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は じ め に

アリモ ド キ ゾ ウ ム シ と イ モ ゾ ウ ム シ は い ずれ も 卵~羽

化 ま でサ ツ マ イ モ 塊根 (以下イ モ と 略称) と い う 閉鎖的

空間 内 で生活 し， 羽化後 に イ モ か ら 脱 出 し て， 開放的空

間で生活 を送 る 。 し た が っ て， 繁殖 シ ス テ ム も こ う し た

空間的違い を 反映 し て お り ， 特 に 卵~羽化の時期 は イ モ

の サ イ ズや質お よ び他個体の影響 を 強 く 受 け て い る と 考

え ら れ る 。 ま た， 成虫期 に は土 中 と 植物体上 な ど の場で

生活 し て お り ， こ れ も 繁殖行動 と 密接 に 関係 し て い る と

考 え ら れ る 。 こ こ で は こ う し た 点 を 中心 に ， こ れ ら 2 種

の生活 シ ス テ ム に つ い て概説す る 。

な お， アリモ ド キ ゾ ウ ム シ は二つ の車 種に分 け ら れ る

こ と も あ り ， そ れぞ れ地理的分布 を 異 に す る が， こ こ で

は主 と し て日本産 の アリモ ド キ ゾ ウ ム シ に 関 す る 知見 に

つ い て述べ る 。

I ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ

1 繁殖行動

( 1 )  成虫

本種成虫 は雌雄 と も 夜行性で， 交尾や産卵， 摂食な ど

の行動 は夜間 に 行わ れ る 。 成虫 は羽化後数日間 は イ モ 内

に と ど ま り ， そ の後 イ モ か ら 脱出 し て く る が， そ の個体

数は早朝に ピ ー ク を示す。 イ モ に 対 す る 摂食行動 は夜間

に認め ら れ， 交尾 は主に日没後数時間 内 に 行わ れ る 。 産

卵 は深夜 に 行 わ れ る 傾 向 に あ っ た (SAKURATANI et al.， 

1994) 。

奄美大島でイ モ を植 え た ケ ー ジ で夏季 に お け る 微生息

場所 を調査 し た と こ ろ， 時刻や成虫 の日齢， 性に よ っ て

違 い が認め ら れた 。 5日齢の雄 は 夜間 は イ モ の葉上 に い

る こ と が多 く ， 昼間 は土 中 に い る 割合がや や増加 し た 。

こ れ は 15�30日齢の個体で も ほぼ同様であ っ た 。 一方，

5日齢の雌 は か な り の個体が土 中 に い る こ と が多 か っ た
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が， 夜間 は 多 少葉上 に い る 個体が 目 立 っ た 。 15�30日

