数が 増え，

そ の 結果，低順位雌ほ ど そ うした混 み合 っ たパ
ッ チ を

避 け る こ と を示 した 。 つ ま り ， 野生状態で あ っ て も，

質の 高い 食物が 小 さ なパ
ッ チ で ，しか も孤立 した 形で

分布す る こ とが あ り，そ うした 場合 に は，低順位雌の

採食量 が 高順位雌 に 比 べ 低 くな る こ と が起 こ り得 る と

い う こ と で ある。

　 こ の 場合， 高順位個体が 栄養価 の 高 い 孤立 した小さ

なパ
ッ チ に群 が り，低順位個体が そ の 周縁で 採食 して

い る と考え れ ば，順位 に 従 っ た 「同心円二 重構造 」 が

見 られ る こ と に な る。しか しこ の 研究は，そ こ まで 分

析も して い な ければ言及 も して い な い
。 また，ニ ホ ン

ザル を対象に した個体の 空間的な配置を中心部と周縁

部 に二 分 して 定量的 に 調 べ た 研究は皆無で あ る 。 そ こ

で 次節で は，ニ ホ ン ザ ル と同様，直線的 な 順位序列 や

血 縁 び い きが 見 られ ， 母系複雄複雌群を形成す る幾っ

か の 霊長類種
m ）

の 群れ の 空間構造 に 関す る研究 を参照

す る こ とで ，
ニ ホ ン ザ ル の 群れに お け る 「同心円二 重

構造 モ デ ル 」の 妥当性 を検討 して い くこ と に す る。

ニ ホ ン ザ ル の 群れ の 「同心 円二 重構造モ デ ル 」再考 　　 3

4 ．ニ ホ ン ザ ル の 群れ個体の 空 間配1 一ニ ホ ン

ザ ル 以外 の 霊長類 の 証 拠か ら

　 ニ ホ ン ザ ル と 同 じマ カ ク属 に 属す る カ ニ ク イ ザ ル

（M α cαcα fasciculα ris ）で は，高順位 の オ トナ雌ほ ど

最も大きなサ ブ グル ープ に い る 頻度 が 高 か っ た 。 しか

し，低順位雌 は小 さ なサ ブ グル ープ に 属 して 食物を巡

る直接的競合を避 け る こ とで ，高頽位雌と同程度の食

物を確保で きた 。 他方，母親 の 順位が 低 い場合，独立

し て 採食を始め る 3 ヶ 月齢以降の コ ドモ の 死亡率 が 高

く，こ れ は 母親 が 小 さな サ ブ グル ープ に 属す る頻度 が

高 く，捕食の 危険に晒され る た め だと考えられ た
13）

。

こ の 研究は そ れ ぞ れ の サ ブ グル ープ の 空間配置 に っ い

て 言及して い な い もの の ，最 も大きな サ ブ グ ル
ー

プ を

そ の 群れ の 中心部と見 な せ ば 群れ の 中心部 に い る こ と

の 意義 を示唆 して い る 。

　 ア ヌ ビ ス ヒ ヒ （P αpio αnubis ）野生群の オ ト ナ 雌

で は ， 高順位個体 ほ ど質が高く集中分布 を示す食物を

食べ る 結果，伴食個体数 は多 く，supplanting （相手

を い まい る場所 か ら立 ち退か せ る 行動） の 頻度は高く

な る が，よ り多 くの 食物 を 獲得す る こ とが で き た
14）

。

餌付 け群で は，高順位雌 ほ ど中心部 に お り，最近接個

体 ま で の 距離 が 短 い わ りに ．supplanting を受 ける こ

とが少な く，そ の 結果，食物摂取量 も多 か っ た
。 た だ

し，最近接個体ま で の 距離やsupplanting の 頻度が 同

じ場合 に は，中心 部 に い る こ とは食物摂取速度の 低下

を招く こ と も分か っ た。こ の こ とは，群れ の 周縁部 に

い る こ とで捕食者 に対す る警戒性を高 め る必要 が あ る

と い う デ メ リッ トよ りも，中心部 に い る こ と に よ って

群 れ の 他個体 の 接近 を警戒す る とい うデ メ リ ッ トが高

い こ とを 示唆 して い る
L
 

　フ サ オ マ キ ザ ル （Cebus　 apelta ） で は，最優位の

オ トナ雄 と最優位の オ トナ 雌 は，前方で 中央部や や 周

縁 よ り，コ ドモ は や や後方の 中心 部，中順位 の 雌と若

雄は進 行方向中央部 の や や 周縁部，低順位雌 と中順位

雄 が 後方 の 周縁部 に 位置 した
15〕

。 最優位個体が前方に

位置 した の は，樹洞や樹皮の 裏 に 隠 れ た 昆虫 を長時間

探索して 採食す る場合 に，後方の 個体が追い っ い て く

る こ とに よ り伴食個体数が 増 え て も独占的 に採食 を続

ける こ とが で きる た め で あ っ た。他方，コ ド モ は攻撃

を受ける頻度が低い ため前方で採食す る こ とが有利で

あ っ た に も関 わ らずや や後方 に位 置 す る こ と が 多か っ

た の は，そ こが 最 も安全 な場所 で あ る た め で あ っ た
16）

。
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　以 上 の 結果から，高順位個体 が群れ の 中心部を ， 低

