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　Synopsis　Therc 　 were 　 sLgnificant　 diffeL’ences 　 among 　 three　 species 　 of 　 closely

related 　pyra ］id　nioths ，　Chilo　SltPl）t’e∬ atis ，　C．　le‘teeU ‘’∫ and 　Ancytotoinia／aponica ，　in
n し監mbcrs 　 of 　eggs 　 la｛d　per 　female，　 egg 　size ，　 egg −mass 　 size ，　head　 w 三dth，呈ongevi £y

under 　starvatEon 　condi 仁lo【1s　and 　feeding　habits　o £ new ］y　hatched　larvae．　Total　bio−

m 乱sof 　eggs （Mm3 ）per　female
，
　oviposition 　sequence 　of 　females，　incubat孟on 　periods

（days）of 　eggs 　and 　rates 　of 　eggs 　hatch（％）were 　not 　different　among 　tlrree　spec 童es．

は　 じ　め 　 に

　動物 の 繁殖戦略 に は ，小卵多産 と大卵少産 の 対立す る 方向が あり，それを決定す る要因 は 「子 に

と っ て の 餌 の 得や す さ」 で あ る とす る 考えが提出され て い る （
・
伊藤 ， 1978）．昆虫の 場合 に も，

こ の

よ うな観点 か ら見 て い くこ とは 当然 可 能で ある が，生活様式が 多様に 分化 して い る か ら ， 前述の 決

定要因 です べ て の 場 合 を説明 で きる か は ， それ ぞれ の 事例を検討した結果で な け れ ば判断 で ぎない

と考えられ る，

　稲の 害虫と して 有名な ニ カ メ イ ガ Cltilo　sttppi’essatis と そ の 近縁種 の ヨ シ ツ トガ G 勧 θθ磁 5 お よ

び ツ b ガ Atte］toiOtniaノαpo’配 α は，メ イ ガ 科 ツ トガ亜 科 に 属 し， 成虫の 外形 は よ く似て い る （矢野，

工969）．3 種の 寄主 植物 や駿息環境に つ い て の 知見 （木下 。河 田，1933； 立 石，1971）は 得 られ て い る

が，産卵様式に つ い て は 充分明らか に な っ て い ない ．そ こ で ，こ れ らの 種に つ い て，雌成虫の 大き

さ，産卵数，卵粒お よび ふ 化幼虫頭巾の 大きさ， 産卵量，産卵過程，卵塊当た り卵粒数，卵期間，

ふ 化率，ふ 化幼 虫 の 飯餓条件 に 耐 え る 能力お よび ふ 化幼虫の 寄主 植物 へ の 食入 行動 を 調べ た．その

結果，Ancyloloniia属 と CizilO属 との 間お よび ニカ メ イ ガ と ヨ シ ツ トガ の 種間 に，それぞれ小卵多

産 と大卵少産 の 対立す る 戦略 の 違い が あ る こ と が わ か っ た ．

調査方法

L　供試虫

a カ メ イ ガ は ， 1976 年 3 月下旬か ら 4 月上 旬に 野外 か ら蝋 を採集 し，窒内 で羽化 させ ，交尾後
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雌成虫 だけを取 り出 して 産卵実験 1こ用 い た，ヨ シ ツ トガ は ， 同年8 月 下旬か ら 9 月上 幻に 野外か ら