極右で は夜間葉上 に い る 個体の割合 は や や低下 し た 。 秋季

と 冬季 に は雌雄 と も 葉上 に い る 倍体の割合 は か な り 低下

し， 特に老齢雄 は昼夜 と も 地表 に い る 個体が 目 立つた。

ま た， 雌 は 時刻 に 関係 な く 土 中 に い る こ と が多 か っ た 。

同じケ ー ジ で行動 も 調査 し た と こ ろ， 夏季 に は 交 尾 は

す べ て 夜間 に 限 っ て 認 め ら れた 。 歩行 は 雌雄 と も 昼間 も

多少認め ら れた が， 特 に 雄 で は日齢 に 関係 な く 夜間 に 多

く 認め ら れた 。 秋季 ・ 冬季 に は全般に静止 し て い る 個体

の割合が増加 し た 。

夏季の夜間 に つ い て み る と ， イ モ 畑 の 土 中 や イ モ ト ラ

ッ プで採集 し た雌 は， ス イ ー ピ ン グ で採集 し た築上の雌

よ り も 精子や成熟卵 を持 つ 割合が高 か っ た 。

以上の こ と か ら ， 未交尾雌 は夜間， イ モ な ど の葉上 で

性 フ ェ ロ モ ン を分泌 し， 活発 に 歩行 し て い る 雄 を誘引 し

て 交尾 に 至 る と 推察 さ れ る 。 交 尾 し た 雌 は 卵 が成熟 し

て， 土中 に 入 っ て 産卵す る も の と 推察 さ れ る 。

雌の フ ェ ロ モ ン の 分泌 は 生涯行わ れ る が， 一度交尾す

る と 分泌 さ れな く な る ( SUGIMOTO et al .， 1996) 。 雌 は初

期 に は交尾 を繰 り 返 し 行 い， い わ ゆ る 初期多国交尾型で

あ る が， フ ェ ロ モ ン の 分泌特性か ら 野外 で は 1 回 の交尾

が大部分 と 思わ れ る 。 一方， 雄成虫 は 生涯， 交尾が可能

で受精能力 を 持 っ て お り ， 生涯多国交尾型で あ る 。 し た

がっ て， そ れだ け不妊雄放飼法 は効果が期待で き る が，

不妊雄の野生虫 に対す る 性的競争力 が問題 と な る 。 性的

成熟 は雌雄 と も 5日齢 く ら い か ら で， こ れ は 羽化後数日

し て， イ モ か ら 脱 出 し た 直 後 に 当 た る 。 産卵 前期 間 は

28Tで約 1 週 間 で あ る ( ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ 研究会，

1992) 。

雌成虫 は イ モ の表皮 に 口器で穴 を あ け， そ の 中 に 1 個

づっ産卵 し， 産卵後 は糞状の物質で栓 を す る 。 成虫の食

害痕 は こ の よ う な栓がな い の で区別で き る が， こ の栓の

た め に産卵数 を把握す る こ と は難 し い。 産卵 は 表面 に ラ

ン ダム に行わ れ る こ と が多 い が， 物 に 接 し た部分 に好ん

で産卵 さ れ る 。 し た が っ て， イ モ に 均一 に 産卵 さ せ， 飼

育の効率化 を は か る に は発泡ス チ ロ ー ル のチ ッ プな ど の

材料内 に イ モ を埋 め る 必要 が あ る (上門 ら ， 1993) 。

雌成虫 は羽化後数日 を 経 て 産卵 を 開始 し， 数日で日当
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た り 2�3 卵 と ピ ー ク に 達 す る 。 そ の 後 は ほ ぼ コ ン ス タ

