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Abstracts：The22ndSymposiumoftheSocie七yofPopulationEcology  

ぎご〔唱ご象血  

鮮血day280e七obeで  

09：00－17：30   Commit七eemeeting（1F：MeetingRoom）  

15：00－18：00  Registra七ionandposterpreparation／presentation  

18：00・19：00  0peningremaYks＆dinneT（6F：Banque七Hal1－1）  

19：00－21：00  Postersession（coretime）（1F：ConventionHall）  

21：00－24：00  Free－払r－allfunfest（6F：BanquetHall・1）  

Sat岨ぞ戌ay290e七obeぞ  

7：00－8：00  Break払st（6F：BanquetHall－1）  

8：30－12：30  SessionI：InvasiveSpeciesandPopl血七ionEcology（1F：ConventionHalわ  

Organizer：NaotoKamata（KanazawaUniversity）  

08：30Nao七0監ama七a：IntI・Oduc七ion  

O8：40監oichiGoka（NationalInstituteforEnvironmentalScience）  

Sl・1・Ecologicalriskscausedbyintroducedinsects－ThecaseofEuropean  

bumblebeeandexoticstagbeetles－  

09：20SimonJ．Goodmain（TheUniversityofLeeds）  

Sl・2pHybridisationandbiologicalinvasions：geneticconsequencesofrare  

hybridisationbetweenTeddeerandsikadeerinScotland  

lO：00Break   

lO：15NanakoShigesada（DoshishaUniversity）  

Sl－3．Spatialdynamicsofinvasioninfragmentedenvironments   

lO：45監aもSumi恥gashi（TheUniversi七yofTbkyo）＆NanakoShiges昆da（Doshisha   

Universi七y）  

Sl・4・Pinewil七diseasecausedbyplneWOOdnematode：Modelingandanalytical  

approaches七oPWDspreads   

ll：35AndrewM．Liebhold＆PatrickTbbin（USDAForestService）  

Sl－5・StealthInvasion：Theoreticalandempiricalinvestigationoflagsdllring  

theestablishmentphaseofinvasions  

lヱ：15Comments＆Discussion  

12：30－13：30  Lu，nCh（1F：ConventionHall）  

14：00・16：00  Postersession（coretime）（1F：ConventionHall）  

16：15－17：00  The2mdPopulaもionEcolo訂うあⅦ喝Seien七istA野鼠どd：Awaぞdpresem血g  

ceTemOnyandmemoTiallecture（1F：ConventionHall）   

Mido正恥uda（EyusbuUniversity）  

17：00－18：30  Membermeeting（1F：ConventionHal1）  

19：00・21‥00  Banquet（6F：BanquetHall－1）  

21：00・24：00  Free－for－allfun丘将t（6F：BanquetHallql）  
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SⅦnday300c七Ober  

7：00－8：00  Break払st（6F：Banqtle七Hall－1）  

8：30－12：30  SessionII：Effbc七SOfhabi七a七Changesc昆uSedbyhu血色naCtivi七iesonspecies  

po卵1aもion＄andi七smana酢皿en七（1F：ConventionHall）  

伽ganizers：E藤田akamura（KanazaⅦ・atTniversi七y）  

ⅦshihiroN‘at凱血ara（08akaI〉代鎚ctureUnive指i扉  

KazumasaHidaka（EhimeUniversity）  

Commentator：H迂oyukiMatsⅥdaぐ由koもa皿aNa七ionalUniversi七y）  

8：30鼠ojiNaka血uアa，で払shib立0Ⅳa七s血aでaand監az岨ma8a琵idaka  

IntI－Oduction   

8‥40王王iroshin）mi皿a七sti（TbkyoMetropolitanUniveTSity）  

S2－1．Does丘）reStfragmentationa鮎ctthelong・termPOpulationpersistenceof  

丘げeStheエーbs？   

9：05Dai＄Ⅵ血eUtsⅥnOm豆a＆勒iNakamura（攻anazawaUniversi軽）  

S2・2．E飽ctsofanthropogenicdisturbancesonthebiodiversityandpollination  

野SteminI忘anazawaCas七1eI）ark   

餅30ShougoNishihara（TbeUniversityof恥kyo）  

S2－3．Populationdynamicsandconservationofaquaticinsectsunder  

deterioratingruralwaterenvirorlment  

9：55－10：15Co8もebreak   

lO：15最良男Ⅶ皿昆8昆琵i8庖k昆（Eも．血etJniver扇ty）  

S2－4．Basicanalysisofpopulationdynamiesofendangeredaquaticinsee七species  

anditsconservationrnanagemen七inricepaddyecosyste血   

10＝40Thoma．sRani11S（SwedishUniversityofAgriculture）  

S2－5．Metapopulationdynamicsandconservationofabeetle，thL220dbm？B  

e∫e戯血，bvinginbollowtreesinEⅦrOpe   

ll：05￥bsi血豆oNaも通aでa（OsakaPre鈷cねmlUnivemity）  

S2－6．Extinctionandconservationofamphibiaintheme七apopulationlevel  

七hrough1andscapechangeS  

ll：30－11：50Co飴ebreak   

ll：50旋転oy11邑Ma七snda  

Intl二Oduction  

House鼠eeplng  

Lunch（1F：ConventionHalt）   
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別離紺卵聯椚  

POI EvolutionofhostrangeinherbivorotlSinsects：anewmodel  

西田隆義（京大。農・昆虫生態）、高倉耕一（大阪市立環境研）、○巌圭介（桃山学院大）  

PO2  Evolutionofhostrangeinherbivorousinsects：Ecologicalimplications  

（つTakayoshiNisbidal，取立akuraKobich2＆Ⅸei凱止eIwao3  

1：Lab．InsectEeology，EyotoUniversity  

2：OsakaCityInstituteofPublicHealthandEnviTOnmenね1Science  

3：MomoyamaGakuintJniversity  

PO3  セイヨウタンポポによる在来種への繁殖干渉  

－その空間スケールと在来種個体群への影響－  

0高倉耕一（大阪市環科研）  

PO4  ブタクサハムシの拡散モデル  

○山村光司（農環研卜守屋成一（中央農研）。田中幸一（農環研）・清水徹（琉球産経）  

PO5  Trait－mediatedindirecte飴c七sinducedbypredatoTaVOidanceandstabilityoffood  

chains  

07bshiyt止iNamba（OsakaPrerUniv，GradSchooISci）  

AkariShika七a，％mokoHarada（OsakaVVbmen，sUniv，DeptEnvironSci）  

PO6  外来植物と昆虫の相互関係に在来植物が与える間接効果  

口大塚直寛Q大串隆之（京都大学生態学研究センター）  

PO7  狩猟データを用いたエゾシカの自然死亡率の推定  

（⊃上野真由美（北大。院・農）、賓藤隆（北大FSC）、梶光一（北海道環境研）  

PO8  シロアリと卵擬態菌核菌「ターマイトボール」：昆虫と菌類の新たな関係  

○松浦健二（岡山大。院血環境）  

PO9  種子食性カメムシと果実虫えい形成者の相互作用  

○今井健介（京大。院。農。昆虫生態）  

PlO Abundance，bodysize，andmorphologyofbumblebeesinanareawhereanexotic  

SpeCies，Bombusterrestris，hasbeencolonizedinJapan  

O恥ruyoshiNagami七sul，Tanaka Kenta2，Nao邑Inari3，EtsusbiKato3，恥utomu  

Hiura3（1＝ForestryandFore＄tProductsResearchInstitute，2‥She伍eldUnivers和：  

3：Hokkai血U山versity）  

Pll Poor oviposition preferenceforlon嘗，VlgOrOuS＄hoots resulted色，Omlow TeSOurCe  

heteTOgeneityduringovlpOSitioninagal1－inducingsawny，Phylloeolpasp．  

0KoheiIseki，YhmikoTakeuchiandMichihiroIshihara  

Department ofBioIogicalScience，Graduate SchoolofScience，08aka Prefeeture  

University，Daisen‾eho2－1，Sakai，0＄aka590－0035，Japan  

アズキゾウムシにおける細胞内共生細菌ボルバキアの細胞質不和合性と感染の蔓延  

（Cy七oplasmicincompatibilityandhighprevalenceofWblbachiaendosymbiontin  

theadzukibeanbeetle．）  

○今藤夏子（国立環境研）。嶋田正和（東大。総合文化）。深津武馬（産総研）  
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P13  Does ni七rogenlimitation promo七eintraguild predationin an aphidophagous  

ladybird？  

OH．EAGAm＆N．m（Cen七erforEcologicalResearch，恥0七OUniversi七y）  

P14  カラムシの葉を食べる鱗題目幼虫二種の摂食菓選択  

○井出純哉（京大院。農。昆虫生態）  

P15  Spatialandtemporaldynamicsofin七rodu．cedBombus七eTTeStrisinAsahikawaarea，  

Hokkaido  

O国武陽子申今藤夏子。五箇公一（独立行政法人国立環境研究所。侵入生物研究チーム）  

P16  海草藻場の時空間動態において、スケーリングは景観パターンの変化をもたらすか？  

○山北剛久ふ仲岡雅裕（千葉大学大学院自然科学研究科）  

P17  岩礁潮間帯生物群集の空間スケール依存性：群集行列を用いた動態解析  

○辻野昌広。仲岡雅裕（千葉大院。自然科学日野田隆史（北大院。環境科学）。山本智子  

（鹿大。水産）。堀正和（東大院・農学生命科学）  

P18  麹多型性昆虫コバネナガカメムシの長超率にみられる種内変異  

○嘉田修平。藤崎憲治（京大院。農。昆虫生態）  

P19  樹液食昆虫の相互作用が各種の行動様式に及ぼす影響  

○吉本治一郎。西田隆義（京大院。農。昆虫生態）  

P20  Estimating the nest number ofintTOduced bumblebee，Bombus teTreStris，in  

HokkaidowithDNAmarkers．  

ONozomu Kokuvo，％kihiko％quena嘗a（Universi七y of Tsuknba），KoichiGoka  

（Na七ionalIns七ituteforEnvironmentalS七udies）  

P21 発情の同調を検出する  

○粕谷英一（九大。理。生物卜松本晶子（沖縄大）  

P22  E艶ctsofDetritusFeedingonDominanceandCoexistenceofZooplankton  

ONorio％mamura（KyotoUniversi七y），JotaroUrabe（TbhokuUniveTSity）  

P23  搾取型競争下にある消費者2種系への新しい資源導入の影響に関する数理的研究  

AMathematicalS血dy長汀TbeE飴ctofSeconda叩Resource  

In七roducedintoTwoConsumerSystemunderExploitativeCompe七i七ion  

O宗田一男（横浜国大・院。環境情報学府）。瀬野裕美（広島大。院。理学研究科）  

P24  道東エゾシカ20万頭説と順応的管理  

Adaptivemanagemen七forsikadeerinHokkaidoIsland，Japansince1998  

0松田裕之（横浜国大日宇野裕之。梶光一。玉田克巳。車田利夫（北海道環科研セト膏  

藤隆（北大）。平川浩文（森林総研卜藤本剛（北海道庁）  

放流コイの生態的影響とカタストロフィックシフト  

○松崎慎一郎1，西川潮2，高村典子2，鷺谷いづみ1（1東大色農，2国立環境研究所）  

Speciesoccurrencesoffungivorousinsectonnested▼patChyfungalresources  

OKoh皿eiKADOWAKIand恥kayoshiNISHIDA  
捕食者の学習と系の持続性：マメゾウムシ2種一寄生蜂1種の実験系  

○石井弓美子（東大院。広域）。嶋田正和（東大院■広域）  

種数面積曲線におけるスケール依存性  
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O佐藤一意（静岡大学工学部・システム工学科）  

P29   E8もcts ofSatoyama Restoration on Pollination Sys七eminlもrraced Paddiesin  

Eana老alⅣa  

OpuTRA，R．E．1，NAKAMURA，KOJI2・1  

1：GraduateSchoolofNaturalScienceandTbchnology，KanazawaUniveTSity  

2：InstituteofNa七ureandEnvironmenta17bchonology，KanazawaUniversi七y  

P30  航空写真。GISによるナラ類枯損被害発生状況の解析  

○小村良太郎（石川工業高等専門学校）。鎌田直人（金沢大学大学院）・Andrew M．  

LIEBHOLD（USDAForestService）  

P31 Changeinthe diversityand struct11reOfgroundbeetle assemblages（Coleop七era，  

Caral）idae）during班eresto氾七ionofasatoyamain鼠anazawa  

OLinawati．1，旺qjiNakamura2・1  

1：Graduate Schoolof Na七uralScience and7bchnology，拡anazawa University，  

鼠anazaⅥra920・1192，Japan  

2：Ins七itute of Nature and EnviTOnmenta17bchonology，琵anazawa University，  

KanazaⅥra920－1192，Japan  

北海道マイマイガにおける遺伝子浸透のコンピューター。シミュレーション  

○五十嵐章裕。東浦康友（東京薬科大学生命科学部）  

高山帯の不安定な土壌に生育するコマクサの動態  

○笠木哲也（金沢大。里山卜工藤岳（北大■地球環境卜下野嘉子（筑波大・生命環境卜成田憲  

二（秋田大・教育文化）  

SuTVeylngthe natuTalenemiesinJapantocontroltheinvasiveweed，Polygonum  

perfo1iatuminNorthAmerica  

OMIURAKazumi，IMAIKensuke，ⅠIDAHiroyuki，FUJISAⅨ‡鼠enji  

LaboratoryofInsectEcology，Gradua七eSchoolofAgriculture，斑yotoUniversity  

複数の精子貯蔵器官における精子保存と精子利用  

0中原美理（東大院。農学生命）椿宜高（国立環境研究所）  

被害最先端地域におけるマツ材線虫病の分布拡大：拡大速度とリスクアセスメント  

○鎌田直人（金沢大。自然科学）りJ、相良太郎（石川工業高等専門学校）   
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望ndP⑬p協且aもi⑬nEe¢1⑬野瀧Ⅶ喝＄ei密臨もi＄も蝕亀暫戌  

Pop岨且aもio皿andevolⅦもioma野eeO且ogy⑳君臨¢Sもーpaぞ昆昏iもoi通  

i汲もe首ae七io皿ⅦSi罰嘗且盈bo暫aも0野馳⑳＄も・pa首鼠＄i七oi虚野＄七e皿S  ‾這′‾忘A  

MidoriTUDA  

FacultyofA許iculture，荘yushuUniversity，Fukuoka812・8581，Japan．  

E・mail：tuda＠grt．kytlShu－u．aC．jp  

Experimentallaboratorysystemsofbrucも．idbeetlesandtheifParaSitoidshavebeen11Sedas  

modelstostudypopulationdynamicsofsinglespeciesandhost－ParaSitoidinteractionssince  

theearly1940s・Thistalk鮎stlyreviewsrecentadvancesinecologicalstudiesonlaboratory  

SyStemSOfbTuChidhostsandtheiTParaSitoidsasTePreSented・bybo七tom・up andtop－down  

COntTOIs・Factors controlling persistence of simple host・ParaSitoid systems that can be  

modi丘edbyevolu七ionarychangeinahostbeetle are denonstratedwithreference tolocal  

CarrylngCaPaCity，vu1nerabletimewindowofhoststoparasitismandfunctionalresponseof  

ParaSitoids・Secondly we present experimentalresul七s on persistence oflaTger SPeCies  

assemblages，analyzedinthelightofthesimpletwospecieshost－paraSitoidcontrolfactors．  

The mostpersistent associationofspecies showed thatboth host andparasitoid control  

払ctoTSinthesimplehost・paraSitoidsystemwereconsistentlye飽c七iveinthelargerspecies  

COmPlexes・There wasalsoa generallossofpersistenceofhosモーParaSi七oidas＄OCiations as  

SPeCiesriclmessincreased・Thirdly，aもtheinteTfacebetweensimpleandcomplexassemblages，  

WeaSkedhowadditionofathiTdspecies七OaSimplehost・PaTaSitoidsys七ema脆ctsresihence  

anddurationof七ransients，wi七htheぬ1k＞SObmcbusbeetlesasthehostandtwoparasitoids  

（the pteTOmalid ADゐQPtemB7alus caL2B滋竃e and braconid 励tem甲LhlS Pm＄q，J魂．  

Semi－meChanisticmodelspara皿eterizedby丘ttingtothepopulationda七aweTeCOnStTuC七edto  

helpunderstandthedriving払rcesthatgovernthebehaviorofinteTaCtingpopulations．The  

POpulation dynamics ofthe three・SPeCies system was ascribed七o cyclie／chaotic tTanSient  

dynamicstowal．dsanattraCtOrthathaspoten七ialtobenotonlystableequilibriumbutalso  

Chaotic・Bycomparingthe three－SPeCiesdynamicstothe stable two－SPeCies（one hos七・One  

parasitoid）dynamics，be鮎reHpm＄tPidiiwasin七roduced，theinstabilitytha七1eads七ochaos  

WaSreVealedtobeinducedbydensity－dependenthost・feedingbyA・CahDdl唱e・Althoughthe  

destabilizinghost－feedingwasundercontrolofstabilizinge飴ctofmutualin七er免rence，the  

e飴ct was estimated to be weakened by theintTOduction ofthe second paTaSiもoid，H  

PZW呼血Finauy，Iwillpresentpotentialfuture themesofecologicaland evolutionary  

laboratorystudies，beyondhostandparasitoidinteractions．  
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＄e＄＄i¢臨互：耳mv盈＄iveSpeeie＄昆盟捜P⑬pⅦ且汲もi⑳孤冤¢0且0野  

Throughouttheworld，biologicalinvasionshavebecomeoneofthemostimportan七払ctors  

threateningbiodiversitylMany species areintroducedinto ua new world対acciden七allyor  

intentionally．Mostofthem払iltoestablish，butsomeoftheseestablish，COlonize，ands七artto  

increaseandtoexpandtheirranges・SomeinvasivepathogensdamageaIldkillhost＄PeCies．  

Someinvasiveherbivoresdestroyvegetationbyfeedingandkillin嘗hostplants．Someinva＄ive  

Carnivol・eS eXtinguish their prey by depressln官 their density below minimum viable  

POPulation・Some domestic speciesare replacedbyorhybridizedwithinvasive specie＄in  
Similarniche・In且uencesofinvasive speciesaremore七hanthesedirectones．Theycause  

CaSCadingchangesintheecology，function，andvalueofdiverseecosystems．  

TheConventiononBioIogicalDiversity（CDB）wasadoptedundertheauspicesofthe  
UnitedNationsEnvironmentProgramme（UNEP）atuNConferenceonEnvironmentand  
Development（UNCED）heldinRiodeJaneiro，BrazilJune1992．TheGovernmentofJapan  

developedNationalBiodiversityStrategyofJapan1995andreviseditin2002based ona  

TeCOgnitionofthispivotalchangeineconomicsi七uationinJapanandoftheimportanceof  
biologlCaldiver＄ityasoneofthesignificantelementsforprosperity・ThegoalsofthisNew  
Biodiversity Strategy are to prevent species extinction，tO PrOmO七e con＄ervation and  

res七orationofnattlrethroughoutthecountry・IntheりNewBiodiversityStrategy”，di飽rent  

Strategies ofquarantine and eradicationwere required againstinvasive species atthree  

di飴TentStageS：arrival，eStablishment，andrangeexpansion・TheInvasiveAlienSpeciesAct  

WaSPrOmulgatedasofJune2，2004topreventadversee臨ctsonecosys七emscausedby  

invasive alien species，With the aiⅡ1tO help stabilize andimprove nationalhfe七hrough  