蛹を採集し，そ の 後の 取扱 い は 二 ヵ メ ィ ガ と同 1差に 行 っ た，な お，同 じ頃，野外か ら採集 した 交尾

中の 雌 成 虫数頭 も実験に 用 し・た ．ッ トガ は
，

ヨ シ ツ ト ガ と同 じ頃 に 野外 で 交尾 して い る雌成虫 を採

集 して 実験 に用 い た．

　2． 産卵

　内面を紙で 覆 い
， ま た，混 ら した脱脂綿を 入 れ た 大 型 試験管 （直 径 3cmx 長 さ20cm ） に雌 成 虫

を 正頭ずつ 入 れ ，
25℃ の

．
駿搬 ｛｝内で 産卵 さ せ た．な お ， 産下卵が吸水 しな い よ うに 配慮した．ヨ

シ ツ トがは 紙の 片方を巻 い た 方 が よ く産卵す る こ とが 予備実験 で わ か っ た の で，そ の よ うな 紙 を 入

れ て 産卯 さ せ た．ニ カ メ イ ガ と ヨ シ ツ トガ は ，毎 臼試験管内の 紙を と り替え，産 み 付け られ た卵塊

数 と卵塊当た り粒数を調 べ た．ッ トガ は 他2 種 と異な り卵を紙に 付着 させ る こ とは な か っ た の で ，

試験管内の 卵数を 毎 日調べ た ，産卵終 了 後 ， 死 亡 した 雌成虫の 前翅長 の 長 さ を 測定 し，体 の 大 きさ

の 指標 と し た ，ま た ，採 集 した 雌成虫で 産卵実験に 用 い なか っ た個体に つ い て も測定 した．

　3、卵期間 とふ 化率

　 ニ カ メ イ ガ と ヨ シ ツ ト ガ 隠 1卵塊ずっ ，ツ トガ は 儼体別，産卵 回 数 別 の 卵 を 小 型管 ビ ン （直径

1・5cmx 長 さ 6．Ocm ）に 入れ ， 管 ビ γ の 内側 に わ ずか に 水 を 付着させ た 後，25℃ の 恒温器に 入 れ

ふ 化 させ ， 毎 日ふ化幼虫数 を 調べ た．

　4．　卵粒お よび ふ 化幼 虫頭幅 の 大 きさ

　 3 種の 卵粒の 大 きさを 比較す るた め
， 産卵 日 ご とに 正 常な 30 卵 を任意 に 選び ，長 径，短径お よ

び高さを測定 した． ニ カ メ イ ガ と ヨ シ ツ トガ の 場合 は卵 の 全形 が見え る卵塊周辺部の 卵を 測定 し

た，また ，
ふ 化 幼 虫 の 頭 巾を 測 定 し，3 種 で 比較 し た．

　 5．飢餓条件下 に お け る ふ 化幼虫の 生 存 日数

　ふ化幼 虫の 生存の 強 さを 知 るた め，食草を入 れず，内但1」に 水を 付着 させ た だけの小型管 ビ ン に 1

頭ずつ 入 れ ，25°C の
．
匝 温 下 で 毎 日の 生存を 調 べ た ．3 種 と も，各産卵回数 ご とに 50頭 の ふ 化幼虫

に つ い て 調べ た．

　 6．ふ 化幼虫の 寄主 植物へ の 食入行動

　 ニ カ メ イ ガ の ふ 化 幼 虫 を実験圃 腸 に お い て ある ポ ッ ト雁え の 草高約50　Ctn の 稲 へ 50 頭 を 1 ケ 所

に 細 い 筆で 接種 し， 食 入 行動を 観察 し た ，ヨ シ ツ トガ ふ 化幼虫の 寄主 植物 へ の 食入 行 動 の 観察 は 川

原 の コ シ 群生地 で 草高約 90cm の 5本 に そ れぞれ 10 頭ずつ 計 50 頭 を筆で接種 して行 っ た．ツ ト

ガ ふ 化幼虫 の 行動観察 は 予 め 実験 圃 易 に 準爾した．i｛　，y トに 植えた 草高約 30　cm の メ イ シ バ に 1 ヵ 所

5頭ずつ 計 50 頭を筆で援種 して 行 っ た．ふ 化幼虫は 接触刺激 に 会 うと体を 丸 め る の で
， そ の よ う

な状態の ま まで も植物上か ら落下 しな い よ うに 工 夫 し て 接種 した．

結 果

ー

　1．産卵数

　 ニ カ メ イ ガ の 産卵数が雌成虫の 大きさ に よ っ て 異な る こ とが既 に 知られ て い る （鏑木 ら， 1939）

の で， 3 種 とも，産卵実験 の 結果を
．
醐体別に 検討し ， よく産卵した 個体だけに つ い て

， 前翅長 （x）

と 1雌総産卵数 （y）との 関係を調 べ た （Fig．1）．つ ぎに ， 雌成虫の 前翅長 の 平均値が Table　1 の よ

うに 3種 と も 13mm とみ な す こ とが で きた の で，　 Fig．1 の 同帰式を用 い て 算出した ツ ト ガ， ＝L カ

メ イ ガ お よび ヨ シ ツ トガ の 平均産卵数は 661」
，
514．9 お よび 193．2 とな り，

3 種 の 間に 明 らか な差

が み られ た （Table工）．
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　　A
，
Ancyloloinia／aPOi ・

lica ；L ，　Cfli〜b　lttteellitS；S ，
　C ．　suppre ∬ alis．

Table　 1．　 Comparison　of　length　of 　fore−wing 　and 　fecundity　a皿 ong 　three　species，

