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著者 は 前報で ゲ ジ の 生 長 に 伴 う形態の 変化 を報眷 し た が ， 本報 て は そ れ に 関連 し て ゲ ジ の 生 活 史 を 述 べ

る o

1．調　　査　　方　　 法

　産 卵数及 び 産卵期 間 は 成熟体 の 飼育結果 を基礎 に し て 推察 し た 。 飼 有 し た 成 熟体 は 越冬及 び そ の 前後 の 時

期 に 捕獲 し た もの 爿 圃本で ，
1 但体宛別別 の 容器 に 収容 し

，
1 日 3 回 以 上 そ の 中を粘査 し て 賻化幼虫 の 有

無 を確 め た 。 そ の 場 合 も し購化 した 幼虫 が お れ は そ の 都度そ れ を 飽 の 容器 に 移 し た 。 こ の よ うに し て 含 計

800 に 近 い 卵 な らび に 第 1 期幼 虫 を得 た が ， そ の 中延数 10 個体 を 1−十 年聞継 続 飼育 し た 。 飼 育は す べ て

脱皮をeeEFsす る為 と ， 共喰 を 防止す る 為 に 容器 を 区別 し た 。 淌脱皮時 期 ， 越冬形態 ， 幼虫 の 孵化 出現期間な

ど生 活 史 を知 る た め の 重 要 知 見 は 自然 観察 か ら も併 せ 得 た。卵 の 発 育 日 数 は そ の 発 端 の 確 実 な もの で 調査 し

た o

Ii、　 生 活 史

　 1．産卵 習性 及 び 孵化時期

　 卵 は 1・2xlnnrn の 楕 円球 形 で
，

1 卵宛 土 中 へ 揮 入 さ れ る 。 そ の 方 法 は 生 殖 孔 か ら出 た5随 ま ず生 殖肢 で

挾 み 取 っ た 後 ， 姿勢 を低 くす る こ とに よ り卵 を地表 に 軽 く接触 させ る と 同 時 に 卵 を 尾で っ きな が ら，そ の 長

経 を 軸 に 器 用 に 卵 を 回 転 さ せ て 表 面 に 泥 を な す りつ け る 。 そ の 後卵 を生 殖肢 で 換 ん だ 燼 そ れ と尾 と を 急激 に

旋 回 させ て 地面 を 掘 り下 げ ， か く して 卵 を 地中 へ 鼓 置す る D こ の 為に で き た 地 面 の 凹所 は 最俵 に 後方 歩肢 を

振動 させ て か き な ら し っ っ 卵 に 土 を皴 う 。

こ の よ う な方 法 で 行 わ れ る酋三卵環場 ｛爛 育に よ つ 費 湯 に 実見出来 る と こ ろ で 効 ，
こ れ が 長 期 ra7　tcわ た

り同
一

雌 に よ つ て 幾回 と な く繰 り返 さ れ る 。
こ の 事実 は 其鬣本動物 の 産卵 習性 を 示 す もの で あ つ て ，ゲ ジ の

卵 は 他の 多足類 に み られ 、る 如 き塊 を な さ ず，長期 間に わ た つ て 1 卵宛土 中 へ 挿 入 され るの で あ る。 した が っ

て 全産卵数 と そ の 時期 を産卵 そ の もの を t，つ て 確 認 す る事は 不 可 能で あ る。 そ の 為筆者 は 飼育成虫 か ら得 ら

れ た幼 虫数 と そ の 孵化出現状況 と を もつ て ゲ ジ の 産卵数 と淳 卵 時 期 と を 推察 し た 。 郎 ち 飼育 4 成 体 か ら 得 ら

オした 幼虫数 は 第 1 表 に 示 す通 りで あ っ て
， 観察 の 為 に 入 手 し た卵 を含 め る と ，

1 雌 の 産 出す る幼虫数 は 約

13〔レ290 個体 で
， それ ら の 幼 虫 は 毎 年 6 月下 旬 乃 至 7 月上 旬頃 か ら 10 月下 旬 乃至 ll 月 中旬 の 間約 4 箇
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月 に わ た つ て ，　1−IO 個体 宛 ほ と ん ど連 日の 如 く孵化す る 。 しか して そ の 孵化 出現数 を 月別平均す る と表示

の 通 り，
8 月を 最盛期 と し て 前後 の 月 に 漸 減 し て い る 。 こ の 点 自然界 に お い て も 6 月一10 月の 間常時第 1 期