ン ト に 雌 の 寿命で あ る 3�4 か 月 間日 当 た り 1 卵 く ら い

を産卵 し続 け る 。 生涯の産卵数 は飼育条件下で は1 雌当

た り 平均 64 個 であ る (SUG IMOTO et al . ，  1 996) 。 イ モ に含

ま れ る カ イ ロ モ ン (tr iter peno] acetate) が摂食や産卵

に 有 効 に 働 い て い る こ と が 明 ら か に さ れ て い る

(N OTTING HAM et al . ，  1 989) 。 し か し ， こ う し た 物質 を 合

成 し て 実用 的 に 雌 を誘引 す る ま で に は至 っ て い な い。

本種 は熱帯~亜熱帯に 分布す る 見虫 で あ る が， 交尾が

行わ れ受精能力 が あ る 限界温度 は1 0Tで あ る こ と が実

験的 に 確認 さ れた (SUG IMOTO et al. ，  1 996) 。 ま た ， 産卵

限界温度 は1 4'Cで， こ れ ら の 温度 は奄 美 大 島 の 最寒月

で あ る 1 月 の平均気温 よ り も 低い。 し た が っ て ， 奄美大

島 で は冬季 に も 繁殖が可能であ る と 考 え ら れ る 。

( 2 ) 幼虫 ・ 嫡

ふ化幼虫 は イ モ内 に も ぐ り ， 摂食 を はじ め る 。 こ の場

合， イ モ に産卵 さ れた卵数が少な い と 食 い付 き が悪 く ，

鮮化幼虫期の死亡率が高 い。 し た が っ て ， あ る 程度 の数

が産卵 さ れた ほ う が生存率が よ し こ れ は 幼虫の摂食 に

よ る Ter penoid-inducing f actor の生成が イ モ の細胞 を

破壊 し て摂食 し や す く し て い る た め と 考 え ら れ て い る

(URITAN I  et al . ，  1 975) 。 ま た ， 低密度 で は羽化日 (発育

期間) の ば ら つ き が大 き く な り ， 不妊化 の た め の放射線

照射 に 支障を き た す こ と に な る 。 し か し ， 幼虫密度が高

す ぎ る と 幼虫 が小型化 し ， 次世代 の 繁殖能力 に 影響 す

る 。 し た が っ て ， 羽化成虫 の体サ イ ズや増殖率， 羽化の

斉一性な どか ら 考 え る と ， 飼育幼虫密度 は イ モ1 50 g 当

た り 親世 代 密 度 で 65 対 前 後 が 適 当 と 考 え ら れ た

(SAK URATANI et al. 投稿 中) 。

踊化 は イ モ内 に 幼虫期 に 作 っ た 空隙で行わ れ る 。 か な

り 食害 を 受 け た イ モ はボ ロ ボ ロ に な り 比較的簡単 に分解

で き ， 嫡 を 取 り 出 す こ と がで き る 。 嫡 は湿度が適 当 で あ

れ ば羽化 さ せ る こ と がで き る 。 な お ， 踊化時刻 は不明で

あ る 。

2 生活史と繁殖

発育零点、 は 卵 で は1 3. 7， 幼虫1 0.1 ， 煽1 3. 2， 卵~成

虫 1 2.3， 産卵前期 間 1 2. 6'Cで あ る 。 有効積算温度 は，

卵 で は1 08. 7， 幼 虫 270. 3， 煽 92. 6， 卵~羽 化 454. 6，

産卵前期間11 9.1 日度 で あ る ( ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ研究

会， 1 992) 。 発育零点 も 有効積算温度 も 鱗麹 目 を はじ め

と す る 多 く の昆虫類の値 と 同様で， 特 に 高 く は な い が，

コ ク ゾ ウ な どの貯穀害虫 よ り は や や 低 い (桐谷， 1 991 ) 。

こ れ ら のパ ラ メ ー タ ー か ら ， 奄美大島 での年発生回数

は 5 回�6 回 と 推定 さ れ る 。 こ れ は フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プ