COntribtltionstoconservationofbiodiversityaswellashumansafetyandsounddevelopment  

Ofagricl11tul・e，forestryand鮎heries．TheInvasiveAlienSpeciesActwentintoe鮎ctinJune  

2005・Thislawregula七esraising，Plailtin嘗，StOring，Carrylng，1mPOrting，OTOtherhandlingof  

invasivealienspeciesandtakesmeasuressuchasthemitigationofinvasivealienspeciesby  

the nationalgovernment and otherentities・Inthis session，丘ve speakers willintroduce  

excellentresearchesininvasivespecies，   

用語解説Glossa野  

invasivespecies：侵入生物（syn・）introducedspecies，eXOticspecies（an七．）domesticspecies，  

native species 

TbeCo皿Ven七hnonBiolo由ealI）iveで＄i七y（CD功：生物多様性条約  

守heNa扇onaiBiodおersitySもrategy：生物多棟性画家戦略  

日本の生物多様性の保全と持続的利用に関する基本方針。1995年制定。2002年改訂。  

TheInvasiveAiienSpeciesAc七：外来生物法   



Abstl・aCtS：The22ndSymposiumoftheSocietyofPopulationEcology  

Eco且¢由ealぞi＄監se盈ⅦSe洩態yim七ぞ⑬血ee超im＄eeも昌一甘hee盈Se  

OfE視野Opea皿b硯皿態鼠ebee盈n戌e冤⑬もiesも盈gbeeも且e良一  ミニ‘巨一室  

EoicbiGoka  

Na七ionallnstitute丘〉rEnvironmentalStudies，16・20nogawa，Tsukuba，Ibaraki305－0053，  

Japan  

E・mail：goka＠nies．go．jp  

Wehavein七roducedaiotofexoticspeciesforbiologicalmaterialsandpet，andsomeofthem  

havecome七obeinvasivespecies．Invasivespecieswouldcausemanyecologicalimpac七sonthe  

nativespecies．Don’tyouthink”IncreaseoftheexoticspeciesinJapanwi11producerather  

goodre＄ultsbecausebiodiversitywillincrease”？TheanswershouldbeNO．Theconceptof  

biodiversitydoes not means onlythe number ofspeciesbutthe variationineachlevelof  

ecosystem；gene，SPeCies，POPulation，COmmunity andlandscape．Thelocality of genetic  

constitution and払una created throughlongtime evolutionarypTOCeSS SupPOrtthe global  

biodiversity．However，the ar七ificial七ranspor七ation ofmany species betweenincredible far  

places払ranincredibleshorttimewillcausehomogeneityofgeneand払unaeverywhere，  

whichwillresultinbreakdownofglobalbiodiversity．  

We here report七he case ofintroduction of the European bu皿blebee 肋bus  

tenleStrigwhichisusedaspollinatorofagricul七uralcrops，and七hecaseofexotic＄tagbeetles  

soldaspetinJapan．ThemarketsizeoftheseintroducedinsectshascameuptobeoveTl  

billiondo11arnowinJapan．Manyecologistshavefearedtha七thesespeciesareescaplngand  

naturalizedinJapanese丘eldandwillcauseecologicaldamageontheJapanesena七ivespecies．  

Herewewillshowourdataofthestudyfbrecologicalrisksofthese alienspeciesthTOt唱h  
compe七ition，geneticin七rogressionandbrin官1ngalienparasites，Andalso，WeWOuldlike七o  

discu＄Sabouteconomicandsocialaspectsdrivingtheinvasivealienspeciesproblem．   

用語解説Glossafy  

掛躍Opeanb11mも1ebee肋ゐぴβぬ郡g出金：セイヨウマルハナバチ   

ヨーロッパ原産のマルハナバチ。温室トマトの授粉に利用するため、1992年より輸入が始まっ  

た。野生化して、在来種を駆逐し野生植物の種子生産が衰退する危険、在来種との雑種の問題な  

どが指摘されている。   

8もa嘗beetles：クワガタムシ  

1999年11月、植物防疫法の一部が改正され、カブトムシおよびクワガタムシの輸入が解禁さ  

れた。これらの種は日本の農林作物に被害を与えることはないと判断された結果である。背景に  

は異常なまでの外国産昆虫のブームがあった。その後も輸入許可種は追加が繰り返され、カブト  

ムシ55種（2003年3月現在）、クワガタムシ516種（2005年1月現在）の輸入が認められてい  

る。逃亡や放虫が原因と見られる外国産種の採集記録が急増したばかりか、外国産との交雑個体  

が野外で採集されたり、外国産種によって持ち込まれた可能性の高いダニの寄生による在来種の  

死亡例も報告されるなど、外国産種のもちこみによってさまざまな弊害がひきおこされている。   
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Hy払出dis盈鮎na毘過払i¢且喝ie盈且inv盈＄豆⑳弘S：ge臨eもiG  

eomsequemeesoぎぞaぎe払yb由鮎＄臨もi¢孤beもwee迅雷e戌盛e母野盈m盛  

si立盈洩eeぜi孤Seoも且盈md  

SimonJ．Goodman  

肯巨ニ  

Insti七u七eofIntegrati∇eandCo皿ParativeBiology，UniveTSityofLeeds，Leeds，LS29J℃UK．  

E・mail：s．j．gOOdman＠1eeds，aC．uk  

Invasive species pose one ofthe mos七signi丘cant threa七s to the conservation ofglobal  

biodiversityandmayalsohaveimplicationsforcommercial1yimportantspeeies．HoweveT，  

invasionscanalsoprovideopportunitiestogalninsightsintothefunda皿entalevolutionary  
and ecological pTOCeSSeS underlying the spread of species and geno七ypesin七o new  

environments oT genetic backgrounds・Threa七sfrominvasive species canarise through  
SeVeTaldi鮎rentmechanismsbutinthiscasewewill立）CuSOninteTaC七ionsbetweenecological  
COmpetitionandhybridisationbetweenaninvasivespeciesandcloselyrelatednativetaxa．  

We use the example ofhybridisationbetweenred deer（CblⅥ～SeJ卿血∂andintroduced  

Japanesesikadeer（an，USDbpodinScotlandtodemonstratethatevenverysmallratesof  

hybridisationcanleadtoextensiveintrogressionwhenseleetionagainstallelesintheforeign  

gene七icbackgroundisweak・Largen11mbersofgeneticmarkersarerequiredtodetectlow  
ratesofhybridisation，Sincemosthybridind．ividualswilltendtobehighlybackcrossed．Such  

rarehybridisationispo七entiallymorecommonthancurrentlyappreciatedinbothnatuTal  
COntaCtZOneSbetweenrelatedspecies，andthosearisingfromintroductions，andmaybean  

importantmechanism払cilitatingthespreadofadaptationsatspeciesmarglnSL  
InthecontactzonebetweenreddeefandsikadeeTinArgyll，Scotland，basedon25  

‘speciesdiagnostic’microsa七eliitelocisurveyedin247sika・likedeerand416red・likedeer，  

OVeral163％ofsikalikeindividualsand33％ofreddeerlikeindividualscarryintrogressed  
alleles・Inbothtaxaabout30％lociexhibitedsigni丘cantlylessintrogressionthanexpected，  

While12％and4％oflocishowedsigni丘cantlygreaterintTOgreSSioninsika－1ikeandTed・1ike  

deerrespectively・ThisvaTiationinin七rogTe＄Sionwasprlmari1yseeninbackcrossed‘ancient，  

hybrids，ratherthananimals ofrecent hybrid orlgln With multipleintrogressed alleles．  

However，Simulations suggest the observed variation cannot be distinguished fFOm the  

PatterneXPeCted立0皿dri氏undertheconditionsofrarehybridisationandbackcrosslng，and  

thegeno七ypiccompositionofrecen七hybridssuggestfewFIscon七ributedtothecurrentpoolof  
introgressedinthepopulations・Spatialdistributionofgeno七ypesinthehybridzonemaybe  
abletoresolveifselectionisdrivingtheobservedvariationintrogTeSSion．   

用語解説Glos8a野  

in七ro許e＄＄緑ebyも由鮎za七ion：浸透性交雑   

生物学的種は生殖的隔離によって定義されているものの、異所的に分布する種の間には生殖的  

な隔離機構が発達していないことも多いので、移入などによりこれらが同所的に分布するように  

なると、雑種が形成されることがある。その雑種が母種と戻し交雑をくり返すと、種間の差異が  

なくなる。  

こ払paneses辻adeerhU監：ニホンシカは19世紀終わりにイギリスに導入された。20世紀中頃か  

ら、在来種のアカジカ（reddeer）との間で、野生での交雑が確認されている。  

10   



Abstracts：The22ndSymposiumoftheSocietyofPopulationEcology  

Spaもialdy臨a皿ie＄0ぎi皿Va昏i¢min艶ag皿絶息ed  

emv近on正風e汲もs  Sいトさ  

ⅣanakoSh短esa血  

FacultyofCultureandInformationScience，DoshishaUniversi七y，Kyo－Tanabe610・0321，  

Japan  

Etmail：nshi酢Sa＠mail，doshisIla．aC．jp  

Rangeexpansionsofinvadingspeciesinhomogeneousenvironmentshavebeenextensively  

studiedsincethepioneerworksbyFisher（1937）andSke11am（1951）．However，enVironments  

鈷rlivingoTganismsareo氏en色・agmen七edbyna七uralorarti丘cialhabitatdestruction．  

Herewefocusonhowsuchenvironmental良agmentationa鮎ctstherangeexpansion  
Ofinvadingspecies・Ⅵねconsiderasingle－SpeCiesinvasioninheterogeneou＄enVironmentsthat  

aregeneratedbysegmentinganoriginalfavoTablehabitatintoregularlystTiped，island－1ike，  

COrridor・1ike，Orrandomlypatchedpattern・恥dealwithrangeexpansioninsuch＆a宮mented  

environments，WemOdifyFisher’sequationbyassumingtha七theintrinsicgrowthrateand  

difEusioncoe臨cientvarydependingonhabi七a七pTOPerties．  

Byexaminingthetravelingperiodicwave（TPW）speedinthes七ripedenviTOnment，  

We鮎stderivetherayspeedinaparametricform，＆omwhichtheenvelopeoftheexpanding  

rangecanbepredicted・Theenvelopesshowvarietiesofpa七terns，nearlycircular，0Val－1ike，  

SPindle－1ikeorvanishingintheextremecase，dependingonpaTameterValues・ByderiⅤing  

the丘）rmulafor七herayspeed，Wediscusshowthepatternandspeedoftherangeexpansion  

are a飽cted bythe size offra嘗menta七ion，and the qualities of臨vorable and un払vorable  

habitats．  

Secondly，We numerically solve extended Fi8heT’s equa七ion 長汀island－1ike，  

COrridoT－1ike，andTandOmlypatchedenvironmen七Swithaninitialdis七rib11tionlocalizeda上土he  

Orlgin・Themodelisanalyzed七oexaminehowthespreadoforganismsisinfluencedbythe  
patternsofhabitat鉦agmenta七ion，andwhich七ype of＆agmen七ationis more favorablefor  

SpeCiessurdval．  

頂；≧∃丁助言i与 ′1t＿＿＿轟＿＿  
／1コ両月干肌もJIU踏Ba∫y  

F適her’s e卿ation：侵入生物の空間的伝搬は、個体が増殖しながら移動する過程としてとらえら  

れる。とくに移動をランダムな拡散過程として定式化Lセモデ′レにFi＄herの方程式がある。2次  

元上で侵入個体が増殖と分散を繰り返しながら分布域を広げる状況は、時刻広場所解（馬力にお  

ける個体密度を月（昂∂とすると、次式のFisberの方程式で表すことができる。  

＝＋ 

雷尊訝＋（㌃1肋）招  
（1式）  

ここで、βは拡散係数、どは内的自然増加率、メは種内競争係数。右辺第1項埠ランダム拡散、第  

2項は増殖によって引き起こされるものを示す。  

カ胤sio皿皿Od¢1：Fisber方程式の第1項は拡散方程式と呼ばれ、ランダム運動で分散していく過  

11   
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程を表す。舞0で原点にAちの個体が侵入してきたとすると、初期分布は  

月ko）＝ノ鳩∂（カ  （2式）  

で表される。ここで、∂（カはデルタ関数と呼ばれ、固体が見つかる確率が原点のごく近傍に集中  

していることを表す。（2式）の初期条件を満たす拡散方程式の解は、2次元ガウス分布（正規分  

布）を」鳩倍した次の式で与えられる。  

水練蓋寸志〕  

極s輌血‥＝（g一作）〃  

（3式）  

（4式）  

占ビd  

このロジスティック式の解は、坤）＝′・2（0）  

（加  

】班a疏huseqⅦation：－＝g搾  
（舟   

（5式）  

g＋揮（0）（ed－1）  

（6式）   

マスサス方程式の解は、ロジスティック式の解のぶ＝0の場合なので、次のような指数関数で与  

えられる。  

用（f）＝〃（0）ed  （7式）  

Skemam，s皿Odel：Fish甜の方程式の中の増殖に関わる右辺第2項をどβとおき、マルサス増殖を  

前提としたモデル。   

半径どの円周上の任意の点における個体密度を月（ヱ；∂とすると、（2式）の初期条件の下で、  

Skeuamのモデルの解は次の式で与えられる。   

expか 榊＝蓋〔孟〕 （8式）  

（8式）において、月＝月☆、ヱ＝ヱ虎とおき㌔を時間才の関数  

として解くと、次の伝播距離一時間曲線が求められる。  ∈′   
2  4  6  8  10  

＊ 〕；（9式）  
′・串＝2呵1・‡log  

Ⅳ0  

l爪D／〃   

ここで、㌔とよに次のようなスケール変換を施す。  

岳  
・＊＝屈奉 ，α＝r  （10式）  

（10式）を（9式）に代入すると   

点＊＝2ヰヰog盲慧〕三  

ただし、  

dVo  
ノ′＝ナ）′，、：‥  

（11式）  

国3．4 Skellamモア／レ（3．10）か  

ら導かれる伝播距灘一時間曲線  
（3・14）式をァ＝亡〃○畑が＝10．  

2．5，1の場合についてプロットし  

た．縦軸はβ＝ノ言7万‾r寧，横軸は  

r＝dを表わしている．γ＜4，6  

のときにのみ定着期が現われる．  

γの減少に伴って定着期は長くな  
るが，いずれの場合もタイプ1の  

伝播パターンを示す．  

重定南奈子（1992）侵入と伝播の数理  

生態学．東京大学出版会より（以下  
の図も同じ）  
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j㌣とアの関係をγの値に対して調べると、γ＝4．6以下になると定着期が現れる（図3．射。また、  

定着期のあとの伝播期では、j㌘はγに無関係にほぼ勾配2の直線的に増加するように見える。  

そこでとヒj㌘／アとして、  

l  

C＝蛙＝惣2〔1＋妄lo桔〕盲＝2  

（12式）で、j㌘とアをもとの㌔とょにもどすと、  

伝搬速度：。＝1im＝2ホ万  
卜拍）∫  

（12式）  

（13式）  

これが、Skellamが求めた侵入種の伝搬速度。初期個体数には無関係であることに注目。  

定着期の長さは、（9式）で㌔が0から正に移る時間おで与えられる。（9式）に㌔＝0、巨竜を代  

入すると、  

γ＝4感eexp（一銭）  （14式）  

ただし、γ＝ 
a％が  

したがって、最初に侵入してきた個体数が少ないほど、個体群の内的自然増加率が小さいほど、  

また、拡散係数ガや観測限界密度月☆が大きいほど、定着期の長さは長くなる。  

取昆Ve臨ng恥on七al馳ve：進行波   

Skellamモデルは、密度が無限に増大するという問題点があるため、ロジスティック増殖を含  

むFi8Iler方程式（1式）に戻る。Fisher方程式（1式）の解を数値計算で求め（図3．6）、Skella皿  

モデルの解（図3．3）と比較する。最初の侵入からしばらくの間、両者は似た挙動を示す。これは、  

最初は密度が低く、ロジスティックモデルせ含むFisberモデルでも競争の効果が現れないためで  

ある。ところが時間が経過していくと、侵入点の近傍から密度が頭打ちになる場所が広がってい  

く。これは、競争の効果によるものである。しかし、時間が経過しても、分布の先端部はシグモ  

イド状のパターンを形成しながら、一定速度で拡がっている。このように分布の形を保ったまま  

一定速度で前進する解は「進行波」とよばれる。FisIlerモデルにおける進行波の前進速度は、マ  

ルサス型の増殖をするSkellamのモデルと同じc＝2心房となる。これ軋個体群密度が低い先  

端部では、競争効果がはたらかないためである。  

（a）  
／免1  

図は．6 Fisherモデル（3，l）の解  

g三1，〟＝0．25，β＝1．（a）′＝0－  

0．05の画の分布の変化拡散方程  

式の解である図3．1およぴSkel．  

lamモデルの解である図3．3（a）と  

ほとんど同じ変化を示す．（b）f＝  

0一礼分布域中内部の密度はやがて  

環境収容密度ど／〝に近づいていく．  

いっぽう，分布の裾野は一定のパ  

ターンに保ちながら一定速度で前進  
する進行波に漸近していく．分布の  

先端は図3．3のSkeIIamモデルと  

同じ速度で広がっている．   

Il■  

8  16  24  
r  

r愈  40  8  16  24  rす  ‘拍  
ア  

図8．ユ SkelIamモデル（3．10）の解  
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Pimew並七鮎se盈＄e飽Ⅶ＄e過払yp且ne耶0洩汲emaも0鮎：  

M¢鮎貼ngand弧a蜘iea且appぞ⑬盈地esも¢伊野Dspぞe盈超＄  ニ‡－トこi  

鼠atsⅦ皿i7bgasbil，ⅣanakoS鮎酢Sada2  

1：GraduateSchoolofAgriculturalandLifeSciences，TheUniver＄ityof恥kyo，1Ll－1％yoi，  

Bunkyo，1もkyol13・8657，Japan  

2：FacultyofCultureandIn鈷rmationScience，DoshishaUniveTSity，Kyo－Tanabe610－0321，  

Japan  

E・mail：togash蝮鈷a・u－tOkyo・aC・jp，nShigesa＠mail．doshi＄ha，aCjp  

TheplneWOOdnematode，Bulて呵フAehncbus旦如AL［u昂isthe causa七ive agentofpinewilt  

diseaseofEDU＄tbuBbel苫〃andPdeD£∠励ヱ72inJapan・Cerambycidbee七1esofthegenus  
丑わDOCbBmuSVeCtOrthenematodeandovIPOSitonthediseasedtrees．  

A氏ertheinvasionofapinestandbythenematode，thenumbeTOfdiseasedtrees  

increasesinanacceleratedmanner，reaChesapeak，andthendecreaseswithou七applyin嘗any  

COntrOlmeasures・Fieldworkindicatesthatsingle，SeXual1yimmaturebeetleswithagreat  

nematodeloadcauses theearlyoccurrenceofdiseasedtreesandthattheconcentTationon  

earlydiseasedtreesbymaturebeetleswithmoderatenematodeloadcausestheneighboring  

treestobe diseased・Thisprocessproducesaclumpeddistribu七ionofdiseasedtrees．A  

SimulationmodelinvoIvingtheprocessdescribedthespreadpa七ternofthediseaseinapine  
Standsuccess鼠111y．  

Long－distance dispersalof the plneWOOd nematode by beetle flight and the  

tTanSPOrtationofpinelogsinfbstedwiththenematodesandtheinsectvectorsbothaccelerate  

七hespreadofpinewiltdisease・Localspreadofthediseasefrominfbstedpinestandstothe  
SurrOundingun－infestedpinestandsislikelycausedbythelong－distancedispersalbybeetles．  