　　　　 Fecundity　mea 且s　here　the　total　nu 皿 ber　of 　eggs 　laid　per　fema孟e、

Regression
　 equat 廴on
Y ＝fecundity，
x ＝＝length
of 　fbre−wing

Length 　ef 　f｛）re噌wing

No．　ofspeclmensMean （mm ）
（95％ confi −
dence　lim量t）

　 Fecundity
　 （length　of
wing 　・＝　13　nim ）

Ch 　ilo　suppre ∬ alis

c ．luteellus
・4ileyloJomia　faponica

Y ・−94．29x− 710．91
Y ・ ・57．06x − 548 ．49
Y 鬻14857x − 1270．29

1002214 13．GO　（：ヒ0．21）
12．86　（士0 ．38）
13．29　（：ヒ0 ．65）

514，9193
．2661
．1

　2・卵粒お よび ふ 化幼虫頭幅 の 大 きさ

　3 種 の 卵粒の 長径と短径を 図示す る と
，

ニ カ メ イ ガ の 卵粒は ツ ト ガ の それ よ り相当大 きい が，ヨ

シ ツ トガ よ りは長径の
一
部が 重複す るけれ ども短径が 明らか に 小 さい た め 全体 と して 小卵で あ る

（Fig・　2）， こ の 結果 は ，産卵数 の 順序 とは ま っ た く逆 の 関係 を 示 して い る，す な わ ち， ニ カ メ イ ガ
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よ り産卵数の 多 か っ た ツ トガ ｝
’ktj、卵 で ， 産卵数の 少 なか っ た ヨ シ ツ トガ の 卵 は大 きい ．つ ぎに 13

種の ふ 化幼虫頭幅 の 測定値 は 明確な差 を 示 し，ヨ シ ツ トガ ，ニ カ メ イ ガ ，ツ トガ の 頼 に 小 さ くな り，

卵 の 大 ぎさを反映 した 鰹とな っ た，3 種 と も 産卵回 数 に よ っ て 大 ぎく変
．
化す る こ と は な か っ た

（Fig．3）．

　3．　産卵量

　 1雌が産卵 で きた 量 を，身［1粒 の 平均体鱗 （長 さ × 短径 × 高 さ） に 平均産卵数を乗 じ て 求 め た

（Tab 董e　2）．そ の結果 ， 卵粒の 大 きさ と平均産卵数は 種間 に 差力こあ っ たが
J 産卵猛は ほ ぼ同 じ値を示

した．こ の こ とは ，雌成虫の 大 ぎさが 同 じで あれば ， 産卵 で きる量 （÷繁殖努力） は 同 じで あ る こ

とを 示 して い る ．

　4．産卵過程 お よ び卵塊当た D卵粒数　　　　　　　　　　　　　　　　・　　 ．．

　 3 種 と も夜産卵す る の で
，

1夜 の 産卵 を 1 回 産卵 と し，産卵回 数 ご と に 総産卵数 に 対す る 割合を

Tabユe　2．　 Comparison　of　total　biomass　of 　eggs 　proCluecd　pe［’　female

　　　　　　　　　　　 of 　three 　spec 量e8．

Egg 　size

　（mm3 ）

b
．
ユ66

　 0 ，305
　 0 ．085

Number 　of 　eggs
laid　per　female

Chi〜∂SttPI」iで∬ a〜is
c ．littee〃‘’s

．4ney〜∂1ω 7廊 ノ叩 o’rica

514 ．9193
．2661
．1

Total　biDmass
of 　eggs （ 

3
）

　 　 51、49
　 　 58．93
　 　 56，19
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Fig．4．　 Comparison　of 　oviposition 　sequerlce 　of 　females　among 　three　species 。　 Symbols　see
　　 Fig．1，
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示 した （Fig．4）．3種とも第 1回産卵が も っ と も数が 多 く，それ以後は，ニ カ メ イ ガで多少変化 は

あ る もの の
， 全体的傾向 と して，順次減少 し，pro−ovigenic な種 の 特微 を 示 した，ニ カ メ イ ガ とヨ

シ ツ トガ は卵塊で 産み 付け る の で，卵塊 当た りの 卵粒数を産卵回数 ご とに み る と，2 種 と も産卵 が

経過 して い くに した が っ て 次第 に 減少す る．まだ， 1卵塊当た りめ卵粒数 は 常 に ニ カ メ イ ガ が多か

っ た （Fig．5）．
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　5．卵 期 間 とふ 化 率

