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研究成果の概要（和文）：テングザルは、単雄群を社会の基本単位とするが、他の多くの種の単雄群で見られる
子殺しが見られず、また単雄群間の敵対的交渉も少ない。申請者はこの傾向を説明するものとして、本種が父系
的基盤をもつ重層社会を形成し、そのため雄間の血縁度が高くなっているという仮説を立てて研究を実施した。
飼育テングザルの糞より開発した遺伝子マーカーを用い、300以上の野生個体の糞から本種の血縁度解析に必要
となるデータを得た。今まで謎に包まれていた全雄群内の血縁度を明らかにした。また、全雄群の行動観察デー
タから、一見すると平和的なテングザルの重層社会は、実は強い雄間競争により進化した可能性があることを示
した。

研究成果の概要（英文）：Among primate social systems, the multilevel society, in which smaller 
levels of social organization aggregate into larger units, is one of the most complex. Several 
nonhuman primate species including my study subject, i.e., proboscis monkeys, are characterized by 
multilevel societies. To achieve a better understanding of both the proximate mechanisms maintaining
 and the selective factors underlying proboscis monkey multilevel social systems, we examined their 
genetic patterns. In this study, we revealed the relatedness among individuals both in the 
one-male-multifemale and all-male groups. In addition, based on the data collected via the direct 
behavioural observation, I also potentially indicated the possibility of the high male-male 
competitions for females in their multilevel social system. 

研究分野： 霊長類学

キーワード： テングザル　重層社会
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
複雑に重層化するヒト社会の進化の探求

は、人類学最大の課題である。重層社会を形
成する希少な霊長類種（現存種 5/250 種）を
モデルとした、重層社会形成のメカニズムの
解明は、ヒトの社会進化を探る上で重要な情
報を提示する。 
テングザルでは、群れの基本単位である単

雄群がいくつか集まり、行動を共にすること
で、さらに高次の社会「バンド」と呼ばれる
重層社会が報告されている（Yeager 1991; 
Murai 2004）。本種は，重層社会という特異な
社会機構を持ち、社会生態学的にも重要な種
でありながら、その社会進化と生態学的特性
に関する知見は乏しかった。これはテングザ
ルが、詳細な観察が難しい湿地帯に生息して
いることが原因であった。 
この問題を解決すべく申請者は、比較的地

盤が安定していて、詳細な行動観察が可能な
川辺林に着目し、2005 年よりテングザルの研
究を開始した。申請者は、テングザルの単雄
群を人付けし、林内での詳細な終日観察を世
界で初めて行い、本種の基礎的な生態を明ら
かにした。その中で、テングザルの重層社会
の構造についても予備的な調査を実施して
おり、環境要因（餌資源量、捕食圧）が、テ
ングザルの単雄群間の凝集性と関連性が深
いことを明らかにしている（Matsuda et al. 
2010）。しかし、その内部構造の詳細は不明
である。特に、テングザル全雄群に焦点をあ
て、重層社会内で彼らがどのような社会関係
を構築しているのかは全く分かっていなか
った。 

 
２．研究の目的 
 テングザル単雄群の雄は、2-3 歳で群れを
出て全雄群の一員となる。単雄群と全雄群か
ら形成される社会を持つ多くの霊長類で、単
雄群と全雄群の間の繁殖を巡る争いと、それ
に続く子殺し行動が報告されている。しかし、
申請者の観察において、全雄群と単雄群の闘
争を観察したのは数例であり、子殺しは一度
も生じていない。また、新生児を抱えた雌が
単雄群に移籍したり、単雄群の崩壊後に新生
児を抱えた雌が、新たな単雄群に移籍するの
を観察している。テングザルの社会は、一見
すると子殺しの生じ易い条件を揃えている
が、それを抑制する社会機構があるようだ。
仮に、雄間の血縁的繋がりが強ければ、単雄
群と全雄群の間の激しい闘争は生じ難いし、
血縁的繋がりのある単雄群の核雄間は、敵対
せずに集まり、重層的な社会を形成し得るだ
ろう。全雄群の生活史に焦点を当て、その内
部構造を明らかにすることで、すでに蓄積さ
れている単雄群内の雌間関係との比較を通
し、テングザルの重層社会の本質を明らかに
することが本研究の目的である。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、申請者が 13 年以上にわたり維

持・管理しているキナバタンガン川下流域
（マレーシア・サバ州）のスカウ村を拠点と
して行う。本調査地では、基礎的な生態学的
資料に加え、調査のための基盤が整っている。 
 調査地個体群の全体像の把握のために、ボ
ートによるセンサスを定期的に実施した。テ
ングザルは、夕方になると必ず川沿いの木々
に泊り場をかまえるため、ボートセンサスに
よる個体群把握が可能である。また、ボート
センサスで発見した個体群については、翌早
朝に同じ場所を再訪し、林床に落ちている新
鮮な糞を採取し、その腸管細胞より DNA を
抽出することで個体間の血縁度推定を実施
した。ただし、野外におけるテングザル DNA
の抽出手法確立のため、日本国内で唯一テン
グザルを飼育しているよこはま動物園のテ
ングザルの糞を利用して実験をおこなった。
全雄群については、可能な限りの追跡と行動
観察をおこなった。 
 