に よ る 発生消長の ピ ー ク の数 ( アリモ ド キ ゾ ウ ム シ研究

一一一 1 4

会， 1 992) と お お よ そ 一致す る 。

本種 は奄美大島で は老齢幼虫や踊 と し て 土 中 の イ モ内

で越冬す る こ と が多 い (瀬戸口， 1 992) 。 奄 美 大 島 に お

け る 最 寒 月 で あ る 2 月 の 地 中 温 度 は 地 下 50 cm で

1 5. 3'Cで あ る の で (気温 は1 4 . 6'C) こ う し た越冬 虫 の

温度環境 は外気温 よ り や や 高 く 維持 さ れ て い る こ と に な

る 。

た だ し ， 本 種 に は 短日 条 件 下 (臨界日 長 は1 3 L 11 

D) での成虫休眠が知 ら れて お り ， 長日条件下で も 22'C

以 下 の 温度 で卵巣 の 発育 は抑制 さ れ る と い う (金城，

1 996) 。 し た が っ て ， 野外で は 冬季 に は 繁 殖 は 行 わ れ な

い と 考 え ら れ る 。

近年， 本種の九州本土や四国 への侵入 ・ 定着が認め ら

れた が (本誌 特集号参照) ， 上記 の パ ラ メ ー タ ー か ら こ

れ ら の地域での定着の可能が裏付 け ら れ る 。 ま た ， 温暖

化 に と も な う 今後の北上化傾向 は 予測が難 し い が， 土中

の塊根内での発育が主体 に な る の で， そ の可能性は十分

考 え ら れ る 。 本 種 の 成 虫 期 に お け る 耐寒 性 温 度 は

2�3'C と 推 定 さ れ て い る (筆者 ら ， 未 発 表) 。 土 中 50

cm の 最寒月 の 地 温 が こ の 値 に な る 地域 は 東北 地 方 で

(気象協会， 1 959 ( た だ し ， 気象庁で は 現在 は 地 中 温度

は測定 し て い な い ) ) ， 今後温暖化に と も な い北上の可能

性 は 強 ま る も の と 考 え ら れ る 。

E イ モ ゾ ウ ム シ

1 繁殖場所

イ モ ゾ ウ ム シ は ヒ ル ガ オ 科植物 を 寄主 と し て い る

(SHERMAN and TAMAs Hmo ， 1 954 ; RAMAN and ALLEYNE， 

1 991 ) 。 日本 に お い て は サ ツ マ イ モ かomoea batatas， グ

ンパイ ヒ ル ガ オ よ ρes-ca prae， お よ びノ ア サ ガ オ よ in

d ica な どが寄主 と し て確認 さ れ て い る (栄， 1 968) 。 本

種幼虫 は こ れ ら の茎や塊根の内部で育 ち ， 成虫 も 茎や塊

t艮， 葉 を食べて生活す る 。 成虫 は発達 し た 後麹 を も っ て

い る が飛べ な い (T UCKER，1 937 ; SHERMAN and TAMASHIIW ， 

1 954 ; ALLEYNE， 1 982) 。 移動 は 主 と し て 歩行 に よ る の で，

自 力 で移動で き る 範囲 は 限 ら れて い る と 考 え ら れ る 。

成 虫 は 夜 間 に 活発に 歩行 し (S HIMlZU and MORIYA ， 

1 996) ， 繁 殖行 動 も 夜 間 に 活 発 に な る ( 下 地 ・ 小演，

1 994) 。 イ モ 畑 に お け る 観察 で は ， 成 虫 は日 中， 地際付

近の茎や地上で見 ら れ， 夜 間 は 地際の茎や地上で見 つ か

る ほ か， 葉上で も 活動 し て い る 。 し か し な が ら ， 野外 に

お け る 成虫 の微生息場所や交尾場所， ま た繁殖行動 に つ

い て は ほ と ん ど調査 さ れて い な い 。

2 繁殖仔動

(1 ) 交尾
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雄 は 雌 に 接触す る と 直 ち に 雌 に マ ウ ン ト し ， 中 ・ 後脚