Bymapplngthe駐ontofdiseaseexpansionoverlto9yearsin5pre臨cturesofJapan，SOme  

researchersfoundthespreadTateOfthenematoderangeoverplneStandstobebetween2to  

15kmJyeaT（ameanof6km／year）・Amathematicalmodelincorporatingthereproductionof  
insectvectorswithinpine＄tandsandlong－distancedispeTSalofadultvectorsestima七edthat  
meanspreadra七eofthe放ontofthediseaseisseveralkm／year．  

Long－distanCe tTanSPOrtationofin鈷stedpinelogsbymanisconsideredtobethe  
prlmaryCauSe長）rthereglOnalspreadoftheplneWOOdnema七ode・lnJapan，Plnewiitdisease  

OCCurred鮎stin Na＿gaSakiPrefecturein1905but was eradicatedlater．It reoccurredin  

Hyogo Prefecturein1921and then spreadalloverJapan excep七two northernmost  
Prefectures・Asimplemodelindica七edthatanalready－OCCupiedprefecturedis七Tibu七edthe  

disease toun・infestedprefectures注om2yearsposttheinvasion．Therateofinvasionof  

un－invaded prefecture byL the nematode per year per already－OCCuPied pTefec七ure was  

estimated to be O・0035・Analysisofdistance between newly－invaded pre鈷ctureand the  

nearestalready－OCCuPiedprefectureindicatedthat七henematodeinvasionoecurredbetween  
neighboringprefecturesinmostcasesaIldthatthelong－distancedispeTSal0VeT159kmwas  

observed50CCaSionsduTing61years．  
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マツノマダラカミキリが脱出  
（マツノザイセンチュウを運ぶ：分散型第4期幼虫）  

マツが衰弱  
（マツノザイセンチュウが増殖：増殖型）  

衰弱したマツに産卵  
（マツノザイセンチュウが増殖：増殖聖）  マツノマダラカミキリが蠣化・羽化  

（マツノザイセンチュウが成虫に移動二分散型第3・4期幼虫）  
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凱ea随臨Imvasi¢m：℡払eo若eもie昆1盈孤戌e皿p近ie融  

豆mvesもig盈もiom¢君1喝S血血盟gも払eesも盈毎払s払mem七p払盈SeO君  

1nVaSlOnS  

忘－●ト誓．  

A皿drewM．むieもbold，Pa七由ckC．恥もin  

USDAForestService，NorthernResearchS七ation，180Can丘eld．St．，Morgantown，ⅥⅣ「26505  

USA  

E－mail：aliebhold＠臨．＆d．us，ptObin＠臨．fed．u＄  

Acommon characteTistie observedin many biologicalinvasionsis the exis七ence ofalag  
be七ween the time of arrivalby the alien population and the time when established  

populationsareno七iced．RecentlytherehavebeensomeimpoTtantadvancesintheoretical  

Studiesofthepopulationecologyofinvasionsandthesestudiesshedlightonthecauses  

theselags・Ingeneral，thesedelaysaretheresultof七imeneededforpopulationgrowthof  

populationsfromfoundin嘗1evelsto densities su臨cient suchthat theymightbedetected．  

Modelsindicatethatthesetimelagscanbepredictedbaseduponpopulationparameterssuch  

astheintrinsicTateOfpopulationgrowthandthedifELISioncoe伍cient．  

Inthispaper，We reView existingmodelsof七he establishmentphase ofbiological  

invasionsandusethesemodelstoexplorehowvariouslifehistoTyCharacteris七icsinnuence  

timelagsin population growth duringinvasions．Wefurther explore these models by  

applyingthemtothegypsymoth，bⅦaDil壷（物alてpOPulationsinvadingN．America．This  

SPeCieshasbeenwidelystudiedandinformationisthereforeavailableforestimatingrealistic  

Parametel・values・Thesevaluesareappliedtoestablishmentmodelstopredictinvasionlags．  

Resultsfromthesemodelsarecomparedtohistoricaldataongypsymothestablishmentand  

SPread．ModelpredictionsarealsocompaTedwithdatadescribingtemporalandspatia11ags  

inwavefrontscoTreSpOndingtodifEbrentpopulationlevels．Resui七sindicatethat，Withafew  

exceptions，mOdels accuTately predictla嘗S Observedin popula七ion growth during the  

establishmen七phase．  

Finally，Wemakesuggestionsonhowthisinformationmigh七beusedinprogramsto  

manageinvasionsvia detection，eradication and con七ainmen七．Timelagsin population  

gギOWth present problemsfor manag・ement because theyallow time for expansion of  
nnn】tl頁tintl史hp佑ヽγP thpv只γPバptpntpd 9nd p只n hp pァ幻バjp9ナ白月  nm 十も凸 n十もa乎もぅれJ」凸IQt7Q；れ r、′r “‾－－■ノ■▲■、‾▲▲〉 V、‾‾〉▲〉 ‾‾‾－J  “‾▼ ‾‘Y‾‾‾‾‾“ ‾‾‾‾“ ‾、‾■‾‾ ～Y ‾■■－‘t、～⊥、ノー‾屯V）’‾‾●   〉▲▲ ）エ⊥）■ 〉U▲▲ヽノ⊥ 一■1一人▲Ju？、・tヽノ▲“Jヽ＝」L▲  

POpulation gTOWth provide七imefoT plannlng and delimitation of populations prlOr tO  

eradication．   

用語解説Glossa野  

触sy皿0也（麺題月お由軸βでも．）：和名マイマイガ。鱗題目ドクガ科に属する。1年1化で、卵  

越冬をする。ユーラシア大陸とその周辺の島喚部に分布。北アメリカには1868年ないし69年に、  

フランスから持ち込まれて飼育されていた個体が、ボストン周辺で逃げ出して広がった。ヨーロ  

ッパ型は雌成虫が飛翔できない。したがって、主な分散ステージは1齢幼虫で、風に乗って分散  

する。自動車やコンテナなどに生み付けられた卵が、人間の移動にともなって運ばれて、新しい  

場所へ移動。定着することもある。この人間がもたらす移動が、マイマイガの分布拡大に果たし  

た役割が大きいことが指摘されている。アメリカ合衆国では、Slowthe叩readoftbe野pSymOth  

pr房ectがUSI）Aによって進められ、分布の最先端地とその周辺の未分布地にフェロモントラッ  

プを設置し、分布の有無を調べるとともに、新たに分布が確認された場所では防除を行うことに  
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より、分布の拡大を遅くする方法がとられている。今回の講演も、このフェロモントラップによ  

ってとられたデータがもとになっている。また、日本を含めたアジア型のマイマイガは、雌が飛  

翔するため、北アメリカに侵入すると被害の拡大速度がヨーロッパ型に比べ速いことが予想され  

ている。そのため、アメリカやカナダでは、シベリアを含めた東アジア地域からの貿易に伴う侵  

入に対し、フェロモントラップを設置するなど、対策に必死である  

Gyp＄y掴⑳肋e⑳un短i閃  

PheromoneTrapsin1995  
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＄e＄Si¢mII：E飽eもS⑬君臨盈鮎iも汲も監勉盈昭e＄eaⅦSe過払野馳岨皿盈m  

亀鑑もiviもie畠田mspeeiesp⑬p岨且盈もi⑳m＄盈取成iもSman昆geme阻も  

Asmentionedin”theNationalBiodiversi七yStrategyofJapan▼一（2002），therearethreetypesof  

biodiversitycrises：CrisislisdevelopmentandotherhumanactivitiescauslngSpeCiesloss  

andextinc七ion，aSWellasthedestruCtionandfragmen七ationofecosys七ems．Cri＄is2isthat，in  

SOmeplacesnaturehaschanged，unlikeCrisisl，becausenece8Saryhumanactivitieshave  

beenneglected・Satoyamahaveprovidedmanyservices，aSPlacestogatherRlelwood，1eaf  

litterhrfertilizerandsoon．Needshavedras七icallychangedasoilandchemicalfertilizer  

have appeared・These new mateTials have Teplaced tTaditionalna七uralproducts，1eavln富  

Satoyanapoorlymanaged・Humanactivitieshave keptthebiodiversityofSatoyamain  
balance王brcenturies，bu七now＆ee色・Omhumaninter如ence，theseaTeundergolngChange．In  

払c七，abouthalfofthesi七eswheTemanyendangeredspeciesaTefoundinSa七oyama．Cri＄is3is  

alienspecies（topicdealtwithinSessionl）andchemicalmaterials．  

Inthissession，SixspeakerswillpresenttheresultsofthestudiesontheCrisesland  

2inanisolated11rbanfores七，01dgrowthforestsandSatoyamaareas．Thesestudieshavebeen  

Carriedoutbyusingquantita七ivemethodsofpoptllationecologysuchasmark・reCaPtureOf  
individllals，1ifetables．and metaqpopulationmodels．We alsowilldiscussthe measuresof  

biodiversitymanagemen七onthebasi＄Ofthestudies．   

用語解説Glossa野  

Sa七oyama：里山   

環境省では「里地里山」とよび「都市域と原生的自然との中間に位置し，様々な人間の働き  

かけを通じて環境が形成されてきた地域であり，集落をとりまく二次林と，それらと混在する  

農地，ため池，草原等で構成される地域概念」と定義した．里地里山は，二次林約800万ba，  

農地等約700万baをあわせて日本の国土の4割程度を占める．  
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Does鎚ぞe＄七飯ag皿emもa七ioma晩eも払elo喝。もeァm  

p¢p岨1盈もiompe野呂is七enee¢ぞ鮎ぞe＄も払e若鮎＄？  ミュー●l  

HiroshiTbmi皿at，Su  

√恥kyoM二etmpolitanUniveでSi頓1・1乳鮎nami－Osawa，賃acb．ioji，¶｝kyo192－0397，Japan  

E・mail：tomimatsu－hiroshi＠c．metro・u．aC．JP  

Habitatfragmentationo氏enreducesplantTeprOductionandrecruitment，andishypothesized  

tobeadeterministiccauseofpopula七iondecline．However，thedemographicconsequencesof  

丘agmenta七ioncanbecontroveTSialinlong－1ivedplantslikehrestheTbs，becausethee鮎c七On  

fecunditymayvaryacTOSSyearSandpopulationgrowthra七emaynotbesensitive七0鈷cundity．  

Tbda七e，Only灸wstudieshavequanti丘edtemporalvariabilityoffFagmentatione飽ctsand  

veTyfewhaveconducteddemogTaPhicanalysisof＆agmentedpop11lations．Inthistalk，Iwiu  

out血etheTeSultsofourstudiesirlVeStigatingthee飴c七SOfhabitatfragmentationon  

c3mSCbaiceDSe，a rePreSentative species offbresもherbsin northeTnJapan．Comparative  

studiesof14populationswi七hdi飽rentsizesfoundevidencetha七seedlingrecTuitnentwas  

reducedwi七hfragmentationbecauseofpollenlimita七ionandⅡ1icroclimaticedgee鮎cts．Six  

yearsofcensus data良omfourpopulations sugge＄t，howevel∵払at the e鑑邑ct onfecundity  

variedwidely acTOSSyearS，Whereasvariationin鈷cundity acco11nted halfthevariancein  

population growthrate（九）．Consequently，thedemographyofthesepopulationsexhibiもed  

stochasticvariationswithnocleape飴ctofpopula七ionsizeon九．Iwi11discusstheseresults  

andtheiri皿plicationsforconservationandfuturereseaTCh．   

用語解説Glos8盈野  

払res七飯agnenもation：森林の分断化   

森林の一部が失われて，小さな断片の集まりとなること。分断後の個体群は小さくなり，他の  

個体群から孤立するため，分断化が林床草本個体群に与える影響が懸念されている。多くの林床  

草本は寿命が長く，親植物が長期にわたって存続できるため，個体群を衰退させる決定論的な圧  

力を受けていても，それが個体数へ反映されるまでには長い時間を要するだろう。DavidTilman  

らは，分断後に長い時間を経て絶滅が生じることを‘extinction deb七，と呼んだ（Tilman et al．  

1994；Nature371：65－66）。  

′▼■－■■● ヱ刀ヱぴ〃ヱ控e題且貯g仁屋題由e月βeニフ「オソ→－「ノエンレイノワ   

北海道の落葉樹林に広く見られるメランチウム科の多年生草本。十勝平野では広大な群落を形  

成するが，18∂0年代からの急速な農地開拓によって多くの自生地が失われた。講演者らは，オオ  

バナノエンレイソウを対象とした分断化の影響評価に取り組んできた。   

皿aも血populationmodel：推移行列モデ／レ   

植物の個体群動態を解析する際に，最も広く用いられている手法。生育段階（や齢）を用いて  

生活環をモデル化し，各段階の生存率や繁殖率を要素とする「推移行列」から，個体群成長率  

（population growth rate，A）など個体群動態を特徴づける量を求める。生命表反応分析（1ife  

tableTeSpOnSeeXPeriment［uRE］analysis）では，さまざまな条件下で推定された個体群成長  

率の分散を，推移行列の各要素の変動がもたらす寄与へと近似的に分割する。  
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E飽eも＄⑬ぎ盈mも鮎op喝弧ie鮎＄もⅦぞb毘皿eeSOmも臨e態io鮎veぞ＄iもy  

a凪超po且弘m盈もiom野包もemim監am盈冨盈WaCasも貼Pa野塩  寺ニ・こ  

DaisukeUt凱血OmWa，監房iⅣakamⅦfa  

l：Grad11ateSchoolofNaturalScienceand恥chnology，EanazawaUniversity，Kakuma，  

鼠anazaⅥ7a．Ish辻awa920・1192，Japan  

2：InstituteofNa七ureandEnviTOnmenね1Tbclm0logy，KanazawaUniversity，Kakuma，  

Kana屈aWa．Ishikawa920－1192，Japan  

E－mail：utsudai＠stuAkanazawa－u・aCjp，koj趨kenroku．kanazawa・u．aC．jp  

Recently｝muChattentionhasbeenpaidtodiversityandstabili七yoflinksbetweenplantsand  
且owervisitorsinpollinationsystemsatpaTticularsites．In鈷c七，且oweTvisitorstothesame  

plants were di鮎rent year by year even at a particular site・E飴cts ofanthropogenic  

disturbancesandinvadingspeciesonpollinationsystemsarealsoconsiderable．Westudied  

pollinationsystemsuslngSamemethods：asatoyamaareainKaknma，CampuSOfKanaZaWa  

UniversityandKanazawaCastlePark（KCP），6Kmaparteachother．WekeptTeCOrdsthe  

SPeCies name and且ower abundanCe Ofa11floweringplants alongthe study routes and  
CO11ec七edallinsectstha七werefoundvisitingnowersweeklyoTeVerytendays＆omAprilto  
November丘om2000to2002．  

In七eractionsofresident且oraand且owervisitinginsects‥Duringthe3yearstudy，We  

recordedatotalof128plantspeciesinKakumaandlOlinKCP⊥Thenumberofwoodyplant  
speciesinKakuma（36species）ismuchlargerthaninKCP（12species）▲Atotalof83and49  
plantspeciesw‾erereCOrdedtobevisitedbyinsectsinKakumaandKCP，reSpeCtively．Ⅵ毎  

COllec七ed161insec七草peCieswith1595individualsin Kakuma，Whereas58with87lon  

residentplan七speciesin荘CP・Thenumberofcoleopteran，SPeCiesinKakuma（76species）was  

muchlaTgerthanthatinKCP（7species），reSul七ed鼻omthe di董誌TenCeinthe numberof  

nowerlngWOOdyplantspeciesbetweenthesites・Thenumberofplant・insec七Iinksin鼠akuma  
（131～233）waslaTgerthaninKCP（58…73），reSulted丘omthedi臨renceinthenumber。f  

plantandinsectspeciesbetween地．esites．  

Theimpact ofintTOduced garden plantsin KCP‥76garden plant races were  
introducedin2001and55in2002．Ofthem，3racesin2001and26racesin2002weTeVisited  

もvi－1只P‘、t只 駄nnllⅣ血示＝輔パm甜血hm血宣餌イえ川＝示ぷ、パ」，－QIcl品、ハm＋も凸；れ＋．，（」－，（（」】n汀＝両月∧γゝγ1∩‥M」Ln 〉J ‾‾▲‾▼‾‾‾‾ ‥‾ ▼－‾‾‾‾‾‾ 〉▼ ‾‾‾｝▼Y▼ 〉r〉〉▲〉） ヽ、′▲〉 ▲▲▲u▲’■■ノ、■■－¶‾■一－▲）′ ■山一■し′JL乙▲ V▲A）⊥j」】」■ノ⊥U、▲uレ）uらtl▲u）⊥⊥yエ（11ユーロ・  

Hymenopteraweremos七abundant，rePreSentedby17specieswith375individuals．Ofthem，  

327individualsin88PeCiesweremorethanlcminbodylength，indicatingthatresidents  

plantswhichhadbeendependentonthelargesizedpollinators，WeremOStSeriouslydamaged  

byintroductionofgaTdenplants．   

用語解説Glossa野  

Satpyamaareah鮎血ⅦmaCampⅦSOf監a皿a盗aW盈Vnivemi汐：金沢大学角間キャンパス内の  

里山ゾーン   

金沢大学が総合移転した角間キャンパス（200ba）は，金沢市の市街地に南東で隣接した丘  

陵地にあり，そのうち7姐aを「里山ゾーン」として保全し，学内の教育。研究フィールド，  

および地域住民の学習活動，青少年の自然体験の場として開放している．ここにはアベマキ，  

コナラなどの落葉性広葉樹林，スギ林，モウソウチク林，谷間のハンノキ林などがあり，植物  

（コケ， シダを除く）約600種，哺乳類21種（ツキノワグマ，カモシカ，キツネ，タヌキ，  
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テン，カヤネズミ等），鳥類72種，1000種以上の昆虫類が記録されており，きわめて生物多様  

性が高く自然が豊かである．ボランティアによる竹林整備，棚田復元などの里山保全活動も盛  

んであり，それにともなう生物多様性のモニタリングが行われている．   

旺anazawaCasも1ePark：金沢城公園   

旧金沢城祉．金沢市中心部の孤立緑地であり（2乱5ha），戦後ずっと金沢大学キャンパスであっ  

たので人手がはいらず，シイ・タブを極相とする森林がよく発達し，特に本丸跡（4壬1a）は自然度  

が高い貴重な生態系である．しかし，1995年の大学移転後，公園整備のために樹木が大量伐採さ  

れ，全国都市緑化いしかわフェア（2000－2001年）、加賀百万石博覧会の開催（2002年）、歴史  

的建物復元や埋蔵文化財の発掘調査（200かぅにより急速に自然環境が悪化しつつある．筆者らは  

1999年頃より様々な動植物のモニタリング調査をしてきたが，平成15年度プロナトウラ基金（日  

本自然保護協会）による調査を実施した．すでに伐採開始以前（1995年）に確認された昆虫の  

60％が消失し（普通種でも25％），一方，裸地性，草原性の種の大幅増加（総種数の30％）が判  

明．大型花壇へ多くの訪花昆虫が誘引される反面，自生植物種は訪花昆虫不足になっている．大  

量伐採による公園全体の乾燥化が進行しつつあり，放置すれば回復不可能なダメージを被る可能  

性が高い．都市化以前は周囲の山地と「緑の回廊」でつながっていたが，いまは孤立化が進み，  

いったん絶滅すると永久に回復しないおそれがある．  
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Sho喝0因ishihara  