幼 虫が みられ ， そ の 捕獲が 夏季 に最 も容易で あ る と こ ろ か ら ， 多少時 期的ずれ はあ る に し て も飼9tsgerc近

い もの と想 像 さ れ る 。

一
方孵化 に 要 す る卵 の 発育 日数 は 8 月 に 産卵 され た 場合 が 最短 で 】4−16 日で あ り、

6 月下旬或 は 9 月上 旬頃 に 酋i卵 され た場合 は 20 日前 後 で あ つ て
， 孵化 に 要 す る積算温 度 は 20  

bC
前後 で

あ る 。 こ れ ら を基 i楚に し て 孵化状 況 を考察 し た結 果 ， ゲ ジ は 概 ね S
’
月 下 旬 頃 か ら 9 月下 旬頃 に か け て の 4

箇 月間 に 】30−290 値 の 受穫卵 を 少 し宛産 下 し
，

7 月か ら 8 月 に か け て の 期 閲 が 産 卵 の 最盛期 で あ る と言 え

る o

　 2， 発　　　育　　　史

　孵化 後 の ケ ジ は 脱皮をee　b返 しつ つ 生 長 し て い く 。 そ の 経過の 1例 を 第 2表 に 示 し た 。
こ れ け 勿論 ！例 で

あ っ て ， ゲ ジ の 発育経 過 時 期 は 長期聞 に わ た る産卵 に よ つ て 起 る孵化時 期 の 早 遅 と そ の 上 に 気温 をは じめ 各

種 の 発育要因 が 加わ っ て
一様 で ない 。

　i） 脱 皮 ど平 均 気温及 び越冬期 聞 ： 生 長 に 伴 ら脱皮 は 平 均 気温 の 高 い 8 月 頃最 も頻緊 に 伴 わ れ ， そ の 後 は

気温 の 降下 に 従 つ て そ れ が 漸次 緩漫 と な り，　11 月頃 に な る と遂 に 脱皮を停ヰして そ の 時 の 生 長段階 で 越年

し ， 翌 年 気温 の 上 昇 を ま つ て 再 び 脱皮 を開始す る。
こ れ を 平 均 気温か ら み れ ば ， 脱皮 は 平 均 気温 15° G 以 上

の 状態 で 行 わ れ ， そ れ 以 下 で は 行 わ れ な い θ 年年 の 最終 ・最初脱皮 を時 期 と経過数 と か らみ る と き ，

一一・
母 tc

は 言 えな い けれ ど も発 育段階 の 進 ん だ もの 程最終脱皮 の 時 期 が 早 ま り t 最初脱皮 は よ り遅 れ る 場 合 が 多 い 。

こ の 時 期 差 は 発育 日数 の 長短．に 起因す る もの と考 え ら れ る が ，こ の 点を考慮外 と す れ ば il 月中 旬及 び 4 月

下旬頃 が 両脱皮 の 限界 時 期 で あ っ て
，

12 月
一3 月の 間 は 通 常 胆 皮 し な い 。 し た か つ て こ の 闔 が 生 態的 に み て
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越冬繝 と言 え ・ こ 噸 の ゲ ジ 鷹 と ん ど活動 す る ・ と な く・ 日射 し の よ い 風化 の 進 ん だ 岩 石 曙 贓 は草
木の 根元 の 間隙叉堆積 され た瓦礫 の 間 に 集 ま る 。

ii） sw 匕年度 の 賄 差 ・ 靴 年 度 の 越冬形態 を孵化騰 の 関係 か らみ れ ば ・ ）6H 下 有」蠣 化 し た もの は

孵化年度陳 幼螺 を完 了 して P ・a ・ m ・ tu … 或 は P・・ ud ・ matu ・ u ・ の 段 階で 越冬 し，
　b） ア 月 に 鯏 ヒし r。　S

の は 同 じ く Agenitalis　II　 rkit　 1− ・… u ・ で ・・）8 月 ｝（ 靴 化 し た 個体 は 第 6 期幼虫 か ら Ag ， ，、i，、li、　ll
の 躑 皆で

・
d） 9 肛 孵 化 し た もの は 第 4−6 期 幼 虫 で ・ ・） 1・−11n ・rc至 つ てrw 匕し た もの 鵬 1−3 黝 虫

の 形態 で そ れ ぞれ越冬す る。 と こ ろ が 第 レ 3期幼虫 は い ず れ も越冬途 中 で 死 亡 し た 。
一

方 自然界 に お け る越
冬形態 も第 蝴 幼虫以 降 の 羈 で 行 わ れ 藻 1−3 期幼虫 赫 られ 郁 。

・ れ は ・ の 生 長膿 が 丁 度 卵簸 養
期 に あ た る と こ ろ か 磁 冬能力 が なレ ・もの と 想齪 れ る ・

・ の よ うに 蹴 年 度 の 越冬 形態 爾 く外 部 よ り摂
食す る能力 蝣 つ よ 旅 な っ た 第 蠣 触 力ら Pseu・i・ ・nat ・ … rt・−C’の 広 い 発育差を 示す 。 ・ の 発 龍 は 長
期問 K わ た る産卵 に 由 る 孵化 時 期 の 早 遅 が 最大原因 を為す と 言え る 。