で雌 の体の側面 を 前 後 に こ す る ( ス ト ロ ー ク 行動) 。 マ

ウ ン ト さ れた 雌 は歩 き 回 り ， 体 を 激 し く 左右に揺す っ た

り ， 腹部 を 高 く 持 ち 上げ雄 を振 り 落 と す 行動 を 繰 り 返

す。 雌が腹部 を持 ち 上 げた と き に ， 雄 は 体 を 雌の腹端へ

移動 さ せ， 交尾す る 。 交尾姿勢 は ユ ニ ー ク で， 雄 は雌の

腹端部に し がみ つ き ， 雌の体軸 に 対 しでほぼ垂直 に な る

よ う に 姿 勢 を 保 つ。 交 尾が解 け る と 雄 は 再 び マ ウ ン ト

し ， ス ト ロ ー ク を行 う 。 雌 も 交尾 と 同様 に ， 歩 き 回 り ，

体 を 激 し く 揺 ら し， 腹部 を 持 ち 上げ る 行動 を 示す。 そ の

後， 雄が雌か ら 降 り て 一連の 交尾行動 を終 え る 。 雌雄の

接 触 か ら 交 尾 を終 え る ま で の 時 聞 は 36�92 分 で あ る

(小演， 未発表) 。

成虫 の 後胸腹板 に 性 的二型 が認 め ら れ る (馬場 ・ 米

国， 2000 ; KOHAMA and SUGIYAMA， 2000) 。 雄の後胸腹板

に は 中央部 に へ こ み が あ り (雌 は 平坦) ， 鱗片 が密 に 生

え て い る 。 交尾の際 に 雄の胸部腹面 と 雌の鞘麹先端が接

し て い る の で， 雄の後胸腹板の形態 は雄の 交尾姿勢 を保

つ の に 役 立 っ て い る と 考 え ら れ る (KOIIAMA and 

SUGIYAMA， 2000) 。

成虫 は， 腹部背面 に あ る ト ゲ と 前麹裏面の ヤ ス リ状の

面 を こ す り 合 わ せ て 発音 す る ( 安 田 ・ 宮 良， 1 992) 。 音

は 2 種類 あ り ， 一 つ は雌雄 と も 発す る 妨害音， も う 一つ

は雄の みが発す る コ ー ト シ ッ プ ソ ン グで あ る 。 後者 は雌

と の交尾 に い た る 行動の一つ の ス テ ッ プ と 考 え ら れ， 雌

は コ ー ト シ ッ プ ソ ン グ を感知 し て 交尾 を 受 け 入れ， 拒否

の場合 は妨害音 を 発 し て 交尾拒否 を示す。 雄が雌にマ ウ

ン ト し た 場合， 下の雄が妨害音 を 発す る こ と も 観察 さ れ

て い る (YASUDA and TOKUZATO， 1 999) 。

雄 は 多国交尾 を 行 う 。 雄 の 生涯 交尾 回 数 は 平均 で 35

回 で あ っ た 。 ま た雄 はー娩 に 5 雌 と 交尾す る こ と がで き

る 。 こ の場合， 最初の 雌 は 多数の精子 を 受 け 取 っ て い る

が， 2 番 目以降の雌が受 け取 る 精子量 は わ ずか で あ る 。

雄 を複数の雌 と 連続的 に 交尾 さ せ る と 雄の精子がほぼ枯

渇 す る よ う で， 交尾 し た 雌 の 受 け 取 る 精子量 は わ ず か

か， ほ と ん ど見 ら れな い ( 山岸， 未発表) 。

雌 も 多 回交尾 を 行 う 。 雌 の 受精嚢 の精子収容力 に 限界

が あ る の で， 交尾回数が増 え て も ， 受精嚢内の精子量 は

増加 し な い。 し た が っ て 後で交尾 し た 雄の精子の大多数

は貯蔵 さ れ な い で廃棄 さ れて い る と 考 え ら れ る 。 あ る い

は精子置換が起 こ っ て い る 可能性 も あ る 。 雌の再交尾率

は， 交尾後数 日 聞 は か な り 低 い が， 10 日 目以降 は 高 く

な る ( 山岸， 未発表) 。

( 2 ) 産卵

産卵前期 間 は 250Cで羽化後約 11 日 で (KOIIAMA and 

SHIMOJ I ，  1 998) ， 摂食 し な い と 卵 が発育 し な い (安 田，

1996) 。

雌 は イ モ 塊根の表皮に 口 吻で孔 を あ げ， そ の 中に 1 卵

を産卵 し ， 産卵後に液状の排j世物 (糞ふた ) で卵 お よ び

孔 口 を 覆 う (下地 ・ 小演， 1 994) 。 糞 ふ た は ア リ ・ ダ ニ

の よ う な捕食者か ら 卵 を 守 り ， ま た 卵の乾燥 を 防 ぐ と 考

え ら れて い る (T UCKEH， 1 937 ; ALLEYNE， 1982) 。 こ の よ う

に通常， 卵 は植物組織内 に 産 み込 ま れ る が， 飢餓条件下

で は 雌 は成熟卵 をポ ロ ポ ロ と 産 み落 と す (SHIMOJI and 

KOHAMA， 1 996) 。 ま た こ の場合 は糞ふた を か ぶ せ る こ と

は な い 。

雌 当 た り日当 た り 産卵数 は 平均1 個 (ALLEY NE， 1 982) 

か ら 4 個 (岩永 ら ， 未発表) で あ る 。 1 雌 の 生涯産卵数

に つ い て ， T UCI<ER (1 9 3 7 ) は 平 均 42 5 個 ， ALLEYNE 

(1 982) は平均1 80 個 (最大 362 個) ， ま た 岩永 ら (未発

表) は平均で約 260 個 (最大 662 個) と 報告 し て い る 。

成虫 は 寿命が長 く ， 1雄 は 4�6 か 月 以上 に 渡 っ て 卵 を 産

み続 け る こ と が で き る (T UCKER， 1 937 ; ALLEYNE， 1 982 ; 