　卵期陬は ユ カ メ イ ガで産卵回数に か か わ bな く 7 日間 ，
ヨ シ ツ トガ とツ トガ は 産卵回数 に よ っ て

ば らつ きは ある もの の ，平均 は 約 9 日間で ，種問 の 差は 大きくな い （Fig．6）．齷卵回 数別｛
．
こふ 化率

を 示す と，ヨ シ ツ トガ と ツ トガ は 回数 に 関係な く 90％ 以上 の 高 い ふ 化率で あ っ た の に 対 し，
ニ カ

メ イ ガ は第 4 回産卵 まで は 他 2 種と差は な い が，第 5 回産卵以降は 低率 に な り，と くに 最終産卵 で

は約 25 ％ の ふ化率 しか 示 さな か っ た （F丘g．7）．KANNO ＆ SAτO （1975）も，ニ カ メ イ ガ で は ふ 化率

が第5 回 産卵以降は 低くな っ て い くこ とを 報告して い る．けれ ど も，ニ カ メ イ ガ の ふ 化率は 産卵数

が 多 い 時高率を示す の で
， 他 2 種との 差 は大 ぎくな い ．

　6．飢餓条件下 に お け る ふ化幼虫の 生存日数

　食 草を与えず ， 管 ビ ソ の 内側を水 で 湿ら した だけ の 条件下に お け る ふ 化幼虫の 生存日数を 図示 す

る と Fig．8 の よ うに な り， 二 ヵ メ ィ ガ は 産卵回数4 ま で は 4 〜5 日生存 し て い る が第 5 回 以降 は こ

れ よ り短命 に な っ た，KANNO ＆ SATO （1975）は ，ユカ メ イ ガふ 化幼虫を 稲へ 接種 し て 7 日後 の 生

存 率 を 調 査 した と こ ろ ， 産 卵回 数 に よ っ て 囲 らか に差 が ある こ とを 見 い 出 し た．一方，ヨ シ ツ トガ

は 産卵 回 数 に 関係な く他 2 麺 よ り明 らか に 長 く 10〜13 日 も生 存 して，体が 大 ぎ い だ け で な く生存

能力 も高い こ とを示 して い る，また，ふ 化幼虫 が小 さか っ た ツ トガは ユ カ メ イ ガ の 第 4 回 ま で の 生

存 日数 と同 じ値 を 示 した．

　7． ふ 化幼虫 の 寄主 植物 へ の 食入行動

　ふ 化幼虫を寄主植物に接種 して そ の 行動を 観察す る と 3種 ともそれぞれ 特徴 の あ る 性質を 示 し

た， ニ カ メ イ ガ の ふ 化 幼 虫 は 稲 に 付着 さ せ る と，
5e 頭 の うち 40 頭は 下降 し葉鞘 と茎 の 間に 集団で

食 入 しk ．残 りの 10 個体は ．ヒ部 へ 向 っ た 後，しば ら くして 8 頭 が下降を開始 し 葉革偉と茎 の 間に 入

っ た．また，2個俸は葉の 先端か ら糸を 吐 い て 下降し，到着した葉を下降 して 単独 で 食入場所を深

した．ほ ぼ 同様 な 観察結果 を 佐藤 ・森本 （ig62）， 大竹 ・大矢 （1965）も報 告 して い る，ヨ シ ツ トガ の

ふ 化幼虫は ヨ シ へ 接種す る と，た だ ちに すべ て の 個体 が上 部へ 向っ て 移動 し， 植物の 先端か ら糸を

吐 い て 分散 した．こ の 結果 か ら，ふ 化幼虫は 分散を した 後，単独 で植物へ 食入する もの と考 え られ

る，ツ トガ の ふ 化幼虫は メ イ シ バ に 接種す る と
，

し ば らくして か ら動 き出 し， e シ ツ トガ の よ うに

分敏す る こ と も ，
＝ カ メ イ ガ の よ うに集団を作る こ ともな く，単独 で 葉を摂食す る．摂食中の 幼虫

に 筆で 触れ る と，体を 丸 め て 植物上 か ら落下す る．

考 察

　 3種 の 産卵様式 に 関連す る 事項を 調べ た とこ ろ，産卵量 （Tab 王e　2），産卵過程 （Fig．4），卵期間 （Fig．

6），ふ 化率 （Fig．7）で は 同 様な傾向が み られ た が
， 産卵数 （Table　I，　 Fig．1），卵粒 お よ び ふ 化幼虫

頭幅の 大き ざ （Figs．2，
3）， 卵塊当た り卵粒数 （Flg．5）， ふ化幼虫の 飢餓条件に酎え る能力 〔Fig．8），

ふ 化幼 虫 の 寄主植物 へ の 食入行動に は 種問に 差があっ た．こ れ らの 結果 は，近縁種で あ る こ とを 反

映して ，習性 の
一

部 に 類似性がみ られ た が ， 伊藤 （1978）の 繁殖戦略の 考えに 照ら し て み る と，An−

0ア弼 01廠 属 は C溜 0 属 よ り も，また Chigo属中で は ニ カ メ イ ガ が．n シ ツ トガ よ りも小卵多産型 で

あ り，他方は大卵少産型 で あ る こ とが わ か る．

　AnCJ，lolO」nia 属 と Chilo属との 間 で は 前者 が 小卵多産戦略を と っ て い る が ， そ の 違い を 俸藤

（1978）の 「子に と っ て の 餌の 得や す さ」 の 考 え で 検討す る と，ふ 化幼虫が寄主植物の 内部に 食い 込

むか ，外都か ら摂食す るか の 違 い と し て み る こ とが で きる．Chilo 属 の ふ 化幼虫 は イ ネ，マ コ モ
，

ヨ シ ，ッ ル ヨ シ 等の 茎中に食入す る （木下 ・河田，1933；立 石 ，
1971）か ら ，

で きる だけ大ぎな個
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体の 方が 生 存 に 有利 と考え られ る，従 っ て
， 大卵少産戦略 は煎述の 決定要因で 説明す る こ とが で ぎ