iii） 産卵年膨 孵化年豚 は 前記 の 通 嫉 い 発育差 で もつ 磁 冬す る が ，そ の 中 i」・ 4 期幼 虫 か ら Ag 。．
1］itaiis　 II の 段 階磁 冬 し た ｛弄齦 口ち孵 イ階 期 か ら言 っ て 桐 中旬 ∫ヌ陶 ・靴 した 貅 は次 年度 （第 2 年 目）
申 に 生 長 差 が 短 縮 され ・ い ずれ も最 も若 い Maturus の 段 階 で 再度越冬 し ，

3 年 目 に 産 卵 す る 6 と こ ろ が 6
月礪 化 した 鮴 は 前記 の 姐 そ の 年 内に P ・・ el ・ a ・一 或は Pseud ・ ma ・uru ・ ま で に 生 長す る 。 硫 鞭
体 も S 年 目vaは 産 卵 す る こ とは 勿論 で あ る が ・

P ・e・ d − ・・ … 卿 重・ は 形態的 に み て M ・… u ・ と 区別 し難

い 点 が あ る 事 を 考 え れ ば ， 若 し か すれ ば そ れ 等 の 中 に は孵化年内 に 交 尾 し て 次 年 度 に 産卵す る 個体 が あ る の

か 榔 れ 加 ・
こ の 点 鰓 出来 勧 つ た け れ ど 帰 し そ うで あ る に し て t ， そ の 数 は 劉 表 賦 す様 に 尠

な もの で あ つ て ・ 大部 分 の ゲ ジ は ・）蠏 匕犠 を幼 虫期或は 性的未鞭 で 過 し ，
b）第 2 年 目 に 性 的 麟 を

遂 げ ，
c ）第 3 年 目に 産卵す る と言え る 。

　
iV） 発育 日数 ： 発 育は 気湿 の 高 い 程 旺 盛 で あ る 。 し た が つ て 自然温 度下 に お け る 各段階 の 経過 日数 は，

そ の 発育段階 が 8 月 中下 旬 に経 過 す る場 合 に 最短 で ，最 終 ・
最初 脱皮 に 関連 し た 場 合 に 最 長 を 示 す 。 両

’
9 の

日数差 を 第表 に 示 し た 。 各発育躑 皆の 経 過 日魏 気濫 影響 され る と共 に 段 職 ・進 む に し た が つ て 長 くな る

の が一
毅 で あ ろ う e 幼 虫期間 は ， そ れ が 孵化 年度 内に 完 了 され る場合即 ち 8 月迄 に 孵化 し た 個捧 で は 37−90

目で
，

9 月以 降 の 孵化個体 で は途 中 に 越冬期 間 を挿 し鋏む為 に そ の 算 出 が 困 難 で あ る 。

　　　　　　Tablc 　3，　The 　duration　of 　each 　s｛adjum 　under 　room 　tempcrature 　at　16−32e（：：．

豪
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　3・　 交　　　　　　　尾

　ゲ ジ の 交尾 に 就 い て は 今 の 所 明 言出来 な い 。 し か し な が ら こ れ 迄 に 得 た知 見 を 綜合 し て み る と そ の 時期 は

越 冬前で あ つ て ． 雌 は 貯精嚢 中 に 多 くの 精虫 を 貯え て 越冬 し 翌年 の 産卵 に こ れ を 使用す る e そ の 場 含残 余 の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 8 ）
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精虫は更 に 次年度迄生存す る ら し く ， 飼育 した 成熟体は い ず れ も多 くの 幼 虫 を 産出 し た 翌年 ， 無交尾 の 儘で

再 び 越年 し た に もか か わ らず ，
】−Sl 個 の 受 糟卵 を 産 出 し た 。

4・　 ゲ　ジ　の 　生 　涯

　飼育 し た 成 熟体 は い ず れ も正 常 な産卵 を 行 つ た 翌 年 中 に 斃死 し た 。 そ の 時 の 体長 は 30mm 以内 で あ つ て ，

死 因 は ダ ニ の 寄 生 と 食餌 の 不 足 と の 両 ，9 　tc よ ら な か っ た こ とだ け が 明 らか で 他は不 明 で あ る が，体長 及び体