吉 田 ， 1984) 。 た だ し 岩永 ら (未発表) に よ る と ， 産卵

数の ピ ー ク は 羽化後 20�30日に あ り ， こ の期 間 に日 当

た り で平均 6 個産卵す る が， 産卵数 は そ の後 し だ い に 減

少 し ， 羽化後 50日以降 は ピ ー ク 時の 半数 あ る い は そ れ

以下にな る と い う 。

( 3 ) 増殖曲線

親虫 の 密度 に 対す る 子 世 代 密度 の 関係 (増殖 曲 線)

は， い わ ゆ る 共倒れ型の 曲 線 を 示す。 す な わ ち ， あ る親

虫密度 ま で は親虫密度 の 増加に と も な い子世代密度 は増

加す る が， そ れ以上 の親虫密度にな る と 子世代密度 は 減

少す る 。 ま た親虫密度が高 く な る に つ れ， 子世代成虫 の

体サ イ ズ は 減 少 す る ( 杉 山 ・ 小演， 未発表) 。 こ れ は ，

幼虫密度が高 ま る に つ れ， 幼虫 は 十分 な 資源が得 ら れ な

く な り ， つ い に は幼虫が育つ のに必要 な最低限の餌量が

確保で き な く な る た め と 考 え ら れ る 。 幼虫期の 環境 は ，

後で述べ る よ う に羽化後 の 生殖 に も 影響 を 及 ぽす。

3 生活史

( 1 )  発育日数

24�26. 80C に お い て ， 卵期間 は 8�1 0 日 ， 幼虫期聞 は

1 8�23 日 ， 踊期間 は 8�1 0 日 (SHERMAN and T AMASHIRO， 

1 954 ; ALLEYNE， 1 982 ; 吉 田， 1 985 な ど) と 報 告 さ れ て

い る 。 羽化後， 成虫 は寄主植物内に し ば ら く 留 ま る 。

羽化後に利 用 で き る 餌資源が残 っ て い れ ば， 成虫 は羽

化後1 0日か ら 2 週 間 ほ ど 寄主内に留 ま り ， 性成熟後 に

寄主外へ出 て く る (岩田 ら ， 1994 ; KOHAMA and SHIMOJI ，  

1998) 。 し か し ， 利 用 で き る 餌資 源 が な く な れ ば， 未成

熟の ま ま 成虫 は 7日程度 で脱出 し て く る (杉山 ・ 小演，
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未発表) 。
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表 ー 1 ア リ モ ド キ ゾウ ム シ と イ モ ゾウ ム シの繁殖特性の比較

特 性
成虫の行動性

成虫の生活空間

性成熟期 ( 日 令)
雌雄聞の交信
交尾

産卵

交尾限界温度 ('C)
産卵限界温度 ('C)
発育零点 (to ) CC) 

有効積算温度 (K) ( 日 度)

化性 (推定年世代数)
越冬態
休眠
成虫平均寿命 ( 日 )
純繁殖率 (Ro)
内的自然増加率 (r )

ア リ モ ド キ ゾウ ム シ
雌雄 と も 夜行性
(交尾， 産卵 と も 夜間)
雄 : 夜は築上， 雌 : 夜は地表
雌雄 と も昼間は土中
雄 :7， 雌 : 5�7 (27'C) 
雌の フ ェ ロ モ ン に よ る
雄 : 生涯多回交尾，
雌 : 初期多国交尾
(野外では l 回 ? )
I 卵/ 日 ， 生涯産卵
(総産卵数平均 : 65 個/雌)
10 
14 

イ モ ゾウ ム シ

雌雄 と も 夜行性

地表， 土中. 夜間は葉上

雄 : 8， 雌 :1 1 (25'C) 
音 ( コ ー ト シ ップソ ン グ)
雌雄 と も 多国交尾

4 卵/ 日 ， 生涯 ・ 260 個/雌

卵 (13 .7) ， 幼虫 (10 . 1 ) ， 蝋 ( 13 . 2) ， 卵~成虫脱出
卵~羽化 02. 3) ， 産卵前期間 (12 .6) I (雄 : 12 .7， 雌 :1 2 . 4) 
卵 (108.7) ， 幼虫 (270 . 3 ) ， I J}ß�成虫脱出
踊 (9 2 .6) ， 卵~羽化 (454 .6) I (雄 :741， 雌 :762) 
産卵前期間 019 .1 )
奄美大島 : 5�6 回 | 沖縄本島 : 4 回
奄美大島 : 主に老齢幼虫 と 嫡 | 沖縄本島 : 全ス テー ジ
生殖休眠 (冬季 な し ?
雄 : 126. 3土 59 .9 ， 雌 : 114 . 5:t 54 . 0 (27'C) I 雌 : 約90
60 .65 (27'C) 
0 .104/ ♀ / 日 (27'C)