４．研究成果 
 野生テングザルの重層社会の内部構造を
把握するため、糞からの DNA 抽出、効率的
な性判別、個体識別、血縁度解析をする必要
があった。そこで、横浜市立よこはま動物園
で飼育されているテングザル 5 個体の糞を収
集し、DNA マーカーを用いた性判別およびマ
イクロサテライトの遺伝子型の決定を効率
的に行うための実験系の確立を目指した。糞
サンプルの収集の際のタイミング、保存方法
などに工夫を重ね、複数の実験手法を試みた。
具体的には、個体識別・血縁判定を行なうマ
ーカーには、テングザル用に開発されたマイ
ク ロ サ テ ラ イ ト マ ー カ ー 20 座 位
（Salgado-Lynn et al. 2010）を用いた。まず、
Lysis Buffer 法で抽出した DNA を用いて、そ
れぞれのマーカーを PCR で増幅し、該当領域
の増幅を確認した。該当領域の増幅が確認で
きなかった場合や該当領域以外に非特異的
アリルが検出された場合は、登録されている
マイクロサテライトを含む配列を調べ、新た
なプライマーの合成を行なった。また、以下
に行なうマルチプレックス PCR のために、プ
ライマーの再合成を行なう際は、増幅される
長さが多様になるように工夫した。それぞれ
の領域でマイクロサテライト領域の増幅が
確認された後、効率的に解析するためのマル
チプレックス PCR の系の検討を行なった。性
判別は、Deadbox 領域内の断片(Villesen & 
Fredsted 2006)を PCR 増幅する方法を試した。
この方法は、テングザルではまだ試されてい
ないが、アジアのコロブス（ドゥクラングー
ル）でも性判別できることが報告されている。
ヒトの場合、この領域を増幅した際に得られ
る X 染色体上のアリルサイズが 180bp、Y 染
色体上のアリルサイズが 209bp であることが
知られている。マイクロサテライトマーカー
の多様性、親子判定、血縁判定については、
GenAlEx 6.3 (Peakall and Smouse 2006) 、
CERVUS（Marshall et al. 1998）、Coancestory 



version 1.0（Wang 2011）などの既存のソフト
ウェアを用いて解析を行った。以上の過程を
経て、野外でも適応可能な実験系を確立した。
つまり、野生テングザルの糞サンプルから正
しい性判別、親子判定、血縁度判定が可能と
なった（発表論文⑦）。 
上述の実験系により、野外で収集した約

300 個のテングザルの糞から遺伝子解析を実
施した。多くのサンプルで高い精度での結果
を得ることができたが、解析に適さない糞も
一部ではあるが混在していた。重層社会の内
部構造を把握するためのデータを十分に得
ることが出来たといえる。特に、全雄群の血
縁度データも集まったことから、今まで謎に
包まれていた雄グループ内の血縁度の一端
を明らかにすることができた（論文執筆中）。
特に、本種の重層社会が父系的、または母系
的な基盤をもつのかを明確にすることが今
後の大きな課題であり、その結果を他の重層
社会を形成するヒヒ類と比較することで、ヒ
トを含む霊長類社会の重層化を促す要因を
特定できるだろう。 
 全雄群の直接観察からは、一見すると平和
的なテングザルの重層社会が、実は強い雄間
の競争によって進化した可能性があること
にも言及することができた。長期における個
体識別された群れ構成データ、テングザルの
形態学的データ、音響データなどをもとに、
テングザルの性的二型の進化を考察する中
で、特に雄の鼻の肥大化には、重層社会ゆえ
の雄間競争の強さが関係することが明らか
となった。テングザルの雄の鼻の特殊化は、
雄の強さの象徴であり、雄間競争の激しい社
会でくらすテングザルの雄間における、無駄
な争いを避けるための社会的なメカニズム
と関連していることを示唆することができ
た。つまり、テングザルの比較的平和に見え
る重層社会の内部構造には、雄間競争が潜在
することを明確にすることができた。社会生
態、形態、音響、そして遺伝学的な結果を包
括的に分析していくことで、重層社会解明の
新たな可能性を示すことが出来た（発表論文
③）。 
 さらに、調査地の個体数の全体像を把握す
るために実施してきたボートセンサスのデ
ータを集計することで、二次的な成果として、
調査地を含むキナバタンガン下流域のテン
グザルの保全に有用な個体群動態に関する
知見を提供することができた（発表論文①）。
特に、大きな成果としては、10 年間の総個体
数に変化はないものの、単雄群、全雄群の群
れサイズが小さくなっていることを示した
ことである。霊長類の群れサイズは、森林の
断片化の影響を強く受けると言われている。
つまり、一見すると個体数の変化は見られず
に安定した個体群を維持しているように見
える同地域のテングザルだが、絶滅危惧種で
ある本種の安定的な保全のためには森林断
片化を抑制する必要があることを示唆する
ことができた。 
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