LaboratoryofConservationEcology，Insti七uteofAgricultul・alandLi鬼Sciences，The  

Unive指ityofTbkyo，1‾1－1うねyoi，Btlnkyo，7bkyoll計6657，Japan  

E－mail：shogo＠ka2．so－net．ne，jp  

IntheJapaneseagricultura11andscapes，relativelyhighbiodiversityhasbeenmaintainedby  

traditionalagriculturalpractices・InNotodistric七ofIshikawaprefeeture，Currentlymany  

threatenedaqua七icinsectsofJapanareremaining，however，thebiodiversityoftheregionis  

Criticallythreatenedduetotheincreasedabandonmenもofricepaddies，lostoftraditional  

pond management and／orinvasion of alien predators・We have startedanattemPt Of  
COnSerVation practice based on the stu・dy on the popula七ion dynamics ofseverallarge  

endangereddivingbeetlesasindicatoTSPeCiesforintegrityofなeshaquaticecosystemsinthe  
rufallandscape．  

ThroughsurveySOfaqua七icinsectsandplantsinmorethan200pondsinthearea  
performed＆om2001to2005，aCOrearea（approximatelylkm2）with丘vepondsthathadthe  

highestbiodiversitywasfound・Istudiedthepopulationdynamicsof丘veendangereddiving  
beetles，御cussAalPL¢五ぎiel・h賦払由BLZ＄．Cノ如oDibuろCbl℃I東軸LoLkmsaゐm威  

（Coleoptera：Diti＄Cidae）inthecorearea．MarkandrecapturestudyshowedC．breviswasthe  

mostabllndant，鈷1loⅥ昭dby Cノ如0月元び阜β．丘丘屈j如α∂（由Ⅲ朗笑and C鳥海月びginthe  

decreasingorder・TheproportionofmovingbeetlesamongthemarkedwasquitelowandO．6％，  

andthemeanmOVmgdistancewasestimatedintherangeof approximateblOO－600m．The  

factthatthe recaptureratewas23．3－33．8％atthe＄ameplaceshowedtha七aconsiderable  

PTOPOr七ionsofthebeetlesTemainedinthesamepond・Thethreatenedbeetleswerefbundonly  
inthe丘vehighbiodiversitypondswherepondmanagementhadbeencontinued．Theyused  

thesehabita七shrreproductionandoverwintering，andalsoricepaddiesbetweentheponds  

forreproduction・Themaximumlongevityaslongas3yearswasascertainedforCノ毎フODkus  
and（ニa（由ヱロ且正  

From2003to2005，Certainchangesinthebeetlepopulationswereappreciated．In  

everypond七he numberofbeetlesdeclinedmarkedly．Especia11vin2005thenl皿berofthe  

larvaeandnewadultbeetleswerenegligibleand Cb柿壷由DuSWaSnOtdeもected・DsbajPj  
COuldnotbefounda七anabandonedanddryingricepaddywhereitwasabundan七in2003and  
2004・Itisuncer七ainwhetherthesechangeshavebeencausedbyenviTOnmentalchangessuch  
astheincreaseofabandonedricepaddiesandponds，byabnormallylowwaterlevelduetothe  

SeVeredroughtintheearlysummeroftheyear，OTWhetheri七wasmereyeaTlyvariation．  

Basedontheseresult＄，WehaveimplementedthepracticalconseⅣationprograms．  

Werestoredthepondmanagement，丘med七hewaterinabandonedricepaddies，andcreated  

SOmeSmallLSizedwetlands，throughthecollabora七ionoftheregionalgovernmentandlocal  

PeOPle・Against theinvasion of thelargemouth bass七o the ponds，We attemPted the  

extermination by drying the ponds，Where the number of紘e diving bee七1es recovered  

gradually．  
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用語解説Glossaどy  

endangeTeddivingbeeも1es：絶滅のおそれのあるゲンゴロウ類   

シャープゲンゴロウモドキ 身玩びぶ虚βj如陥丘乃血は、湿地や湿田などの一時的止水域に主  

に生息する。生息地の開発、圃場整備、農薬の使用、採集圧などによって激減し、環境省RDB  

では絶滅危惧l類、石川県では県指定希少野生動植物に指定されている。他にも、マルコガタノ  

ゲンゴロウ  q祓ねね㍗料椚痛惜損、ゲンゴロウCノ如相克掴、など多くの止水性の水生昆虫が同  

様の理由により絶滅の危機に瀕している。   

pondsinOku－Ⅳ0もOdis七由e七：奥能登のため池群   

石川県奥能登地方の平野部に残存する大小様々なため池群。ため池の周辺では、この100年間  

ほど大きな土地利用の変化がなく、水抜きを中心とする伝統的な碓持。管理が水田耕作とともに  

行われてきた。そこには数多くの希少種を含む多様な水生植物や水生動物が生育、生息する。し  

かし、近年の、農業の近代化によるため池の管理の変化、水田の休耕化によるため池の放棄は生  

物多様性に影響を与えている。  

1aぞ酢皿0毯地bass：オオクチバス   

北米原産のブラックバスの仲間。IUCNの侵略的外来種ワースト100に指定されている。強力  

な捕食性のため、湖沼、ため池、河川などの生態系に大きな影響を与えることが問題となってい  

る。日本では1970年代頃より釣りブームとともに密放流が繰り返され、全国に拡散した。2005  

年6月に外来生物法の特定外来生物に指定され、全国6ケ所で駆除のモデル事業が開始されてい  

る。  
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Basie毘m盈1ysisoぞp¢pⅦ且汲もi¢孤盛y皿a皿ie＄Ofemdamgeぞe逮  

aqⅧ如ieim＄ee七speeiesan超i七seomseⅣ盈もiom皿盈n昆geme臨七  

im由eep盈舶yeeo野呂もe盟且  

さ：：－」阜  

KazumasaHidaka  

CollageResearchFarm，EhimeUniveT＄ity，Matsuyama，790・2424，Japan  

E．mail：sunhwkaz＠agr．ehime－u．aCjp  

In population ecology，quanti七ative analysisis basic methodology to understand the  

mechanisnofpopulationdynamicsinspaceandtime・恥pTOgreSSCOnSerVationofendangered  
SPeCiesassociatedwithbiodiversityissues，generalme七hodsinpopulationecologyissupposed  

to be usefu1inconservation biology hkcakaya et al．，1999；Pul1in，2002）．Actually，a  

plannlngOfmanagementfortheirconservationandrestoringmustbesuccessfu1，ifwecould  

reliably gTaSP how endangered species populations change as＄OCiated with nuneral  

ParameterSOftheirreproduction，SurVivalordeath，dispersal，densitye壬誌ct，habitatselection，  

geneticperibrmanceandsoon・Weknowafewcasesofthis七rustworthyplannlnglnreality、  

altho11ghtheTeissomanyendangeredspeciesintheSatoyama‥  
InthispTeSentation，IwouldliketodiscusshowwecanbecontTibutedtopractical  

management ofendangered species by some e鮎c七ive measure through the mark and  
recapturemethodonendangeredaquaticinsects，thegiantwa七erbug，LeiAocemsdb7mLbI  

andthedivingbeetles，q通Lgtel■spp・inthericepaddy丘eldsecosystem．Severalpointsofits  

COntributionsofcouldbedirected免・OmTeSultsofour丘eldsexaminationsandmanagement  
practices；  

1・Estimationofpopulationsizeofendangeredspeciesisimportantandnoteasy．  

2．Habitatselectionandagriculturaldependency（Hidaka2005）  

3。Dispersalandmeta－pOPlユ1ation  

4・Theassemblageofspeciestied七ogetherwithanendangeredspecies  
5・AnthTOpOlogicalor natural払ctors of disturbance associatedwith size change of   

endangeTedpopulations．  

ForprogressingconserveoTreStOreendangeredpopulationsinagroecosys七eⅡ1under  
IBMproposedby馳itani（2003），eStima七ingbothofMVPandhealthyviablepopulation  

levels must be neccessary，that should be associatedwith agriculturalpractice and  

environmentalchanges・Itis di臨cultfor us，however，tO genera11y conduct these basic  

examinationsofendangeredpopulationsbecau＄eOftheirhabitatdegrada七ionofbiodiversity  
ho七SpOtinruralagro－eCOSyStemS（Nishihara，inthefoTmerPreSentation）and TareneSSOf  

丘elds workeTSfor conservation based on popula七ion ecologyin remote andisolated  
agriculturalarea・In conclusions under the present，itmigh七be urgent七o carry out  

COnSerVationandbasicresearchesofpopulationecologylnPreCiousllabitatsforendangered  

populationsregardlessofhotspotornothotspotofbiodiversity，鮎s七ofal1．   

用語解説Glossa野  

1血e Gia皿七waもerb喝，且e虎∂肌g脚：タガメ（半麺目。コオイムシ科）日本最大の水生  

昆虫で高次肉食者。かつては多くの水田地帯の普通種であったが、この30年で個体群が衰退し、  

環境省の絶滅危倶Ⅱ類に指定されている。  
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もheDiv血gbee七1es，q血おぬ㌘Spp．：大型のゲンゴロウ類。ゲンゴロウ（準絶滅種）。コガタノゲン  

ゴロウ（絶滅危倶Ⅰ類ぃクロダンゴロウ（いくつかの県のRDB種）   

IBM：Integra七edBiodiversityManagemen七（総合的生物多様性管理）農業の持続と里山の生物  

多様性保全の最適化をめざす管理のための理論   

箆0もspoも：絶滅危倶種を含む多くの種が現在も生息している生物多様性が残された地域  
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Meもap叩u払七iomdyma皿iesan戌eonseⅣ盈も主onるぎ盈bee七1e，  

⑬smode暫皿aeぞe血七和弘vi喝i取払omowもpee畠in玄随貯¢pe  ミニ・5  

Tho81aS Ranius  

SwedishUniversityofAgl・iculturalSciences，Uppsala，Sweden  

E・mail：T壬10皿aS．Ranius＠entom．slu．se  

In Europe，many Organisms dependen七on ancient trees are regarded as threatened．  

thmodelて刀aeu℃mliaisabeetlespeciesassociatedwit壬1hollow七reesthathasreceivedmuch  

attentionamongEuropeanconservationists・ThisisbecausethespecieshasbeenglVenahigh  
priorityaccordingtotheEuropeanUnion’sHabitatDirective．ItoccursinalmostallEuropean  

COuntries，but has decreased everywhere due to commercialfoTeStry and changesin  

agriculture・InSweden，thespeciesoccursmainlyinoldoaksinpasturewoodlands．Many  

beetlespeciesin七hesetreesprefersunTeXpOSedtreesand，theTefoTe，theysu飴rfromfoTeSt  

regrowthcausedbyceasedmanagement．  

Ihaveuseda5mOdbmae｝℃m血asamodelspeciesinmetapopula七ionstudies．The  

proportionofadultbeetlesleavlngtheirnataltreeforanothertTeehasbeenestimatedto15％，  

based on丘eld studies by capture－reCaPture and telemetry・The dispersalrange may be  

describedbyanega七iveexponentialfunc七ion・Onaverage，about七enadultbeetlesemerged  

Per tree and yeaT，however，there was a wide variability between trees．There was an  

asynchronyln pOPulationfluctuations between七rees．This sl咽geSt＄that the a ezemlta  

individualsineachtreemaybedescribedasalocalpopulationthatis払irlyindependentfrom  
thepopulationsinneighbourlngtreeS，andthatthepopulationineachtTeeisexposedfor  

SOme eXtinction risk・Individualsin a stand ofもrees七ogetherform a metapopulation，  

COnneCtedbydispersalbetweentrees．  

Furthermore，Ihavesurveyedthespeciesinstandsofdi飴rentsize，COnneCtivity，and  

physicalcharacteristicsin an areain southeastern Sweden．This study was conducted  

because the observed occupancy patternS may reneCt the e臨cts of the colonisation－  

extinctionprocessesthathavetakenplaceoveralongtime．Occupancy／treewashigherin  

largerstandsthaninsmal1er，buttheTeWaSnOCOrrela七ionbetweenoccupanCy／standand  

COnneCtivityofstands．aez？m血wasfoundinmostofthelargerstands（withmorethan  

sevenho1lowoaks），andthispTObablymirrorsthehctthatthebee七1ecolonisedthesesites  

Whenthehabi七atdensitywasmuchhigherthantoday；historicaldocumentsrevealthattheTe  
WaSmanymOTeOldoaksinSweden200yearsago・Asinplepopulationviabilityanalysis  
basedonthepresentknowledgeabou七thespeciespopulationdynamicssuggestedthatmany ）   
a e躇m血populationsin smallstandswi11go ex七inct，eVenifassumed tha七the habitat  

qualityofthesestandswasassumedtoremainconstant・However，theextinctionsmaytake  

placeinseveraldecadesorevenafewcenturies．Largeraggregationsofsuitable七TeeSin  

Stands are necessaTy tO prOvidelong－termViabili七y ofO．eremitapopulations．Therefore，  

priorityshouldbegiventomaintainingthelarges七sites，OrtOincTeaSeSizeandconnectivity  

ofsmallerstandswithhollow七rees．  

OngolngreSearChaimsatmodellingtheextinc七ionriskofaemmLta，a＄relatedwith  

Changesofthe densityand spa七ial＄trueture Ofthe habitat．Such models shouldrtakein七o  

COnSideration the population dynamics ofthe beetle，but also theformation andloss of  

Sui七ablehollowrtrees・Themodelwillbeusedandvalidatedinaretl・OSpeCtivestudy・Ithas  
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beensuggestedthatO．epemItaonlyoccursonsiteswithalon嘗historyofunbrokenpresence  

Ofitshabitat，Byusln嘗historicalda七aincomputersimulationsthataimatpredictingthe  

currentoccupancypatternofaemmlta，andcomparetheresultswithdata丘om且eldstudies，  

itispossibletovalidatethemodelandexplain七hespecies’currentoccurrence，   

用語解説Glossa野  

伽odeⅧ∂e闇血ハナムグリ（昆虫綱，コガネムシ科）の一種．  
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Ex七im虎iomandeonseぞVa鮎moぞ盈皿p払ibiaim地e  

皿eもap⑳pul汲もiomleve且地雷0喝臨且a皿戌seape地象mge昏  S2可6  

Uosihiro Natuhara 

OsakaPrefectureUniversity，1－1Gaknen，Sakni，Osaka599・8531，Japan  

E一皿ail：natubara＠envi．osaka鮎tu．ac．jp  

ThecloudedsalamandeIち伽obIusBeb乙血usisindigenousinwesternJapanandlistedasan  
endangeredspecie＄．Itisdis七ributed丘omplaneclosetoseashoTetOmOuntainbutmainlyin  

hillyland．0vipositionsitesaTeStillorslowandshallowwater．LanTaeStaySeVeralmonthsin  

water and adultsinhabit払rest且00r Close to the watJer．Then H Bebuhsusneeds the site  

wheTe both ofwater andforest exist together．There aTe three threatsfor H DebuhタUS；  

urbanization，1andreformofpaddy丘eldsandabandonmentofpaddy色elds．InJapan，theTice  

plants are cultivatedたom加Iay to October and丘11edwith waterinApril．Traditionally，  

paddiesin hillval1ey have been丘11ed with waterevenbefore the beginningofplan七ing，  

FebruarywhenHnebubsuslayitseggs．But，reCentlypaddieshavebeenrehrmedtodryup  

duringnon－Cultivatedseasonandsomeperiodsincultivatedseasoninsummer，andirrigation  

ditchesaTereformedtoconcrete．Ourobjectaretobuildahabitatmodelintheregionalscale  

and a metapopulation modelfor the conservation ofH Bebubsus．We also examine the  

efBcacyofmetapopulationviabilityanalysisfortheprocedureofevaluationofdevelopmental  
impactanditsmiti卵・tion  

Thehabitatmodeland丘eldsurveySS壬10WSPatialdensityofthepotentialhabitatsor  

“1andscapecohesion”a臨ctstheincidenceofthespeciesinthere嘗10nalscale．WeusedBaisian  

approachtochosethebestmodeinwhichcongruencebetweentheprobabilityofoccupancyof  

pa七chespredictedbythemetapopulationmodelandtheactualoccupancyobservedinthe丘eld  

wastested．Wealsosimulatedthee脆ctofsomemitigationplans．Theresultsofcomputer  

simulationsuggestedthatasmallre＄erveCOuldnotcompensa七elanddevelopmentofwhole  
area，theextinctionTiskincreasedevenifthe developmen七waslimitedtoonethirdofthe  

whole aTea，isola七ed habitat patches would not be recolonized eveniftheland was not  

developed，andabandonmentofcultivatedpaddy丘eldraisedtheextinctionriskmorethan  

partialdevelopment was done．By the simulation，We reCCOmend connecting habitats by  

digglngSma11pooIstodecreasetheextinctionrisk・   

用語解説Glos＄a野  

確職血お戯血血Ⅷ＝カスミサンシヨウウオ。西日本に分布する止水性のサンシヨウウオ。大阪  

府および京都府の地域個体群が準絶滅危倶とされる。   

bat血a七mode：生物の種の生息可能性を植生など生物的環境や土地の物理的化学的環境によって  

評価する方法。本来は生態学の基本的な興味のひとつであったが、最近は種の保護や環境アセス  

メント、地域計画の手法として取り上げられることが多い。   

払ndscapecohe8ion：景観のつながり、ここでの使い方はhabitatcohesionと区別していない。  

メタ個体群内の局所生息地の数がメタ個体群全体の存続可能性に影響をあたえるが、潜在的にメ  

タ個体群が成立できるかどうかを景観要素の分布から評価しようとするもの。  
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Ba誌ianappmacb．：ここではモデル選択の方法としてのベイズアプローチを用いた。すなわち、  

複数のモデルのどれが最適であるかは事前にはどれも等しいとみなすことができ、どれが最適で  

あるかの事後確率は、待られたデータをそのモデルにあてはめた場合の尤度をすべてのモデルの  

尤度の和でわった値として得られる。したがって、ある条件における結果のあてはまりの良さを  

比較するものであり、AICのようにパラメータの数を考慮していないし、ましてやモデルそのも  

のの「良さ」を評価するものではない。  
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Ev¢1Ⅶ七i¢nO君臨¢Sもyan嘗ein払eybiv¢yOⅦSinsec七s：amew  

Ⅱ且0洩e且  

西田隆義（京大中農。昆虫生態）、高倉耕一（大阪市立環境研）、  

○巌圭介（桃山学院大）  

E・mail：iⅥraO＠an血eⅥr．aC．Jp   

評0瑠  

近縁種間の生殖干渉を組み込むことにより、植食性昆虫の分布パターンや寄主範囲の変化を統  

合的に説明できるモデルを作成した。2次元の格子空間に2種の寄主植物がランダムに存在し、  

両寄主を利用する2種の植食者個体群が半々に存在するところからシミュレーションを開始する。  

両種の間に資源競争と生殖干渉が起きるとき、生殖干渉の強さに応じて（1）同所（同寄主上）共  

存、（2）寄主特異化（寄主による棲み分け）、（3）側所分布という3つのパターンの結果が生じた。  

寄主特異化は寄主を巡る資源競争だけでは現実的には起こりにくいが、わずかな生殖干渉が加わ  

ることにより他種個体数と自種適応度に負の相関が生じ、他種が好まない寄主上への選好性と適  

応度に正のフィードバックが かかって寄主範囲が狭まる。この場合、寄主範囲を決定するのは植  

食者と植物の共進化ではなく、近縁種との生殖干渉ということになる。   

なお、他の結果（1，3）についても現実に観察される分布パターンであり、種の分布を決める要  

因として生殖干渉の果たしている役割が大きい可能性を示唆している。  

Ev¢1uもiomo君臨os七yan嘗ei孤払eぞ払お0暫0ⅧSin＄eeも＄：Eco且0由c融  

imp臨e汲もi¢nS  

OTakayoshiNishidal，TakakuraKoも，ich2＆Keis11keIwao3   
1：Lab．InsectEcology，KyotoUniversity  
2：OsakaCityInstituteofPublicfIealthandEnvironmentalScience  
3：MomoyamaGak扇nU皿iversity  