ア リ モ ド キ ゾウ ム シ に 関 し て はア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ研究会 (199 2) ， SAKURATANI et al . ，  ( 199 4) ， 
SUGI�IOTO et al . ，  (1996) な ど に よ った. イ モ ゾウ ム シ に関 し て は AU.EYNE ( 1982) ， SHERMAN and 
TAMASHIRO (19 54) ，  SHIMlZU and MORIYA (1996) ， YASUDA and TOKUZATO ( 1999 ) な どに よ った.

卵か ら 成虫が塊根か ら 羽化脱出 す る ま での期間 に つ い

て ， 吉 田 (1 985) は 260Cで約 56日， 岩 田 ら (1 994) は

270Cで雄の平均約 45日， 雌約 47日 と 報告 し て い る 。 安

田 (1 998) は， い く つ かの飼育温度 で卵か ら 羽化後成虫

が 塊 根 か ら 脱 出 す る ま で の 期 間 を 調 査 し ， 1 90Cで

1 27�1 28日， 230Cで 約 65日， 270Cで 約 54日， 31Tで

は 60�67日， 雌雄間 で差 は な い と 述 べ て い る 。 ま た ，

た め ， 野外 に お い て は各世代が混 ざ り 合 っ て い る と 考 え

ら れ る (安田， 1 998) 。

皿 ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ と イ モ ゾ ウ ム シ の繁殖特性

の比較

以上， こ れ ま で に 得 ら れた 結果か ら 両種の 繁殖特性 を

ま と め る と 表ー l の よ う に な る 。 両種 と も 卵~羽化 ま で

イ モ 内 と い う 閉鎖的環境 を 生活空間 と し て い て ， イ モ か

ら 脱出後は植物体上や土中 と い っ た 場 を 生活空間 に し て

い る 。 し か し ， イ モ ゾ ウ ム シ は 飛期能力 が な く ， 配偶行

動 は 音 に よ っ て お り ， 飛淘能力 が あ り 配偶行動が フ ェ ロ

モ ン に よ る ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ と は こ の 点 で著 し く 異 な

っ て い る o ま た ， イ モ ゾ ウ ム シ の ほ う が生渡の産卵数 は

多 い が， 有効積算温度が高 い こ と な どが注 目 さ れ る 。 両

種 と も 今後明 ら か に す べ き 項 目 は い く つ か残 さ れて い る

が， こ う し た 繁殖特性 を 比較 し ， 今 後 の 分布拡大 の 予

測， 防除や根絶， さ ら に は両種の種間関係 な ど の解明 に

役立て て い き た い 。

1 50C， 1 70Cの飼育温度 で は成虫 ま で発育せ ず， 31 0Cで は

高温に よ る 発育遅延が認 め ら れ る と い う 。

( 2 ) 年間世代数

安田 ( 1998) は， 有効積算温度 (卵から成虫 の塊根脱

出 ま で) を 雌 762日 度， 雄 741 日 度， 発 育 零 点 を 雌

1 2. 40C， 雄1 2 . 70C と 推定 し ， 沖 縄 島 に お い て 年 間 4 世

代の発生が可能 と 述べ て い る 。 ま た ， 栄 (1968) は， 飼

育結果 を も と に 奄美大 島 に お い て 4�5 世代経過す る と

推定 し て い る 。 沖縄に お い て は， サ ツ マ イ モ やノア サ ガ

オ な ど の寄主植物が年中生育 し て お り ， イ モ ゾ ウ ム シ の

各 ス テ ー ジ が周 年観察 さ れて い る の で， 繁殖は一年 を 通

じて行わ れて い る と 考 え ら れ る 。 ま た成虫の寿命が長 い

( f 引 用 文献」 は省略)
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