る．しか し歳が ら，
え1Z（ッめb 〃忽 属の ふ化幼虫の 場合は ，

メ イ シ バ等の 葉を表面か ら撰食す るか ら，

小 さ な個体 で も飜 を 得 る こ と は 容易で あ る が，小 さ い 方が 生存に 有利 とい う積極的必然性 は 見い 出

せ ない ．む しろ，今回調ぺ た ふ 化幼虫の 大 きさ程度ならば，大きい 個体 の 方 が 餌を得る の に 有利で

あると判定す る こ と もで ぎる．本種成虫 の ば らまぎ産卵行動，俵状 に な っ た卵 の 形お よびふ化幼虫

が外部の 刺激に 対 して 敏感1．こ反応 して 植物上 か ら落下す る 習性か ら示 唆され る こ とは ，
こ の 小卵多

産が卵お よびふ化幼虫 の 危険性 に対す る補償作用 として 成立 した と考え られ る こ と で あ る，岩田

（1971）は ，労働寄生をす る狩蜂 と花蜂 お よ び 有錐類 の うち 重寄生性 の 種 にみ られ る微小卵 は ，危険

に 対す る補償作用 で あ る と考えて い る，

　ニカ メ イ ガ と ヨ ツ シ トガ との 間に みられ る戦略 の 違い は，後者が大卵少産に な っ て い る こ とで ，

そ の 差 は ふ 化幼虫 が植物へ 食入 す る習性 の ｝塗い の 反映 と して み る こ とがで ぎる．ニ カ メ イ ガ の ふ 化

幼虫 は
， 集団で 植物へ 食入 す る方向へ 向 っ た た め

， 体の 大 きさを よ り変形する 必要 が な か っ た と考

えられ る．そ れ に対 して，ヨ シ ツ トガの ふ化幼虫は ， 単独 で植物 へ 食入するか ら，よ り大 きな個体

が生存に 有利と考えられ ， 大卵少産戦略を と っ た理 由 は 前述の 決定要因 で説明で きる ．こ の こ とは ，

ふ 化幼虫を 飢餓条件 に お い た 時 ，
ヨ シ ツ トガ の 方 が 明らか に 長期間生存 した こ と （Fig．8）か ら も示

唆 され る．た だ ， 成虫の 卵塊 を産み け付 る 習性は ，卵塊当た り卵粒数 （Figr　5）は 減少 し た もの の ，

ふ化幼虫が単独で 食 入 す る方法が生存 に 將利 とす れ ば，そ の 方向 と一
致す る ま で に は 至 っ て い ない

こ とを 示 して い る．

要 約

　ニ カ メ イ ガ，ヨ シ ツ ト ガ お よ び ツ トガ の 産 卵 襪 式 と 1令幼 虫 の 特性 を室 内 で 調 べ た，産卵量 ， 産

卵過 程，卵 期 間 お よ び ふ 化 率 は 3種 の 購 に 差 は 見 られ な か っ た．ツ トガ ，
ニ カ メ イ ガお よ び ヨ シ ツ

1・ガ の 1 雌 当 た り産 卵 数 は ， そ れ ぞ れ ，
661．1，514．9 お よ び 1932 で ，種 間 に 明 ら か な差 が あ っ た．

卵粒 お よ び ふ 化幼 虫 の 頭 幅 の 大 き さ は ， 種問 に 差 が あ り， 産卵数 と は ま っ た く逆 の 順序 で あ っ た．
ニ カ メ イ ガ の 卵塊 当 た り卵粒 数 は ヨ シ ツ トガ よ り明 らか に 大 き か っ た．ふ 化 幼 磁 を 飢餓条 件に お い

て そ の 生 存 日数 を調 べ た とこ ろ，ヨ シ ッ ト ガ は．他 2 種 よ り 明 ら か に 長 く生 存 し た ．ふ 化 幼 虫 が 寄 主

植物 に 食入 し た 時 ，
ユ カ メ イ ガ は集団で あ っ た の に 対 し ヨ シ ツ トガ は 単独 と 考え られ た ，ツ トガ は

植物 の 葉 を 単 独 で 摂 食 し た、こ れ らの 結 果 か ら，Ancンloiemia属 と ChilO属 と の 間 に，お よ び ニ カ