E－mail：nisbida＠kais．kyoto－u．aC．jp  

PO2  

Ourtheoreticalmodelsuggestedthatreprod11Ctiveinterferencebetweentwocloselyrelated  

speciessyntheticallyaccountsfbrhostspecialization，Parapatr沸COeXistence，andcompetitive  

exclusion，al1phenomenaofwhichhavebeenstudiedanddiscussedseparatelyindi脆rent  

ecologicalandevolu七ionarycontexts（seethepresentationbyco・authors）．Inthispresentation  

weexaminedtheapplicabilityofthetheorybyusingdataofhostplants，tineandplaceof  

mating，geOgraPhic distrib11tion，and ahundance of butterAies occ11rrlnginJapanese  

Archipelago．  
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セイヨウタンポポによる在来種への繁殖干渉  

－その空間スケールと在来種個体群への影響－  
○高倉耕一（大阪市環科研）  

PO3  

E・mail：saikacbi＠mame・ZOO．COm   

タンポポは多くの人に親しまれてきた草花の一つであるが、都市部を中心に在来種が外来種に  

置き換わっているという事実は古くから知られ、これまでにも多くの研究が蓄積されてきた。そ  

の結果、置き換わり現象は人為的擾乱による在来種の衰退後に外来種が侵入。定着した結果であ  

ると解釈されてきた。   

しかし、近年外来種による在来種の繁殖への干渉作用が知られるようになり（BroⅥ7n and  

Mitchel12001）、外来種一在来種の関係は再考を求められている。タンポポの系においても例外で  

なく、監andori（投稿中）により繁殖干渉の可能性が示されている。また、在来種と外来種の交雑  

個体が野外で多く生息していることが知られるようになり、この影響についても関心が高まって  

いる。   

本研究では西日本在来のカンサイタンポポが外来種のセイヨウタンポポおよび雑種個体から受  

けている繁殖干渉の効果を野外での操作実験と観察により検証し、その空間スケールを解析した。  

その結果、カンサイタンポポは外来種および雑種の花の存在下では結実率が低下し、その干渉作  

用は2～5メートルの範囲に及んだ。また、花粉を生産しない雑種（主に4倍体雑種と思われる）  

の花が咲く時期にはその影響は減少した。以上の結果に基づき、外来タンポポの影響、在来種保  

全への応用可能性などを議論する。  

ブタクサハムシの拡散モデル  

○山村光司（農環研卜守屋成一（中央農研）。田中幸一（農環研卜清  

水徹（琉球産経）  

E－mail：yamam11ra＠niaes．a蝕c溜0．jp   

PO梯  

ブタクサハムシ物血配脇α皿m拙江eSageは北米原産の体長約4mmの甲虫であり，1996  

年に千葉県で発見されてから日本国内で急速にその分布を拡大した。実際の分布拡大速度を  

Skellam（1951）と類似の方法で推定すると約75km件である。このとき，潜在的な分布拡大速度  
を予測するためにはう血mamura（2004）のガンマモデルが役立っ。通常の拡散方程式ではランダム  

拡散の際の1歩の長さが一定であると暗黙に仮定されているのに対し，ガンマモデルではそれが  

時間的に変動すると仮定されているため，現実の拡散を的確に予測することができる。ブタクサ  
圃場の端から10mおきに90mまで粘着板トラップを設置して捕獲個体数を調べ，このデータか  

ら疑似最尤推定法によりガンマモデルのパラメーターを推定した。ブタクサハムシは8月の25℃  

前後の時期にブタクサを食い尽くして拡散することが多いことから，25℃での室内飼育データを  

用いて純増殖率ROを求めたところ324±41であった。ガンマモデルにこのRoを適用することに  

より，ブタクサが一面に生育している最適条件における分布拡大速度（±S】∃）を解析的に推定す  

ると44．3±1．Okm／世代となった。また，ブタクサハムシが1年に4世代増殖してから拡散すると  

考えると，1年あたりの分布拡大速度（±SE）は177．3±4．2kmと推定された。実際の1年あた  

りの分布拡大速度はこの潜在的な拡大速度よりも遅い。野外ではブタクサをうまく見つけられず  

に死亡する個体などが多いため，実際の拡大速度はその潜在的な値よりもかなり小さくなってい  

ると解釈される。  
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取aiもq皿e鮎汲もe姐im遠近eeもe飴e七Si皿洩岨ee通ゎyp君eぬも¢ぞ  

avo主ぬnce盈迅速sも盈bi臨もyo君臨od地aims  

－⊃恥shiyukiNamba☆（OsakaPreftJniv，GradSckooISci）  

AkariShikata，1もmokoHarada（OsakaWomen’sUniv，DeptEnvironSci）  

E－mail：＊tnamba＠b．s．osakafu－u．aC．jp  

PO5  

Predators a晩ctpreynotonlybydirectlykillingthembutal＄Obymodifyingthe behavior  
（tTait）ofpreyindividuals．Sincetherateofencountersbetweenpreda七OrSandpreydecreases  

bytheanti－Predatorbehavioroftheprey，thepredatorfunctionalresponseisadecreaslng  

function ofthepredatordensity．Constlmer＄（卯ey）thatspend alotoftimefoTaVOiding  

predation risks have tolose opportunities tofeed on their resources，and the consumer  

functionalresponsealsobecomesadecrea＄ingfunctionofthepTedatordensity．  

Weinvestiga七e how the stability of tritrophic chainsis a鮎c七ed by such traitEmediaもed  

indirecte飴cts，by numerical1yintegratingamathematicalmodel．We consideramodelof  

tritrophicchainswiththeHolling’stypeIIfunctionalresponsesbetweenthepredatorand  
prey，andthepreyandresotlrCe▲Weinvestigatetwolimitingcasesinwhichoneofthetwo  

handlingtimesis negligible・Although thepredatoTdensity declines bythe anti・Predator  

behavior，thetri－trOphicchaintend＄tObestabilizedbythetrait－mediatedindirecte飴cts．  

外来植物と昆虫の相互関係に在来植物が与える間接効果  
○大塚直覚。大串隆之（京都大学生態学研究センター）  

E一皿ail：inuz11ka＠ecologykyo七0「ほ．aC．jp   

P〔ミさ  

生物の侵入は在来の生物間相互作用の構造を変化させるとともに、侵入種自身も在来種により  

大きな影響を受けることが予測できるが、その実態に関してはほとんどわかっていない。この間  

いに答えるには、侵入生物だけではなく群集を構成する在来種を含めた生物間相互作用のネット  

ワーク構造を理解する必要がある。これは、群集の成立過程の解明のみならず、在来種の保全を  

行う上でも重要である。本研究の目的は、帰化植物のブタクサ（A軌録鮎由∂虎出血戒免艶）を寄  

主植物とする外来昆虫のブタクサハムシ（喀血即肋α皿m胱）の密度に対する在来植物のクズ  

（動ej箸jて怨ゐムβ由）の効果を明らかにすることである。ブタクサハムシによる食害を、①クズ高  

密度区、②クズ低密度区、③（高密度区の内部での）クズ除去区の間で比較した。その結果、食  

害のレベルは、クズ低密度区に比べて、クズ高密度区の方が有意に低く、クズ高密度区でもクズ  

を除去すると増加することが明らかになった。また、節足動物の種類と個体数を比較したところ、  

クズ高密度区ではブタクサハムシの密度が低く、描食者の個体数の割合が大きいことが分かった。  

これらの結果から、ブタクサがクズに覆われることによるブタクサの食害率の低下は、クズによ  

ってブタクサヘのハムシの定着が阻害されること、天敵の増加によるハムシ個体群の減少、とい  

う間接的な効果により引き起こされることが示唆された。  
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狩猟データを用いたエゾシカの自然死亡率の推定  

○上野真由美（北大。院。農）、替藤隆（北大FSC）、梶光一（北海  

道環境研）  

Ermail：mayumi＠exfoT．agr．hokudai．ac．3P   

臣1〔！ゝ声’  

北海道足寄町の13年間（1990・2002）の狩猟データ（有害駆  

除を含む）を用いて、エゾシカの成獣メスと子の自然死亡率（主  

に越冬期）を間接的に推定した。成獣メスと子の仮想自然死亡率  

を使って、コホート分析による生息数復元を行った。得られた  

1990 年の齢別生息数から1990 年の個体群増加率、  

N1990，0／N1990，1＋、N1990，0／N1990，2＋を算出した。これらの  

算出値と、同時期に同地域で他の手法で得られた、それぞれに対  

応する値を照合し、整合性の取れる自然死亡率を検索した。結果、  

成獣メス。子の自然死亡率はいずれもゼロに近いことが示唆され  

た。成獣メスの自然死亡率は、ラジオテレメトリーを用いて直接的に推定された自然死亡率と一  

致した。一方、子の自然死亡率は、比較する自然死亡率がないものの、これまで考えられていた  

値よりも低かった。本研究で得られた推定値を確証づけるためにも、さらなる裏付けと手法の洗  

練が必要であると思われる。このような間接的な動態パラメータの推定は、直接的な推定が困難  

な動物において非常に有効な手法であると考えられる。  

シロアリと卵擬態菌核菌「ターマイトボール」：昆虫と菌類  

の新たな関係  
○松浦健二（岡山大。院。環境）  

E－mail：kenjijpn＠cc．okayama・u．aC．jp   

POる  

卵保護は社会性の生物にとって最も基本的な社会行動のひとつである。この卵認識、卵保護行  
動を利用した社会寄生として、鳥類の卵擬態が有名である。本講演では「シロアリの卵に擬態す  

る菌類」の発見と、その相互作用に関する最新の研究結果を報告する。シロアリのワーカーは、  

女王の産んだ卵を運んで山積みにし、世話をする習性がある。こうしてできる卵塊の中に、シロ  

アリの卵とは異なる褐色の球体「ターマイトボール」が見られる。この球体のrDNA遺伝子を分  
析した結果、』班e∠由属の新種の糸状菌がつくる菌核であることが判明した。この現象は、ヤマト  
シロアリ属のシロアリに普遍的にみられ、現在までに日本で3種、米国で2種のシロアリから卵  

擬態菌核菌を単離した。   
この菌核菌はシロアリの卵の短径と同じサイズ  

の菌核をつくり、さらに化学擬態することによっ  
て、シロアリに運搬、保護させている。卵認識物  
質をコートした様々なサイズの擬似卵を用いて卵  
運搬実験を行い、卵認識行動を行う上での最適卵  
サイズと、認識許容範囲を明らかにした。シロア  
リは卵の直径と同じサイズの菌核だけを選択的に  
運搬、保護していることが明らかになった。   

さらに、シロアリの一つのコロニーが保有する  

菌核菌のrDNAのIGS領域のハブロタイプのバリ  
エーションを解析したところ、複数のハプロタイ  
プが検出された。つまり、シロアリが巣の周辺か  
ら複数の菌核菌の系統を巣内に運び込んでいる可  
能性が示唆された。  
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種子食性カメムシと果実虫えい形成者の相互作用  
PO9   。今井健介（京大。院。農。昆虫生態）  

E・mail：kensuke＠kais．kyoto－u．aC．jp  

種間競争は資源分割を介して、生物の行動、形態や生活史を形作ると考えられる。しかし植食  

性昆虫においては、資源競争は数倒しか検証されていない。アオキミタマバェは雌雄異株の常緑  

潅木であるアオキの幼果を利用して虫えいを形成する。その後に続いて出現するカメムシ類種子  

食者もまたアオキの果実を利用し、落果を引き起こす。しかし、落果にはアオキミタマバェの寄  

生が成功した果実はほとんど含まれておらず、何らかの形でカメムシの攻撃を免れている可能性  

が示唆された。すなわち、アオキミタマバェはカメムシ類の利用可能資源を減少させる一方で、  

カメムシ類の被害をほぼ受けず、非対称な資源競争が存在した。本発表では、このような非対称  

な資源競争を引き起こすメカニズムを考察する。加えて、カメムシ類による落果が摘果として作  

用し、タマバェを利している可能性についても検討する。  

ÅbⅦnぬ皿Ce，bo盈ys五冨e，盈孤組皿？ぞp払do野¢若鮎u血も且ebeesim  
a取乱でeaW払eぞeaneXOもie＄p¢e且eS，触磨びβぬ椚β鴫払as  
beeneol¢ni五e盈i孤ぬpan  
OTbruyOShiNagamitsul，TanakaKen七a2，NaokiInaTi3，EtsushiKato3，  

TsutomuHiura3（1：FoTeStryandFoTeS七ProductsResearchInstitute，2：  

She臨eld．University，：3：HokkaidoUniversity）  

Email：nagami七＠鞄ri．a緻c．go．jp  

P●沌  

Anexoticbumblebeespecies，Bon2bustelTeS塊hascolonizedin3apananddominatedin  

somelocalcommunities．E臨∋CtSOflanduse andbumblebeeabundance onthe numberand  

bodysizeofbumblebeescollec七edbyinterceptiontrapswereexaminedinalowlandarea（224  
km2）inthesouthernIshikari，Hokkaido．In2004，922bumblebeesofsixspecieswel・eCaught  

by70trapsin17si七es．AdifRISioneq11ationwas昆ttodispersionoftrappedEtm＄tl壷bees  

fromcommercialcoIoniesanntla11yused・GeneralizedlineaTmOdelsincludingthedispersion  
e飽ctshowedthattheareasof払rms，urbanareas，and．woodlandsnegativelya飽ctedthe  

numberoftrappedEtem℃StZigbees．Thenumberoftrappedbeesofthreenativespecies，E  

旦FPOCEiia，Ea加ゎz7昂andEdinl等uS，WaSa董艶ctedbytheareasofdi鮎rentcombinationsof  

landuseandwasnotnegativelya鮎ctedbythenumbeTOftrappedEぬ打eS白痴bees．The  

numberoftrappedEteHeSil滋beesnegativelya飴ctedtheheadwidthoftTaPPedB．al壷BS  

workers，Which suggeststhatcompetitionforfoodsreducestheirbodysize．Morphological  

analysisshowedthatE由jTeS白痴hadtheintermediatetonguelengthbetweenEAYPOCZiia  
andEanhns；WhichsuggestsdietoverlapbetweenEttLtアeStEigandthetwona七ivespecies．  
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ぞe讐Ⅶ比ed踏0讐lowぎe80協Pee払eもeぞ喝e皿由もy血由mg  
OV且pOSiもi¢mlna．ga弘一imdⅦei喝SaW晦御頑題Sp。  
OKoheiIseki，Ⅵ1miko］泡ke11ChiandMichihiroIshihara  
Department of BiologicalScience，Graduate Schoolof Science，Osaka  

PrefectureUniversity，Daisen－Cho2・1，Sakai，Osaka590・0035，Japan  

E・mail：isekiO5＠b．s．osaka良1－u．aC．jp  

とコ‘一卜毒  

Manygall－inducing saw凸ies showovIPOSitionpreferenceforlong，Vigorous shoots．Thisis  

becauselarvalsurvivalcorrelatespositivelywithfemalepreferenceforlongershoo七sandthe  
PrObabi嵐ty ofshoot abscissionis nega七ively correlated with shootlength．We tested the  

validityofthegeneralhypothesisin勘助cobasp．  

勒肋coba sp．showed no ovlpOSition prefbrenceforlong，VlgOTOuS Shoots，and．Tather；  

attackedtheshortershootlengthclassesmorefrequently．However，1arvalestablishmentin  

galls was more successfu1in thelonger shoo七1ength classes．This poor correspondence  

between ovlpOSition preference andlarvalperformance resulted ＆omlow apparent  

heterogeneityoftheresourcesexploitedby勒肋cobasp．A上土hetimeoffemaleovIPOSi七ion，  

Shootsandleavesweretoouniformtoallowdiscriminationbyfemalesamongshootlength  

classes，reSultingmrandom，Ornearrandomattackofshoot＄．ThisisthesamecaseasPrice  

etal．（2004）illustratedin6speciesofRフDtaL2ib．  

アズキゾタムシにおける細胞内共生細菌ボルバキアの細  

胞質不和合性と感染の蔓延（C卵⑬p且as皿ieimeo皿p盈もib迅暗  

盈md鮎ぎ払pぞeValenee¢f闇ね且b盈e払i盈em超0野皿bi¢汲もi臨も臨e  

盈組zukibeambee七且e）  

○今藤夏子（国立環境研卜嶋田正和（東大。総合文化卜深津武馬（産  

総研）  

E一皿ail：kondo．natsu立0＠nies．go．Jp   

…ユ1三  

昆虫一細菌間には、多様な共生関係が見られることが知られている。中には宿主昆虫の性や生  

殖を換って利己的に自らの感染頻度を増す細菌もあり、細胞内共生細菌ボルバキアはその1つで  

ある。ボルバキアは、雌偏向性比や細胞質不和合性（CI）といった現象を引き起こし、全昆虫種  

のおよそ20～75％に感染していると考えられている。ボルバキアの感染経路は宿主堆から卵への  

垂直感染に限られるため、これらの現象はボルバキアが宿主集団中に効率よく感染を拡げるため  

の戦略ともいえるだろう。古くから個体群生態学のモデル生物として用いられてきたアズキゾウ  

ムシには、異なる2系統のボルバキアが二重感染しており、感染ボルバキアはCIを引き起こして  

いることが予備的に分かっていた。CIとは、ボルバキア感染雄と非感染雌の交配では卵が肺化し  

ないという現象であり、CIボルバキアの感染動態はCIの強さ、感染コスト、垂直感染率によっ  

て主に規定されることが知られている。本研究では、アズキゾウムシにおいて各ボルバキアが引  

き起こすCIの強さを交配実験により調べた。その結果、二重感染個体が最も有利であることがわ  

かった。また、感染コストや垂直感染率からも本種における二重感染の蔓延が予想され、世界中  

の個体群において二重感染が極めて高頻度で見られることを確認した。  

35   



Abstracts：The22ndSymposiumoftheSocietyofPopulationEcology  
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OH．KAGATA＆N．mA4A（CenterforEcologicalReseareh，Kyoto  