順位個体が周縁部を占め る傾向 に あ るこ と は 確か な こ

とで あ り，そ れ は，高順位個体が，質が高 く集中分布

し小 さ な パ
ッ チ を 形成 す る食物を優先的 に 利用す る こ

と に よ る よ うだ 。 他方 コ ドモ た ち は，捕食者か らの 安

全を優先さ せ て 中心部を占め る ようで ある。ニ ホ ン ザ

ル 同様，直線的 な順位序列 や 血縁び い きが 見 られ母系

複雄複雌群 を 形成す る，こ れ ら霊長類野生群の 空間構

造 か ら判断 して，ニ ホ ン ザ ル 野生群 で も高順位個体や

コ ドモ が，採食 の 面や対捕食者 の 面か ら好ま しい 位置

で あ る中心部を 占め，そ れ が か な わ な い 低順位個体が

周縁部を占め る こ とは起 こ っ て い そ うで あ る 。

　 しか しな が ら，Saitoii）が 明 らか に した よ う に，食

物 パ
ッ チ の サ イ ズ が 大 き い か，小さ くて もパ

ッ チ 間 の

距離が 短 く連続 して い れ ば，低順位個体も高順位個体

と同 じよ う に採食で きる。逆 に 言 え ば，高順位個体は

そ の 優位性を ひ け らか す メ リッ トがな い 。
パ

ッ チ が集

中分布を示さ ず，分散 して い れ ば な お さ らで あ る。ま

た，捕食 の 危険が低 けれ ば，中心部 を 占め る必然性は

さ らに 低くな る 。 そ う した 状況 で は，順位制 は緩や か

に な り，高順位個体が 中心 部 を 占め る こ と も見 られ難

くなると考え られ る。 っ ま り，
ニ ホ ン ザル の 生息地そ

れ ぞ れ の 食物 パ ッ チ の 大 き さ，パ
ッ チ 間距離，分布様

式，あ る い は捕食圧 の 違 い に よ り，群れ が 「同心 円二

重構造」 を示す傾向は強くもなり弱くもなる。

　 実 は 伊谷 も，著書 『高崎山 の サ ル 』
2）

の 中で 指摘 し

て い る 。 「最後 に，群れ の 社会構造を 図示 して お こ う。

ただ し，こ れ は便宜的な ， 理解しやす い た め に 作 っ た，

模式図 に 過 ぎな い 。

… （中略）…しか し，そ の おの お

の は，た が い に連続 の もの で あ り，場所や 環境条件 や

群れ の お か れ た状態 に応 じて
， 適宜 に と られ た群れ の

相 な の で あ る 。 全貌をと らえ る こ とが で きた場合 と い

う の は，豊富 な食物 が集中 して ま か れ た ， え さ場 を 中

心 とす る別院 の 境内 に 投影 され た群れ の 姿… （後略）」

なの で あ る と 。

5．おわ りに

　本来の 「同心円二 重構造 モ デ ル 」 に 立ち返 っ て考え

れ ば，あ く まで もこ の モ デ ル は高順位雄が中心部に，

低順位雄が周縁部 に い る と い うモ デ ル で あり，雌 の 順

位に 従 っ た 空間配置 に っ い て示 した モ デ ル で は な い 。

そ れ に 対 し本稿 で は，Jansonth）・’fi）
を除け ばすべ て 雌

の 順位 とそ の 空間配置 に 関す る証拠か ら， 特に 雌雄 の

違 い に言及す る こ と な く，「野生 ニ ホ ン ザ ル 群で あ っ

て も食物が小さ なパ
ッ チ に 集中分布す る場合に高順位

個体 が 群 れ の 中心部を 占め る」 とい う結論 を 導 き出 し

た。雄 に つ い て も雌と同様 に 考え る こ とも可能だ か ら

こそ導き出され た結論で はあるが，雌 が 競争の 対象と

す べ き最重 要資源 は食物で あ り雄 の そ れ は雌 で あ る と

い う視点
17）

に 立 て ば，雄 の 順位に応 じた 空間配置 は，

雌の分布様式 に よ り決定 され る側面 が 強 い と考え られ

る 。 今後，こ う した視点 か ら，真 の 意味で ニ ホ ン ザ ル

の 群 れ の 「同心 円二 重構造 モ デ ル 」 の 検証がなされて

い く こ とが 期待 され る 。
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