メ イ ガ と ヨ シ ツ ト ガ の 種 開 に そ れ ぞ れ 小 卵 多 産 と 大 卵 少 産 の 対 立 す る 戦 略 が あ る と考 え られ た ，

Summary

　　Oviposition　patterns　and 　some 　characters 　of 　lst圭nstar ユarvae 　of　three　closely　related 　pyrarid

皿 oths
，
　Chilo　suppre ∬ alis

，
　C ．　luteellas　and 　Ancylolonzia／aponica ，　were 　examined 　under 　labotatory

co1 ユditions．　 Total　biornass　of　eggs （皿 lns）per　fema至e，　tempora1 　patterns　of　oviposition 　by　females，
incubatio且 p巳riods （days）of　eggs 　and 　ra 亡es　 of 　egg 　ha亡ch （％）were 　not 　different　among 　three
species ．　 Numbers 　of　eggs 　laid　per　female　of　A，ノaponica ，　C，　suppre ∬ alis　and 　C．　luteelltts　were

661，1
，
514．9and 　193．2．　respectively ；the　differences．among 　three　species 　were 　significan亡，　 Egg

s呈zes 　and 　head　wld 亡hs　of　newly 　hatched　Iarvae　of 　the　three　species　were 　djfferent　and 　the 　o厂der
was 　reverse 　to　the　number 　of 　eggs 　laid　per　female．　 Egg−mass 　size 　of （： supp 」

’
essal ’3　was 　notice −

ably 　large　tha 且 C，　lutee〃エis．　The　longevity　of　the　newly 　hatched　larvae　of 　C．　lutee〃us 　under

starvation 　conditions 　was 　longes亡among 　three　species ．　 When 　newly 　hatched 　larvae　were 　set　on

the　host　pla且 亡
，
1arvae　of 　C．　luteellus　crept 　into　stem 　singly，　whereas 　larvae　of 　C．　 sup ρre ∬ alis 　dict
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so　9「egar ！ously ・　Larvae　of ’廴ノaf）onica　fed　sin9 ［y　on 　the　Ieaf　of　host　plan亡，　From 　these　results
，

託 scemed 　that　bifurcat歪on 　to　two　different　repvocl しlctive　strategies
，
　smalleg91high 　fecundity　strategy

and 　large¢ gg11◎w 　fヒcundity 　strategy，　was 　recognized 　between　gonus　An ごyloiotπia　and α 晦 ，
between （： ・TliPt）”essalis 　and 　C．　itttee〜’ど’．y，　respectiveiy ．
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