University）  

E・mail：kagata＠ecology．kyoto－u．aCjp  

Fも■■岳こき  

Reciprocalintraguildpredationoccursbetweenthetwoaphidophagous1adybird．s Cbcciz2elkl  
s印te叩UDCtata（CS）and励moD衰a旦ロjdLg（HA）．However，itsdirectionisasymmetrical；  
HAactsasanintraguildpredator；and CSasanintraguildprey．According七oDennoand  
Fa官an（2003），Whopredictedthatnitrogenshortagesinpredatorsmaypromoteintraguild  

predation，itwashypothesizedthatgrowthofintraguildpredatorHAis王nOre hmitedby  

nitrogen七hantha七ofintTaguildpreyCS．  

First，itwaspredictedthatthenitrogencontentofHAishigherthanthatofCS，Whenboth  

feedonaphids．fIowever，nitrogencontentdidnotdi脆rbe七weenthetwoladybirds．Second，it  

waspredictedthatnitrogenusee臨ciencyofHAislowerthanthatofCS．However，itwas  
ratherhighinftAforthirdinstarlarvae，andtherewasnosigni丘cantdi鮎TenCebetween  

speciesforfourthinstarlarvae・Inaddition，grOWthofHAwasnotenhanced，butrather  
decreased，byeatinghigh－niもrogenCS，COmParedtoeatinglow－nitrogenaphids．Thus，the  

presentstudyshowedthatstrongintraguildpredationinHAcannotbeexplainedbynitrogen  

limitation．  

カラムシの菓を食べる鱗麹目幼虫二種の摂食菓選択  

0井出純哉（京大院。農■昆虫生態）  

E－mail：idejy＠kais．kyoto・u．aC．Jp   

P－再  

植食性昆虫にとって、一本の植物の中でも餌としての質には大きな変異があるので、植物上で  

の摂食部位の選択は重要である。カラムシを食草としている鱗麺目の幼虫を対象に、食草上のど  

のような位置の菓を選択しているのか、質の良い部分を利用できているのか、について調査した。  

アカタテハ幼虫は本種の菓を折って巣を作り、巣を食べて成長する。巣を作る際に葉の付根の葉  

脈を傷つけるが、この行動には菓が折れやすくなって巣を作りやすくなるという効果と植物が葉  

脈を通して送り込んでくる防御物質を遮断するという効果があると考えられる。若齢幼虫は顎が  

まだ小さく葉脈を傷つけることができないため、曲げやすい芽の近くの菓を利用していた。芽の  

付近の葉は強固に防衛されているらしく、幼虫の成長は良くない。そのため、成長して葉脈を傷  

つけられるようになると、芽の近くの実は避けてもう少し古くて硬い菓を選択するようになった。  

やはり本種を餌とするフクラスズメ幼虫は、しばしば大発生して菓を食べ尽くすことが知られて  

いる。 フクラスズメも芽の付近の葉を避けていた。そのため、本種はほとんどの葉が食べ尽くさ  

れた暗も芽だけはほぼ無傷で残り、素早く葉を展開し光合成を再開することができる。つまり、  

本種の芽の防衛が固いのはフクラスズメの大発生に対する適応と考えられた。  
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Spaもialand七e皿pOぞal《野馳盈皿iesofim七ro盈ueed肋鮎g  

ぬ椚β鹿由i皿As8血ikawa盈ぞe盈，斑0姐ai血  

0国武陽子。今藤夏子。五箇公一（独立行政法人国立環境研究所。侵  

入生物研究チーム）  

E・mail：kunitake．yoko＠nies．go。jp   

P－′i5  

セイヨウオオマルハナバチ（以下、セイヨウ）がハウストマトの生産における授粉昆虫として  
初めて北海道に導入されてから15年が経過した。本種の利用はトマト生産における省労力化や減  
農薬化に貢献してきたが、一方で、本種が野外に逸出した場合に在来生態系に与える影響が懸念  
されており、現在、外来生物法（2005年6月施行）の規制対象種とするか否かについて検討が行  
われている。本種の野外での分布状況に関しては、鷺谷らの一連の研究により、多くの個体が野  
外に逸出していることが確認され、さらに北海道における野外巣の発見も続いていることから、  

少なくとも北海道の一部地域における野外定着は確実視されている。しかし本種の野外での定着  
や分布拡大の過程については情報が乏しい。そこで本研究では、セイヨウの空間分布状況と季節  

消長パターンを調査し、定着、経代の可能性や分布拡大の過程を検討することを目的として、今  
年の春より旭川市街地から東方約40kmの大雪国立公園にモニタリング調査を行っている。本調  
査において我々は特にセイヨウの出現頻度と商品コロニーの分布との相関関係に注目した。まず、  
商品コロニーを使用している地点を中心とし、そこからの距離とセイヨウの野外での出現頻度と  
の関係を調べた。その結果、セイヨウの野外での観察は商品コロニーを中心とした半径約700m  
以内の範囲に限られていた。また、定点におけるセイヨウの出現頻度はそこを中心とした半径1  
km内に存在するセイヨウ使用ハウス数と相関していたため、野外で目撃される個体の多くは商  
品コロニー由来のものである可能性が高いことが示唆された。しかしながら、半径約蝕皿の範囲  
に商品コロニーがない地点において春の創設女王が確認され、少なくとも繁殖個体が野外に分散  

し、越冬したことが強く示唆された。以上の結果よりセイヨウの定着。分布拡大については逸出  
源としての商品コロニーの分布、利用状況および女王、ワーカーの時空間的動態を念頭においた  
解析が重要と考えられた。  

海草藻場の時空間動態において、スケーリングは景観パタ  

ーンの変化をもたらすか？  

○山北剛久。仲間雅裕（千葉大学大学院自然科学研究科）  

E－mail：yamakita＠graduate．chiba－u．jP   

P16  

近年生態学における空間スケールの重要性の認識が高まり，スケールを考慮した研究例が急増  

している。その背景には生態系の破壊や環境問題が広域スケールで起きている社会的背景があり、  

さらに生態系自身の複雑性と連続性が認識され、広域パターンの形成要因と局所のメカニズムが  

両輪となることで生態系の動態を解明できると期待されていることがある。これらの研究の多く  

は理論が先行しているが，現地調査と合わせて検証された例として岩礁潮間帯におけるイガイの  

空間動態に関する研究が挙げられる。岩礁潮間帯は数年から十数年の短期間で変化が見られるた  

め検証可能な実験系として有用である一方、地質的要因のために景観が立体的・離散的になり単  

純なスケール依存性を検討するスケールの範囲は限られている。   

そこで、本研究では沿岸域生態系の中でも数キロメートルにわたり連続的景観が広がる海草藻  

場に着目し，航空写真リモートセンシングにより過去14年間の毎年の海草藻場の分布変化を抽  

出した。抽出された海草藻場は空間スケールを連続的に変化させて景観のパターンを解析するこ  

とにより，局所の動態から大スケールの景観動態がどのように形成されるのか，パターンの形成  

要因とその作用するスケールについて考察する．さらに岩礁をはじめ他の沿岸域の研究成果と比  

較することで，海と陸の境界簡域において，景観パターンを形成する要因とその予測可能性につ  

いて議論する．本講演では、解析する解像度ごとに景観パターンの時系列変化を示し、解像度に  

よる動態の違いについてモデルを用いたパターンの再現可能性を検討した結果を報告する．  
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岩礁潮間帯生物群集の空間スケール依存性：群集行列を用  

いた動態解析  

○辻野昌広。仲岡雅裕（千葉大院。自然科学）。野田隆史（北大院。環  

境科学）。山本智子（慶大。水産卜堀正和（東大院。農学生命科学）  

E－mai1：tsltiino＠graduate．chiba－u．3P   

F～■…7  

生物群集構造の時空間変異の規則性やその形成機構を明らかにすることは生態学の主要なテー  

マである。野外生態系では様々な要因が異なるスケールで複雑に関与していることから、その一  

般則の解明には局所空間とより広域空間での野外調査を組み合わせ、統計解析や数理モデルを用  

いて空間階層的にアプローチする方法が有効である。群集の時間的変動の解析には群集行列モデ  

ルがしばしば採用されてきた。群集行列を用いることで異なる生態学的過程（撹乱。加入。競争  

など）の相対的重要性の定量的評価や、群集の時間的変動（広義の遷移）の解析が  
できる利点がある。   

講演者らは日本の太平洋岸地域の岩礁潮間帯ベントス群集を対象に、固着空間を巡る種の置き  

換わりを群集行列により定量的に解析した。野外調査では全国の6つの地域を選定し、各地域内  
に5つずつ海岸を選び、各海岸内の5プロットを調査プロットとした。各調査プロットでは方形  

枠の各点の直下を占有している種を記録した。空間スケールをプロット。海岸。地域の3段階に  

設定し、群集構造と群集行列各要素の変異の空間階層性を解析した。その結果、群集構造が複数  
の異なる空間スケールで変異していることが明らかになった。また時間変動については各要因の  
重要性がスケール依存的に変化していることが示唆された。  

迦多型性昆虫コバネナガカメムシの長麹率にみられる種内  

変異  

○嘉田修平。藤崎憲治（京大院。農。昆虫生態）  

E－mail：sh通ada＠kais．kyoto－u．aC．jp   

F・●ほ  

分散多型性とは、育った個体群から移出する個体。しない個体の両方が同種内に現れるという  
性質である。その中でも麺多型性というのは、麺長に多型が見られるもので、特に極端な趨長の  
二型（長麹型・短麹型）が見られるものも多い。コバネナガカメムシは麺に二型が見られ（図参  
照）、長麺型は飛翔可能だが短麺型は不可能である。麹二型性昆虫において、長麺型の出現割合（長  
麹率）は、その種が不安定な生息地を利用するほど高い。本種は、河川に生えるツルヨシと、湖  
沼に生えるヨシの両種を寄主植物として利用する。ヨシ群落は安定的な環境なのに対して、ツル  
ヨシ群落は増水が起こるため、非常に不安定  
環境である。このような異なる環境下で、本  
種にどのような麹多型性の違いが生まれてく  
るかを、本研究で検証した。   

まず野外での長廼率を調べた結果、ツルヨ  
シ個体群の方で長麺率がヨシ個体群より高い  
傾向であった。また、室内飼育によって、長  
趨発現に個体群の遺伝的要因が関わっている  
のか、また餌の要因が関わっているのかを調  
べた。その結果、ツルヨシ個体群の方で長麹  
型がでやすいことが分かった。餌の効果は一  
定でなかった。これらの結果から、ツルヨシ  
個体群のほうで長麺型が出現しやすいことが  
示唆された。これは、数年に一度くらいのペ  
ースで増水にさらされる不安定なツルヨシ群  
落を利用する本種の個体群においては、長麺  
型を多く出して、危険分散するほうが適応的  
であるからだと考えられた。  

左固  

コバネナガカメムシ  

く定から）最適卑、長支召♂  

漁連皐、短麹♂   

洪動こきらされて、個体  

群密度が減少する危険  

l   

展題塑を多毛出現   
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樹液食昆虫の相互作用が各種の行動様式に及ぼす影響  
ヒコ′●i9  

0吉本治一郎。西田隆義（京大院。農。昆虫生態）  

E一皿ail：jiicbiご0＠kais．kyoto－u。aC．jp   

樹液の渉出部位では、吸汁に訪れた昆虫の間で闘争が頻繁に観察され、個体が目まぐるしく入  

れ替わる。このような餌場における移出入行動に個体間の相互作用（他個体から受ける攻撃、接  

触、他個体の接近、他個体に対する追走）が果たす役割について、6種の大型種に着目して調査  

を行った。3種のスズメバチのうち2種で、相互作用によらない移出の割合が相互作用による移  

出の割合を上回ったが、カナブンと2種のチョウでは後者の割合の方が多い傾向が見られた。ス  

ズメバチでは接近と追走が、カナブンでは攻撃が、チョウでは接触と接近がそれぞれ主な移出要  

因となっていた。一方、移入未遂行動（いったん餌場に移入を試みた後に餌場から離れる行動）  

に関しては、大半の種において相互作用による場合が相互作用によらない場合より多く、特に滞  

在個体による攻撃が原因である場合が多かった。以上より、相互作用が移出入に及ぼす影響は種  

によって異なり、低順位の種ほど相互作用の効果を強く受ける可能性が示唆された。相互作用は  

移入の段階に強く働いており、このことが移入した後に受ける相互作用の頻度を下げているので  

はないかと考えられた。．  

Es七i皿aもimgも駄emesもmⅧmbeぞ¢君i臨も暫¢洩協ee超毎硯皿b且ebee，  

蝕あ甜β細管β毎i孤H¢立腹盈i戌¢Wi地D因Åm盈野放eァ凱  

ONozomuKoktlVO，‰kihikoTbquen喝a（Umive開i七yof取成uba），  

KoichiGoka（NationalInsもitu七eforEnviTOnmen七alSt11dies）  

E－mai1：hope＠pe．ies．1if6．tsukuba．ac．jp   

P＝臼  

ThecommonEuropeanbumblebee，励mbusten℃S軸wasin七roducedintoJapanin1991  

a＄anagriculturalpollinatoringreenhouses・Morethan40，000colonie8areimportedfrom  

European countries each year．Recently，SeVeralreportsindica七e that theseintroduced  

bumblebeesescaped鈷omgreenhouses，Whichmighthavesomeimpactsonnativeecosystems．  

Themethodtoestimatethenumberofbumblebeenest，i．e．thepopulationsize，isvi七al七o  

graspthepopulationdynamicsofthesespeciesinthe色eld．However，aSbumblebeesusualbT  

nest11ndertheground，itisdi臨culttoIocatetheirnestsdirec七1yinthe丘eld．Therefore，uSlng  

microsatellite markeTS，We eStimatedthe nestnumbeTOfEiem℃StZigqueensforaglnga七  

SeVeralpatchesin BiTatOriTCho，Hokkaido，inJune2005．Large number ofcolonies was  

detectedandthereweresomedi伍cultiesines七imation．Theseresultssuggestthatwewill  

have some di伍cultiesin estimating the population dynamics ofcommerciallyintroduced  

bumblebeesastheyaremass・PrOducedin’’bee払c七ories’’  
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P21   発情の同調を検出する  

○粕谷英一（九大。理。生物卜松本晶子（沖縄大）  

E・mail：ekas11SCb＠mbox．nc．kyushu・u．aC．jp  

少なくない動物でメスの繁殖は短い時期に時間的に集中して起こる。また、周期的に発情する  

動物では、ヒトでの月経周期の同調のように、メス個体間での同調が報告されている例がある。  

また、メス間で繁殖や発情を時間的にずらすことが有利になるような状況も考えられる。メスの  

繁殖などが時間的に同調あるいは反発していることを統計的に検出する方法としてランダマイゼ  

ーションに基づくものが有効である。とくにメスが周期的に発情や繁殖を行う動物への適用を念  

頭においたランダマイゼーション検定について述べる。メスのグループの全体的な同調／反発を  

検出するだけでなく、特定の複数個体の関係を固定して一種のブロック。ムーブを行うことによ  

る、ランダマイゼーション検定の拡張についても述べる。．  

E蝕cもsofDe七由血＄ぎee洩ingonDo皿i孤anee毘m超  

Coexis七enee¢ぞZQ⑳pl象限kもon  
ONorioYamamura（KyotoUniver＄ity），JotaTOUrabe（恥hokuUniversity）  

E・mail：yamamura＠ecologykyoto－u．ae．Jp  

jコ・き＝  

In aquatic ecosystems，SeVeralzooplankton species compete七o each other hr exploi七ing  

autotrophicalgae．DaphniaspeciespredominateinsomesystemswhileCopepodaspecies  
predominateinothersystems，butbothspecieswascommonlyfoundinvariou＄1akesfrom  
oligor to eutorphic conditions with andwithoutplanktivorouspredatoTS．Why these two  
speciescancoexist＄uChabroadrangeofenvironmentsalthoughtheyutilizesimilarrangeof  
foodresources．ThecompetitiveexclusionprlnCiplestatesthattwospeciescannOtCOeXiston  
oneresouree，AlthoughthisprinciplecanbeprovedunderasimplemodelofLotka－Vol七erra，  

other additional払ctors make possible the coexistence oftwo competing species，餌Ch as  

internally producedlimi七 cycles，Chaotic nuctuation，intraguild predation or di駄rent  

stoichiometrybetweenconsumers．Sofar，however，fewhaveinclu．dedfunctionsofd．etritus  
inspeciesinteractionsalthoughitisubiquitiousinnature．Here，Weraiseahypothesisthat  
coexistenceofDaphniaandCopepodaspeciesispossibleduetothedi蝕renceintheiTfeeding  
modes．Daphniaare丘1terfeedingspecie＄WhichmechanicalbTingestallparticulateorganic  
mattersincludingdeadalgaeand鈷cesofzooplanktonotherthanlivealgae．Ontheother  

hand，Copepodaspeeiesforageactivelyandselectivelylivealgae．Inordertoexamine七his  

hypothesis，Weformulatedynamicsof鈷urvariables，densitiesofalgae，detritus（deadalgae  

and鈷ces）andtwozooplanktonspecies．Basedonもhemodel，WeShowthatthedominance  
andcoexistenceofzooplanktondependonthenutritiousvalueandsinkingvelocityofthe  
detI・itus．  
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搾取型競争下にある消費者2種系への新しい資源導Åの影  

響に関する数理的研究  
AMathematicalStudy食げTheE晩cもofSecondaryResource  
Inもroducedin七0恥oConsumerSystemundeTExploitativeCompeti七ion  
O宗田一男（横浜国大。院。環境情報学府）・瀬野裕美（広島大。院。理学研究科）  

E－mail：dO5hdO25＠ynu．ac．jp，SenO＠math．sci．hiroshima－u．aC．jp   

Fニ3  

本研究では，共通の資源を巡る搾取型競争下にある消費者2種系を考え，消費者の一方が競争  
の効果により絶滅する状況の下で，別種の資源を系に導入するときに，消費者2種が共存できる  
可能性について，導入した資源と既存の資源の質に関する差違に着目した数理的研究を行う。考  
察の対象となるモデ′レは，Lotka・Ⅵ）1terra型競争系に，MaeArthurの数理モデリングの考えを  
用いて，資源の持つ質の分布の効果を導入した，以下のような数理モデルである：  

‘呵（′）  

‘恋  

‘叫（′）  

（育  

＝‡◎1【〟1卜即〟子鞘（り－◎－［‡′1〟2】彗（明叫（g）；  

＝‡◎2［z′2卜⑳2［〟1〟2揮（g）－◎2［夷］彗（ヂ））巫（ど）．  

ただし，ここで次の表記を用いた：  

◎f［′］＝Cハだ拍）榊）かc′2だ拍）g2（埴  

郎（∂は，時刻fにおける消費者上の個体群サイズ，扇カは質茸の資源に対する利用関数，麒（カ  
は，質［昂g＋‘撼をもつ資源上の環境容量を表す。q／は，消費者上が資源ノを利用することによ  
って得られるエネルギーを繁殖に転換する効率を表す。本研究では，消費者の利用関数は正規分  
布で与え，資源の環境容量が正規分布または±関数で与えられる数理モデルを解析した。新たに  
導入した資源の質を，元々存在する資源の質と適当に異なるものにすることによって，消費者2  
種の共存や，絶滅の逆転が起こりうることが数値計算によって示唆された。  

道東エゾシカ望0万頭説と順応的管理  
Adaptive皿anagement鮎TSikadeeTin宝玉o址aidoIsland，Japansince1998  

0松田裕之（横浜国大）。宇野裕之一梶光一■玉田克巳・車田利夫（北海道環科研セト  

賓藤隆（北大）。平川浩文（森林総研卜藤本剛（北海道庁）  

E－mail：matsuda＠yntl．aC．jp  

戸2式一  

WbmadeandexecutedtheadaptivemanagementprogramforsikadeerinHokknidoIsland，  
Japan・The goalandainofthemanagementprogramaretocontrolthedeerpopulation  
betweentwothresholdofrelativeabundance，tOdecreasedamageofagricultureand董brestry  
andtoutilizedeerasatraditionalresource．HokkaidoPrefecturalGovernmentstartedthe  
managementprogram車nce1998・Weappliedadaptive 

． 

intheprevやushuntingseason（feedbackcontrol）・Theinterimestimateoftheabsolute  
populationsIZeisreexaminedbysuccessivemonitoringofspotlightcensus（adaptivelearning）．  
SincethemanagementplanwasintTOduced，thepopulation＄izebegantodecrease，despite  
the払c七thattherateofpopulationdeclineiss11bstantiallyslowerthanweexpected．Ⅵ屯  

devised竺neW method to estima七e game populations uslng Telative population sizes and   