色 か ら し て 自然死 の 印 象 を 受 け た 。 こ の 事 と 第 2表 な ら び に 目然 界 の ゲ ジ の 体長 が 通 常 24−26mm で
， そ れ

以 上 の 体長 の もの は稀で あ る こ と等 を 併 せ 考 え る と， ゲ ジ の 生 命 は 3一ヰ 年 で あ っ て ， そ の 蘭 16−18 回 の 脱皮

を 繰 り返 えす もの と 推察す る 。
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REsum ξ

The 　Life　History　of 　 The プθuonema 　hitgenゴo 擁

　　　VERHoEFF （Chilopoda，　 Scutigeridae）

YOshiteru 　 MURAKAMI

Oshima 　 Chugakko ，　 Nihalna ，　 Ehjme ，　 Prcf．，　Japan

　　Ov 重pDsitioll　and 　Hatc ｝lin9 二　　The 　adu 玉t　fernale　of 　コ
「hetetio

解
ev7ta 　乃i99enderfi　VerhoeH

¶
lays　l30

−

290eggs 　from　the　Iattcr　part 　 of 　Ma ＞
，
　 to 　that 　 of 　SepteInbcr，　 Each 　of 　them 　is　 securel ＞

・held　between

gonopods ，　 revolved 　being　struck 　with 　tclson ，　 and 　is　thrust 　into 　the 　soil 　wjth 　 tbe 　gonopods 　 and 　the 　 telson ，

Thc 　incubation 　 period　 of 　the 　 eggs 　 varies 　froIn　 l4　 to 　 21　 days　 and 　 its　total　 cH
「
賦 ctivc 　 temperatures 　 are

approxin ユately 　 2000 （）．　 Thc 　 appearance 　 of　the 　 first三nstar 　 larvac　 last　from　 thc 　 latter　part 　of　June　 to

carly 　in　November 　and 　it　 reaches 　the 　maximuIn 　in　August （see 　Table 　D．

　　Dcvclopmental 　history；　The 　post
−embryonic 　development　 of 乳 hi！gevidorプ

’
i　 has　 six 　anamorpbic

ユarval 　 stadia
， ．and 　五vc 　 epimorphic 　 and 　sexuaUy 　developlnenta 夏 sIadia 　before　n ）aturit ＞

’．　The 　lapse　 of

such 　dcvelopnnent 》h   wev εr
，
　 is　 extrcmly 　various ．　 Molting 　 is　 repeated 　at 　 abovc 　 15°C

，
　 whi1e 　lt　does

not 　 occur 　 from 　 Deccmbe ：
・

to　 Marc1 コ．　 Th 巳 ］arvac 　 which 　 hjbernated 　 in　 lhe 　 year 　 of 　 hatchlng 　 show

the 　stadia 丘 α n 　the 　fourth　五ns 重ar 　larva　to　1） seudomaturus ，　 Such 　develoP 疋τ1ental 　differences　are 　not

recognjzed 　in　the 　second 　year　of 　hatchirlg　and 　a　lnajority 　 of 　the 　females　oviposit 　 in　the 　third 　ycar．

Thc 　 duration 　of 　 ea ⊂ h　 stadiuln 　 varjes 　 a 匸 cording 　 to 　 the 　 change 　of 　 lcmpcrature ．　 The 　 variation 　is

summarized 　in　Table 　3．　The 　larvae 、vhich 】〕avc 　 hatched　frolu　Junc　to　August 　pas＄ thc 　larva　period

lasting　from ・ ne 　 tO　 I｝コree 川 onths 　ln　 the 　 same 　year、

　　 Copulation ：　 The 　 author ］コas 　 never 　 scen 　 copulation ．　So　far　 as 　 he　knows ，　 the 　timo 　 of 　 copulation

（ 9 ）
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seems 　to
’
epd 　before　 hibernation．　The 　 feinalcs　 bave 　 many 　 sperruatozoa 　 ln　 th 巳ir　re ⊂ eptaculum 　scmin15

，

in　 which 　 spermat 。 zQa 　 are 　li・ ing　 at　 least　ror　 t ・・ 〔・ ycars ，

　　Lifetime：　 The　 lirctil・・e　is　 tllree 。 r　f。 ur 　years，　 and 　 it　 can 　 be　 di・ ided　 into　 three 　 stadia ：　 the

stadium 　or 　】arva 　  r　sexual 　k ロR ］atLll
’i｛｝

「in　the 　first　 year ，
　 oi ＄exua ！ maturity 重n 　the 　 secol ｝d　year，　 and

of 　ovjPo5ition 三n　 the 　third 　year・　 rsloltings　 occur 　about 　 eighteeu 　tilnes　throughout 　ali　 th ビ　li「ご　time ．
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