漂慧還諾霊  numbersharveStedinapopulationmanagementprogramfoTSikade＆  
eastern Hokkaido，Japan．The Government of Hokkaido es七imated the absolu七e deer  
populationtobebetween74，000and166，000individuals（90％CI）asofMarch1994．Wetook  
theratioofthepopulationindexobtainedbyaspo七Iightcensusinyearttothatin1993．We  
estimated the relative population sizein2000tobe between58andlOl％（95％CI）．We  
analyzedastage－StruCt11redpopula七iondynamicsmodelthatincludeduncertaintyandyearly  
ChangeSinpara皿eterValues・Weassumedthatrange苧Ofbiologicalparametervalueswere  
COnSis七entwiththe16－21％TateOfnattlralpopulationlnCreaSePeryeareStimatedbya丘eld  
Survey・Thepopulationdynamicsmodelsuggestedtha七ifthepopulationsizein1993  
WaSbelow170，000，maleswouldhavebecomeextinct・Themodelalsosugges七edthatifits  
Sizein1993waslargerthan330，000，thepopulationwouldno七havesubsequen七1ydecTeaSed．  
Therefore，WeeStimatedthepopulationin1993tobebetweenthesetwoextremes．  
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放流コイの生態的影響とカタストロフィツタシフト  
○松崎慎一郎1，西川潮2，高村典子2，鷺谷いづみ1（1東大◎嵐2  

国立環境研究所）  

酔mail：matsuzaki．shiniehiro＠nies．go．jp  

Pニき  

IUCN侵略的外来種100に記載されているコイ（物血Ⅳ躇軍功は，浅い湖でおこる“水草  

の卓越する透明度の高い系”から“植物プランクトンが優占する濁った系”へのカタストロフィ  

ックシフトの主要な要因の一つと考えられている．本研究では，隔離水界を用い，コイによる底  

泥撹乱と栄養塩排出が沈水植物と植物プランクトンに与える影響を評価Lた．2004年（実験1）  

および2005年（実験2）に，霞ヶ浦湖岸の実験他に，隔離水界を設置して以下の操作実験を行  

った・実験1では，実験処理区はコイの有無，底泥へのアクセスの有無（「無」では水中に張った  

ネットでアクセスを遮断）の2要因からなる4処理区を設けた．また実験開始前に全ての処理区  

に沈水植物を植栽した．実験の結果，底泥へのアクセスの可否にかかわらず，コイがいるだけで  

水草は著しく減少し，水中にはシアノバクテリアが優占した．実験2はコイの密度を4段階（対  

照区，168，337，505kg仇a区）に設定し，水草シードバンク存在下で水草が再生されるかどう  

か調べた・その結鼠対照区と低密度区で沈水植物が認められたが，中高密度区では沈水植物は  

まったく再生しなかった・一方コイ密度と植物プランクトン量には正の相関が見られた．以上の  

二つの操作実験の結果から，コイは栄養塩排出や摂食などの直接。間接効果を通して，この実験  

の範囲内では密度に係わらず，生態系の一次生産者の構造に影響を及ぼすことが示唆された．  

SpeeiesoeeⅦぞぞemCeSOぞ鮎n酢VOぞ0協S五皿＄ee七⑬n孤eSもe洩  

paも血y鮎ngalぞeS⑬岨ぞeeS  

O監obゝmeiKADOWÅⅢandTakayosb．iNISHIDA  

E－mail：komei＠kais．kyo七0－u．弧jp   

Pニ6  

キノコ食昆虫の群集構造は、成虫の産卵場所選択によって与えられた空間分布に基づき資源競  

争など幼虫間の生態学的プロセスによって帰結すると考えられる。本発表では、ヒトクチタケ  

伽β桓フα相方－Ⅵ九咽ねg（硬質菌）とそれを利用するスペシャリスト昆虫4種からなる系を用いて、  

幼虫の空間分布パタンを記述する。硬質菌は一般にその空間的な発生パタンゆえに昆虫からみる  

と生息場所構造が入れ子状態となる。従ってここではパッチ（子実体）とそれらの集合体である  

スーパーパッチ（発生木における全子実体）の2つの空間スケールで種の出現パタンを記述しス  

ケールごとに現れるパタンの相違とそれを決定するプロセスについて考察する。  

ヒトクチタケはアカマツ属血路d畑威肋闇のパイオニア的腐朽菌で、枯死後2年くらいまでしか  

発生しない。いずれの種の成虫もヒトクチタケの強烈なにおいを辛がかりに集合し、晩夏には羽  

化した新成虫が離散するという年一化の生活史をもっている。優占種はゴミムシダマシ科の2種  

（カブトゴミムシダマシ偽用ム物血gぴβ紘とヒラタキノコゴミムシダマシゐ占月∂ゐゆ血β  

血勿e崩、オオヒロズコガの1種血以1野点a卵ノ如皿血空、ヒトクチタケシバンムシ加わⅢβ  

夕顔αイの4種であり、6月ころ同時期に出現する。パッチレベルではヒロズコガ4肉弾血由は  

他種と完全に排他的分布を形成していたが、ヒラタ上血勿甜とシバン軸物以ケのように正の分  

布相関を示す組合せも存在した。一方、スーパー パッチレベルではヒロズコガ4彪卯胤ぬとヒラ  

タ∫血勿eぶは強い正の相関を示し、スケールに依存して種間分布相関は全く異なる様相を呈した。  

このように4種の種間分布相関をパッチとスーパーパッチという2つの空間スケールで検討した  

結果、2つのスケールで明らかに異なる出現パタンを示すことが明らかになった。  
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習と系の持雛：マメゾウムシ望種璃生酎  

○石井弓美子（東大院。広域）。嶋田正和（東大院・広域）  

E一皿ail：isbiij＠dolpbin．c．Ⅶ・tOkyo．ac．jp  

自然界では、どのように複雑な食物網を構築する多くの種が、競争排除などにより消滅するこ  

となく共存しているのだろうか。理論的な研究により、頻度依存捕食が被食・捕食食物網の持続性  

に大暑く貢献することが示されている。本研究では、2種のマメゾウムシとその共通の掃食着であ  

る寄生蜂1種からなる寄生蜂一寄主3種実験系において、捕食者の頻度依存描食が系の持続性にど  

の程度影響しているか解析した。行動実験により、この寄生蜂は産卵を経験した寄主を学習して  

産卵選好性を持つことが示されている。よって寄生蜂は個体数の多い寄主に産卵選好性をシフト  

し、正の頻度依存捕食を行っていると考えられる。学習行動が系の持続性に与えている影響を調  

べるために、個体数動態データをモデルに当てはめ、寄生蜂の学習による行動の変化が個体群の  

動態をどのように変化させるか、また系の持続性に与える影響を調べた。  

種数面積曲線におけるスケール依存性  
○佐藤一意（静岡大学工学部。システム工学科）  

E・mail：sato＠sys．eng．s壬1izuoka．ac．jp  

P三き  

調査面積を増やしていくと，出現種数はどのように増加するか，という生態学の問題は，数理モ  

デルによってどのような種数面積曲線で表わされるかという問題に帰着され，古くはArrheni11S  

（1921）によるべキ則のモデルから，現在に至るまでに様々なモデルが提唱されてきた（¶□Ⅳe，  

2003）．また，島の面積と生息種数の関係は，Ma血thⅥで＆Wilson（1967）による移入と絶滅の平  

衡理論によるものが広く受け入れられている．今回の発表では，Durrett＆Levh（1996）や  

Hubbell（2001）が提唱した格子モデルについて，移動分散のプロセス等を加味することによって，  

種数面積曲線に与える影響や，局所・地域一大陸という 3相における調査面積のスケールの依存性  

について考察したい．  
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E晩e七＄0ぞ励物腰忍Resも0ぞa七払nonPo揖孤盈七iomSys七e皿  
im懲yyaee洩P盈通過iesim監anaz盈野鼠  

Opu■TRA，R・E・1，NAⅨAMURA，KOJI2・1  
1：GraduateSchoolofNaturalScienceandTbclm0logy，KanaZaWaUniversity  
2：InstituteofNattlreandEnvironmentalTbchonology，KanazawaUniverslty  
E・mail：rama」apan＠botmail．com  

巨コご9  

鹿tqYaD2alandscapeiscomposedofamosaicofheterogenoushabitats良）rPlantsandanimals．  
Since1960’smanySbtqyBmaarea日inJapanhasbeendestruCtedandabandoned，Whichraisesa  
Seriousprobleminbiodiversity・Recentlywehavestartedarestorationpracticeinterracedpaddies，  
whichhavebeenabandonedfoT30years．ThisposteTaimstoreportthee鮎ctsofrestoration  
pTaCtiseonpollinationsysteminthepad．dies．  
Thestudysite，KitadanVblley，islocatedinKakumaCampusofKanaZaWaUniversity・Itconsisted  

（ 

tr 
October2003andfromMarchtoJuly2004bymonitoringnoweringphenology（floweringperiods  
andnu皿berofnowers）ofeachplantspeciesandcollectingnower－visitinginsectsalonga丘Ⅹed  
route．  

Tbntativeresultsare：  
1）Restorationpractiseincreasedthe numberof且oweringplantspecies鈷・Om59（2003）to83  

（2004）．  2）hebothyears・However・tOtalnumber  
3）Mostdominantnowervisitorwa＄Diptera（55％），WithSyrphidaebeingthemostdominanttaxa，   

hllowedbyHymenoptera（38％），Coleoptera（3．1％），Hemiptera（2％），andLepidoptera（1．8％）．  
4）In2003about500f59floweringplantspecieswerevisitedbyinsectsand630f83in2004．  
Theresultsindicate thatrestorationpracticesbene丘tedinsectnowervisitorsasplantspecies  
increasedintotalnumberofspepiesandthatofflower乱Long－termmOnitoringwillrevealfurther  
Changeinpol血ationsystemlnthe studyarea，Whichwillbe helpfultoworkoutprop？T  
皿anagement PraCtice programsfor maintaining diversi凸ed and stable pouination systemln  
．寸J′サ・川J．・J．  

航空写真◎G‡Sによるナラ類枯損被害発生状況の解析  
○小村良太郎（石川工業高等専門学校卜鎌田直人（金沢大学大学院）  P30  
AndrewM．LIEBHOLD（USDAForestSeTVice）  

計mail：komura＠ishikaⅥ7a・nCt．aC。jp   

近年，日本では，カシノナガキクイムシ月毎卸びβ卯朗滋lⅦ－ぴβ（MURAYAMA）（以下，カシナ  

ガ）の穿入によりナラ類が集団で枯損する現象が発生している．この枯死は，カシノナガキクイム  

シが媒介する共生菌戯彪eゐβ押出℃0叩jⅥによって引き起こされていることが明らかにされた．  

日本でのカシナガによる集団枯損は，1935年に九州の宮崎，鹿児島にて初めて観測され”その  

後1959年までに，兵庫県，山形で治績が観測されている．1970年代までは，被害は九州南部，  

兵庫県北部，福井県，新潟県，山形県で単発的に発生するのみで被害地の拡大も見られなかった．  

しかし，1980年代後半以降は，被害が恒常的に発生するようになり，しかも本州日本海側の地域  

を中心に被害が拡大を続けている．しかし，これまで樹木の個体単位での被害の拡大傾向を解析  

した研究や報告はほとんどなされていない．媒介昆虫の行動生態に関係した被害の拡大過程を明  

らかにすることは，今後の防除対策を講じる上でも極めて重要である．本研究では，GISツール  

とgeostatisticsの手法を用いて，カシナガによるナラ類の枯損が拡散する過程を，異なるスケー  

ルで解析した．その結果、ナラ類集団枯損の媒介者であるカシナガには，隣接樹木への短距離移  

軌 自身の飛翔による中距離移動，上昇気流などによる長距離移動の，少なくとも3つの移動メ  

カニズムが存在し，スケールの異なる3つの移動が複合的にはたらいて，ナラ枯れの分布拡大を  

引き起こしていることが示唆された．  
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C蝕a喝eiml血e鮎veぞSiもya皿dsもぞ協C七ⅦぞeOぎgァ0Ⅶ孤過払eeも貼  

asse皿bl畠膚eS（Co且eopもeぞa，e盈ぞabiぬe〉血ぞimg払e  

ぞeβ七oya七ionofasa七oy盈皿ai弧監a皿aZaWa  
OLinawati．1，KQjiNakamuTa2，1  
1：GraduateSchoolofNaturalScienceandTbchnology，KanazawaUniversity，  
Kanazawa920・1192，Japan  
2：InstituteofNatureandEnvironmentalTbchonology，KanazawaUniversity，  
Kana甲Wa920－1192，Japan  

E・mail：linawati＠stu．kanazawa－u．aCjp  

…ニ、封  

SatoyamaareasinJapan，havingbeendeteTioratingthroughdestructionandabandonment，  

areoneofthemostimportan七areasforconservationofbiodiversi七yinJapanThisstudyaims  
tomonitorthechangeintllediversityandstructuTeOfgTOundbeetleassemblagesduringthe  

restorationofasatoyamabyuslng・piぬ11七rapsonamonthly・basis samplingfrom Mayto  

November2004．Thisstudywascarriedoutinthesatoyamaarea（74ha）oftheKaku皿a  

CampusofKanazawaUniversity，Kanazawa．Asaresult，intotal，2101groundbeetlesin60  

speciesweretrapped・AnalysisofsamplesusingDetrendedCorrespondenceAnalysisshowed  
thatgroundbeetleassemblagesweredi臨汀entamOngtheforests，graSSlands，re＄tOredareas  

andnon－reStOredareasofthesatoyamaaTea．Althol唱htheabundanceofgroundbeetle＄in  

the restored areas wasloweT，the species richness and diversityindex were higher．  

Restorationofthesatoyamaareaishkelytoenhancethediversityofgroundbee七1esdueto  
七heincreasedhabitatheterogeneity．  

北海道マイマイガにおける遺伝子浸透のコンピューター◎  

シミュレーション′  

0五十嵐章裕。東浦康友（東京薬科大学生命科学部）  
E一皿ail：sOO7005＠edⅥLIs．七Oyaku．ac．Jp   

P3ニ  

北海道に生息するマイマイガは形態的に本州のものとはっきりと違いがあるが、ミトコンドリ  

アDNAのタイプでは、2種類（北海道型、本州型）が存在する。   

本州型のミトコンドリアDNAを持つマイマイガ雌を北海道型の雄と掛け合わし、それを戻し  

交配すると雄の子が死に雌ばかりとなる。また、北海道型のマイマイガ雌と本州型のマイマイガ  

雄を掛け合わせると雌の子が死に雄のみとなることが知られている。この2つのタイプのマイマ  

イガは北海道石狩低地帯を挟んで東西に存在し、石狩低地帯でハイブリッドゾーンを形成してい  

る。この研究では、北海道に生息する2つのタイプのマイマイガのミトコンドリアDNAの侵入  

と核遺伝子の浸透をシミュレーションする。  
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＿二三＝■さ・ ．．．、．・＿二．＝・  

波大。生命環境）。成田憲二（秋田大。教育文化）  

E－mail：kasagi＠kenroku．kanazawa－u．aCjp  

コマクサ（ケシ科）は、主に凍結融解などによって砂や礫が激しく流動する高山帯の風衝地に生育  

する多年生草本である。このような砂礫地には他の植物が定着できないため、ほぼコマクサだけ  
の群落が形成されることが多い。コマクサが不安定な土壌環境でどのように生活しているのかを  
明らかにするため、北海道大雪山の風衝地で、幅1～2m、長さ約6mの裸地パッチを調査プロッ  
トに選び、500個体以上のコマクサについて、個体の位置、サイズ、花数を、1999年秋、2000  
年初夏、2000年秋に調べた。  

1999年軟から2000年初夏にかけての期間に、当年生と考えられる′トさな個体を中心に約20％  
の個体が死亡したが、越冬して残った個体と同数程度の新規個体が加入した。しかし、2000年秋  

までに個体数が半減し、1999年秋と同程度の個体数となった。これは加入個体のほとんどを含め  

た小さな個体の多くが死亡したためであった。冬から春にかけての土壌の凍結融解によってコマ  
クサの個体は全て数センチメートルずつ移動しており、小さな個体が越冬できなかった要因の1  
つと推測された。また、生育シーズン中にも降雨などによって土壌が激しく膨張収縮しており、  

夏から秋にかけての個体数半減の主な原因の1つと推測された。一方、コマクサはある一定以上  

のサイズにならないと開花しなかったが、このようなサイズの個体はほとんど死亡しなかった。   

植物の定着を困難にしている不安定な土壌環境は、コマクサに対してもサイズの小さな個体の  
死亡率を高めた。しかし、繁殖サイズに到達する確率は低いものの、他種との競争がないという  

条件のもとで、コマクサは多くの新規個体を加入させることによって個体群を維持していると考  
えられた。  

鮎Ⅳeyi喝他emaもⅦra且enemiesi皿ぬpa阻もoeomもど0且も払e  

imvasおewee盛，物甜戯β劫倉田彪imN¢虎払Å皿e由ea  

OMIURAEazumi，IMAIEensuke，IIDAHiroyuki，FUJISAⅢ鼠enji  

Laboratory ofInsect Ecology，Gradua七e Schoolof Agriculture，Eyoto  

University  

E一皿ail：miwa＠kais．kyoto－u．aC。jp  

P3ぺ・  

Oneofthereasonswhysomeinvasiveplantsspreadrapidly，TeaChhighdensityandcause  

economicorenvironmentaiharminthecoionizedareasisthoughtbytheescape丘omthe  
SPeCializednaturalenemiesthato氏enlimittheirdensi七yintheirnativeareas．物DuLZ2  

pemtum（Polygonaceae），Whichis an annualherb native toIndia，East Asia，and  

East・SouthAsia，WaSintroducedintotheNorthAmericain1890＄andby1994thisweedwas  

reportedineightstatesandtheDistrictofColumbia．¶）day，thesevereproblemsoccurthat  

the weed covers the trees and crops and dominatesin七o new communi七y．Tb reduce the  

bionass and the speed ofthe spread ofthe weed，i七can be a usefu1method tha七the  

specializedherbivorousinsectsforthisweedareintroducedintoNorthAmerica．Ⅵ毎searched  

SuChinsectsonPpeL7bhtumatKinkidistrictinJapanfromsprlngtOautumn2004．We  

Selected theinsects by the biomass and distl・ibution，and by their host ranges七hrough  

literaturesearch，Consequently，RbiE70Z2COmiz22USniiw（Coleoptera）couldbeconsideredasa  

candidate．  
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p35  
E－mai1：nakahara．miri＠nies。gO．jp  

多くの昆虫のメスは複数の精子貯蔵器官を持つが、この複数性は、精子貯蔵器官内での精子の  

移動・保存。選択をメスが換作できることを示唆している。アオモンイトトンボは、精子が注入  

されるbuTSaCOpulatrixと、それに奥まった形で細い管で繋がっているspermathecaの2つの精  

子貯蔵器官を持つ。Sawada（1995）から、2度目以降の交尾時に、オスはbursa内にある前に交尾  

したオスの精子をほぼすべて掻き出すが、Spermatheca内の精子はペニスが届かないため掻き出  

されずに残ることがわかっている。我々は、精子競争へのメスの関与や配偶者選択の議論を進め  

る上で、これら複数の器官の機能解明が不可欠であると考える。そこで、媒精後から産卵時まで  

の各務官の精子利用パターンを明らかにするため、器官内。器官間両方で精子数動態を調べた。  

メスは1回交尾後、（1）産卵させない場合、（2）自由に産卵させた場合、（3）spermatb．ecaの精子の  

みで自由に産卵させた場合、のいずれかの状態に保った。結果、交尾直後の受精にはbursaの精  

子が、その後は主にspermatもecaの精子が用いられることがわかった。bⅥTSa内の精子は排出や  

吸収など、何らかの原因で次第に消失することも分かった。メスは再交尾時に精子が掻き出され  

るbursa内の精子保存コストを節約していることが推察された。  

被害最先端地域におけるマツ材線虫病の分布拡大：拡大速  

度とリスクアセスメント  

○鎌田直人（金沢大。自然科学卜小村良太郎（石川工業高等専門学校）  

E－mail：kamatan＠kenrokⅥ。kanazaⅦ■a－u．aC．jp   

P36  

日本において流行病的な被害が続いている松枯れが、侵入生物のマツノザイセンチュウ  

（風〟官軍pカe血ガdぴβ励ム血∂が、在来の媒介昆虫であるマツノマダラカミキリ（肋β由良皿〟β  

忍肋∂血∂ によって運ばれることによって起こる伝染病であることが明らかにされたのは1970  

年代前半である。発見後に材線虫病が発生するようになった東北地方では、市町村単位で分布拡  

大の記録が残っているため、分布拡大過程を解析するのに好都合である。また、材線虫病は温度  

依存的に発生することから、今後どこまで被害が拡大するのかを予測するリスクアセスメントは  

重要な課題である。今回は、市町村単位で記録された材線虫病の初発年度から、被害の過程と拡  

散速度を推定した。また、媒介者であるマツノマダラカミキリが、1年1世代を経過できる温重  

から、東北地方における材線虫病のリスクアセスメントを行った。   

その結果、材線虫病が主要国道沿いに拡がっていったこと、市町村単位での拡大速度は数km／  

年と計算されたが、被害の最先端だけをみると、年10km以上の速度で拡がったことがわかった。  

この結果は、人間による被害材の移動が材線虫病の拡大に密接に関係していたことを示唆してい  

る。また、日本海側では被害の拡大速度が依然として速いのに比べ、太平行側の岩手県内陸部で  

は拡大速度の鈍化が認められ、岩手県の海岸部ではこの20年ほとんど被害が拡大していない。青  

森県の津軽平野を除くと、温量から危険地帯と判定された地域のほとんどに材線虫病が拡大して  

しまった。  
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亙m免〉ぞmaもion   

宿泊  

1．部屋番号は本プログラム中の名簿と地図を参照してください。  

2．最後に部屋を出る人は、必ず鍵をフロントに預けるようにしてください。部屋に帰って、施   

錠されているドアをノックしても誰もでないときには、フロントに鍵を取りに行ってくださ  

い。  

3．部屋の中では禁煙とします。喫煙される方は、ロビー。ホールなど、ホテル指定の場所でお   

願いします。  

4．朝食、夕食、懇親会は6階の第1宴会場です。第1宴会場の半分は、毎晩21暗から24暗ま   
で、懇談のために開放します。簡単な、つまみと飲み物を準備します。足りない分は自己負   

担でお願いします。  

5．昼食はシンポ会場（1階 コンベンションホール）で弁当を支給します。コーヒー。お茶。   

飲料水は、ポスター会場・（シンポ会場の隣）に準備しますので、各自で自由に利用ください。  

6．10月28～30日の間、テニスコート（クレー）を特別料金（1面1時間1000円）で利用でき   
ます。希望者は、ホテルのフロントで申し込みと支払いをお願いします。その際、シンポジ  
ウム参加者であることを伝えてください。  

L⑳dg査閃g  

l．Checkyourbedroomanditslocationbyaparticipantlistand且00rplanofthisprogram，   
respectively．  

2．Depositaroomkeytoareceptiondeskofahote［ifyouarethe暮astpersonofeachroom．Do   
notkeepyourroomkeybyyourselfLftmeans．intum，thatpleasevisitthereceptiondesktoget   
yourroomkeyifyouarelocked－OUt．  

3．NosmokinglnyOurもedroom．  

4．Break払st，dinneron28th，andbanqueton29thwi11beavailableinBanquetHall－1at6th   
且00r．％ucanusefreelyforfunfesttheotherhalfofthebanquethal121：00・24：00everyday．   
Thesymposiumsecretariato脆rcomplimentaryfoodsanddrinksforparticipants．  

5．IJunChboxwillbedeliveredintheConventionHallatthe丘rst且oonwhere七hesymposium   
willbe held．Trba，CO飴e，anddrinkingwaterwi】1beavailableinthenextroom．Please   
SerVeyO11rSelf二  

6．Tbnnis court willbe available at a specialdiscount rate（JPYl，000／courtnlr）．Please   
arran嘗ebyyourselfatareceptiondeskofahotel．Tbnnisshoeswi11becompulsory．   

ポスター発表  

1．ポスター発表はシンポの隣の会場（1階 コンベンションホール）で行います。ポスターは  
第1日目（10月28日）の15時～最終日のシンポ終了時まで展示できます。  

2．ポスターは、指定の場所に画鋲で貼り付けてください。画鋲は事務局で準備します。使った  

画鋲は、持ち帰るか、指定の場所へお返しください。  

3．コアタイムには、発表者はできるだけポスターの前で説明をするように‾してください。  

4．ポスター賞を作りました。学会総会の開始時（10月29日17時）までに投票箱に投票してく  
ださい。  

5．シンポジウム開催時間とポスターのコアタイムには、ポスター会場にコーヒー。お茶■水を  

準備しますので、各自ご利用ください。  
Poster session 

l．Posterwillbedisplayedthroughoutthesymposiumatthenextroomof七hesymposium   

（conventionHallatlF）．  
2．Ⅵ）urPOSterWillbedisplayedwithpinsatadesignatedlocation．Symposiumcommittee   

WillpreparethepinsLDonotleaveusedpins・Attheendofapos七ersession，pleasere七urn   

thesetothesymposiumsecretariatortakewithyolユaSSOuVenir．  

3．Pleases七andbyyourposerduringperiodsofpostersession．  
4．Pleasevotetoposterawardby17：000nSAT29thOCT．  

5・Co鍾be，tea，anddrinkingwaterwillbeavailabledtlringsessionsattheposterdisplay   

room，Pleasehelpyoursel£  
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シンポジウム講演者ヘ  

シンポジウム講演者は、あらかじめプリゼンに使うファイルを、以下の時間に会場にある指定の  
コンピュータにインストールして、動作をご確認ください。  

10月28日 15：00－18：00 学会参加者受付デスク（送迎バスの到着時は混雑しますのでできる  
だけ避けてください）  

10月29日 7：30－8：15 シンポジウム会場（セッション1の発表者を優先してください）  

14：00－16：00 ポスター会場（ピンクの名札の学生アルバイトに  

声をかけてください）  

10月30日 7：45－8：30 シンポジウム会場  
職：0柑8＄PeakeF＄  

Pleaseinstallyour以estodesignatedcomputersataConven七ionHallonthelst且oorand  
Checkyour丘1es．Pleasecontac七anymembersofthesymposiumcommitteeatanytimeas  
listedbelow．   

FRI280CT  

15：00－18：00Contactanyofsecretariatsataregistrationdeskofthesymposium   
SAT290CT  

7：30－8：30Contac七any of secre七ariatsin七he Convention Han on thels七色00エ  
SpeakeTS鼓）rthe丘rstsessionwi11havea鮎stpri0rity．  

14：00・16：00Contactanyofsecretariatsinal・00mOfposterdisplayTOOmOnthelst  
noor．   

SUN300CT  

7：45－8：30ContactanyofsecretariatsintheConventionHa1lonthels七色00n  
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野鼠君もieipa汲も監i＄も  

F手ノ乞八†只m⊂．  市庁最／Af那加inn  窃て蓼宗 靂貴  

金沢大・自然科学／Kanazawaし！niversity  一般  521   

国立環境研究所／NationallnstituteforEnvironmentalSciences  会員外招待520 Sl－l  

藤曲哲郎／TetsuoFU∬MAGARl   

五箇公－／KoichiGOKA   

SimonJ．GOODMAN   

日鷹一雅／KazumasaHIDAKA   

細井麻理／MariHOSOi   

保崎有香／YukaHoz濾i   

井出純哉／Jun－yaiDE   

五十嵐章裕／AkihiroIGARASHl   

今井鰭介／KensukefMAl   

大塚直寛／NaohiroINUZUKA   

井関高平／KoheiISEKl   

石原道博／MichihiroISHIHARA   

石井弓美子／YumikoISHll   

市岡孝朗／TakaoITIOKA   

巌圭介／KeisukelWAO   

嘉田修平／ShuheiKADA   

門脇浩明／KohmeiKADOWAKI   

加賀田秀樹／H壬dekiKAGATA   

鎌田 直人／NaotoKAMATA   

笠木哲也／TetsuyaKASAGI   

粕谷英一／EiitiKASUYA   

河田雅圭／MasakadoKAWATA   

桐谷圭治／KeiziKIRITANf   

小久保望／NozomuKOKUBO   

小村良太郎／RyotaroKOMURA   

今藤夏子／Na亡sukoKONDO   

久保陽子／YokoKUBO   

国武陽子／YokoKUNITAKE   

AndrewM．LIEBHOLD  

LINAWATI   

松田裕之／HiroyukiMATSUDA   

松本崇／TakashiMATSUMOTO   

松浦健二／Ken5iMATSUURA  

会員外招待520 Sl－2   

一般  515 S2－4   

学生  512  F   

学生  512  F   

一般  602 P14   

学生  521P32   

学生  601PO9   

学生  605 PO6   

学生  603 Pll   

一般  520   

学生  609 P27 F   

一般  606   

一般  607 POl   

学生  606 P18   

学生  605 P26   

一般  520 P13   

一般  520 P36   

一般  P33   

一般  604 P21   

一般  604   

一般  601   

学生  602 P20   

一般  521P30   

一般  512 P12 F   

学生  512  F   

一般  609 P15 F   

海外会員 521Sl－5   

学生  512 P31F   

一般  603 P24   

一般  516   

一般  604 PO8   

学生  605 P25   

学生  604 P34   

一般  516  

TheUniversityofLeeds   

愛媛大・農。農場／EhimeUnわersity   

関西大・工／KansaiUniversity   

国立環境研究所／Nationa11口StitutefbrEnvironmentalSciences   

京大・農・昆虫／KyotoUniversity   

東京薬科大・生命科学／TokyoUniversityofPharmacyandL胞Science   

京大q農工昆虫／KyotoUniversity   

京都大。生態研センター／KyotoUniversity   

大阪府大・理／OsakaPr・eft・CtureUniversity   

大阪府大・理／OsakaPrefectureUniversity   

東大・組合文化・広域システム／TheUniversityofTokyo   

京大■人間環境／KyotoUniversity   

桃山学院大／St．AndrewtsUniversity   

京大・農・昆虫／KyotoUniversity   

京大・農・昆虫／KyotoUniversity   

京大。生態研センター／KyotoUnjversity   

金沢大・自然科学／KanazawaUniversity   

金沢大▲里山／KanazawaUniversity   

九大・理・生物／KyushuUniversity   

東北大学■生命科学／Tohokし1University   

農業環境技術研究所／NationallnstituteわrAgro－EnvironmentalSciences   

筑波大・生命環境科学／TsukubaU口iversity   

石川工業高等専門学校／lshikawaNationaICouegeofTechnology   

国立環境研究所／NationallnstitutefbrEnvironmentatSciences   

大阪府大・理・生物科学／OsakaPrefectureUniversity   

国立環境研究所／NationalInstitutefbrEnvironmentalSciences   

USDA Forst Service 

金沢大・自然科学／KanazawaUrliversity   

横浜国大・環境情報／Yokoha皿aNationalUniversity   

京大。人間環境／KyotoUniversity   

岡山大・環境／OkayamaUniversity  

松崎慎一郎／Shin－ichiroMATSUZAKI東大・農・保全生態／TheUniversityoFTokyo   

三浦和美／KazumiMfURA  京大・農・昆虫／KyotoUniversity   

宮竹貴久／TakahisaM7YATAKE  岡山大・環境／OkayamaUniversity  
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氏名／Name  所属／A矧ia土ion  部屋発表  

中央農業総合一軒究センター／NationalAgriculturalResearchCenLer  一般  605   

横浜国大・環境情報／YokohamaNationalし加versity  学生  602 P23   

森林総合研究所北海道支所／Forestry＆ForestProductsResearchTnstitute一般  606 PlO  

守屋成一／SeiichiMORIYA   

宗田一男／KazuoML‡NEDA   

永光輝義／TeruyoshiNAGAM汀SU   

中原実理／MiriNAKAHARA   

中村浩二／KojiNAMURA   

仲間雅裕／MasahiroNAKAOKA   

難波利幸／ToshiyukiNAMBA   

夏原rgj博／YosihiroNATUHARA   

西田隆義／TakayoshiNISHIDA   

西原昇吾／ShougoNISHIHARA   

西池真実／h4amiNIS川1KE   

大串籠一／RyoichiOHGUSHI   

大串隆之／TakayukiOHGUSHI   

RamadaniEkaPUTRA  

Thomas R互NIしrS   

脅藤隆／TakashiSAJTOH   

鮫島由佳ノYuk8．SAMEJIMA   

佐藤一意／KozunoriSATO   

重定南奈子／NanakoSHIGESADA   

嶋田正和／MasakazuSHIMADA   

高橋彰子／AkikoTAKAHASHl   

高倉耕一／Koh－ichiTAKAKURA   

曽田貞滋／TeijiSOm   

富樫一巳／KatsumiTOGASHl   

富松裕／HiroshiTOMIMATSU   

椿宜高／YoshitakaTSUBAKf   

津田みどり／MidoriTUDA   

辻宣行／NobuyukiTSUJl   

辻野昌広／MasanhiroTSUJINO   

上野真由美／MayumiUENO  

東大。農／TheUn王versityofTokyo   

金沢大・自然計測応用研究センター／KanazawaUniversity   

千葉大・自然科学／ChibaUniversity   

大阪府大・理・生物科学／OsakaPre鈷ctureUniversity   

大阪府大・生命環境科学／OsakaPrefbctureUniversity   

京大。農・昆虫／KyotoUniversity   

東大・農・保全生態／TheUniversityofTokyo   

大阪府大・理・生物科学／OsakaPrefbctureUniversity   

NPO法人 河北潟湖沼研究所／KahokugataLakeInstitute   

京大・生態研センター／KyotoUniversity   

金沢大・自然科学／KanazawaUniversity   

SwedishUniversityofAgricultur・e   

北大・フィールド科学センター／HokkaidoUniversity   

東大・農・生国システム／TheUniversityofTokyo   

静岡大・工／ShizuokaUniversity   

同志社大・文化情報／DoshishaUmiversity   

東大・総合文化・広域システム／TheUniversityofTokyo   

東北大。理・生物／TohokuUniversity   

大阪市立環境科学研究所／OsakaCityTPHES   

京大・理・動物生態／KyotoUniversity   

東大・農・森林動物／TheUniversityofTokyo   

首都大■理／TokyoMetropoutar）し†niversity   

国立環境研究所／NationaiInstitutefbrEnvironmentalSciences   

九大・農・生防研／KyushuUniversity   

国立環境研究所／Nationalrnstitute良一rEnvironmentalSciences   

千葉大・自然科学／ChibaUniversity   

北大・農・／HokkaidoUniversity  

一般  608 P35 F   

一般  515   

一般  516   

一般  516 PO5   

一般  515 S2－6   

一般  607 PO2   

学生  515 S2－3   

学生  609  F   

一般  601   

一般  602   

学生  606 P29   

会員外招待515 S2－5   

一般  520   

学生  608  F   

一般  607 P28   

一般  608 Sl－3F   

一般  603   

学生  609  F   

一般  604 PO3   

一般  602   

一般  521S卜4   

会員外招待515 S2－1   

一般  516   

一般  512 YSA F   

一般  603   

学生  601P17   

学生  608 PO7 F   

会員外招待606 S2－2   

学生  603 P16   

一般  601PO4   

一般  521P22   

一般  605   

一般  607   

学生  516 P19  

宇都宮大輔／DaisukeUTSUNOMIYA金沢大・自然科学／KanazawaUniversity  

山北剛久／TakehisaYAMAKITA   

山村光司／KohjiYamamura   

山村則男／NorioYAMAMURA   

山内淳／AtsushiYAMAUCHI   

吉田圭一郎／KeiichiroYOSHIDA   

吉本治一郎／jiichiroYOSHIMOTO  

千葉大・自然科学／ChibaUniversity   

農業舜境技術研究所／NationalInstitutehrAgro－EnvironmerltalSciences   

京大・生態研センター／KyotoUniversity   

京大・生態研センター／KyotoUniversity   

横浜国大・教育人間科学／YokohamaNationalUniversity   

京大・農・昆虫／KyotoU一雨ersity  
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厨且00ぞP且盈m  

大浴場  Hotspringbath  

露天風呂 Openhotspringbath  

Hot甲血gba払  

：た楢喝一湖袋す  

且貰  
お好み焼き“わだつみ〝  

そば処Ⅵ潮時〝  

バ→ラウンジ“エメラルド〝  

クラブⅥサファイア〝  

コンベンションホ→ル“大賀〝  

売店  
大浴場¶湖東〝  

バーニメラルド  

迎露堵ロビー宗ヒニ‾タ【   

M血e止むICe  

各種委員会（10月28日）  

Committeemeetinど（Fri．280ct．）  

シンポ会場 Symposilユm  

昼食会場  Luncb  

ポスター会場 Postersession  
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・壷F  

蛮室。第5肇貪場・第6垂会場  
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一子欝  

客室・第7宴会場   
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Be遠雷⑳⑳皿Ås＄皇g孤皿e臨も  

部屋番号  人数  

601   5  今井健介  桐谷圭治  大串龍一  辻野昌広  山村光司  

602   5  井出純哉  小久保望  宗田一男  大串隆之  曽田貞滋  

603   5  井関京平  松田裕之  辻宜行  嶋田正和  山北剛久  

604   5  粕谷英一  河田雅圭  松浦健二  三浦和美  高倉耕一  

60芦   5  犬塚直寛  門脇浩明  松崎慎一郎  守屋成一  山内淳  
606  5  市岡孝朗  嘉田修平  永光輝義  PUTRA  宇都宮大輔  

607   4  巌圭介  西田 隆義  佐藤一意  吉田圭一郎  

608   4  中原美理  鮫島由佳  重定南奈子  上野真由美  

609   4  石井弓美子  国武揚子  西池真実  高療彰子  

512   6  細井麻理  今藤夏子  久保陽子  UNAWATI  津田みどリ  保崎有香   

515   6  白鷹一雅  中村浩ニ  夏原由博  西原昇吾  RANIUS  富松裕   

516   6  松本崇  苦竹貴久  仲岡雅裕  椿宜高  吉本治一郎  難波利幸   

520   6  五箇公一  GOODMAN  加賀田秀樹  鎌田直人  斉藤隆  石原道博   

521   6  藤曲 哲郎  五十嵐章裕  ／ト村良太郎  UEBHOLD  富樫一巳  山村則男   

第22回個体群生態学会シンポジウム実行委員会  

920－1192 石川県金沢市角間町  
金沢大学大学院自然科学研究科生命科学専攻生態学研究重  
大会委員長 中村浩二  
事務局長  鎌田直人（TEL仰AXO76－264－6214）   

TheSocietyofPopulationEcology  
http：／／meme．biology．tohoku．ac．jp／POPECOL／REbtml   

The22ndSymposiumofPopulationEcology（inJapanese）  
http：／niamata．S．kanazawa－u．aCjp／POP＿ECOL22／   

OrganizingCommitteeofthe22ndSymposiumofPopulationEcology  
Laboratory of Ecology，Division of Life Sciences，Graduate Schoolof NaturalScience and  
Tbchnology，KanazawaUniversity  
ChiefOrganizingConmittee：KojiNAKAMURA  
SymposiumSecretariat：NaotoKAMAm（TEL凧ゝⅩ＋81・76・264－6214）  
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