






ダイナミックな生物間相互作用：可塑性・進化・学習による改変 
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消費や競争などの種間相互作用の強さは、例えば A 種とB 種の間の相互作用より A 種と C 種の

相互作用は強いとか弱いなどとよく議論されてきたが、あるペア（例えばA種とB種）の相互作

用がダイナミックに変化する可能性は、従来の群集生態学では活発に議論されてこなかった。そ

れは、一つには、そのような仮定を置かなくても、生態学的な現象（例えば競争の結果や消費に

よる個体数の変化）がうまく説明できてきたからだろう。 

しかし、個体群に注目する進化生態学者などは、生物が、環境や他の生物の影響をうけて種々

の形質を変化させることを古くから指摘してきたし、その形質変化が生物の適応度を増加させる

ように起こることも示唆している。生物の形質のダイナミックな変化は、当然、種間相互作用の

強さに影響する重要な形質にも起こるはずだし、逆に、種間相互作用が自然選択をもたらす力で

ある時は、その種間相互作用に影響する形質こそが、選択を受けて大きく変化するだろうと予想

される。「形質変化」によって引き起こされる「種間相互作用の変化」は、個体数の変化や群集

の構造など、生態学的な現象やパターンにも波及するはずである。今回の講演では、（１）どの

ようなメカニズムによって形質や種間相互作用が変化を受けるか、（２）そのような種間相互作

用の変化が、生物群集の振る舞いにどんな影響を与えるか、について議論したい。 

種間相互作用といっても種々あるので、今回は、主に消費の関係に限って議論する。捕食者

と餌生物の関係において、餌生物は捕食による被害を回避するような様々な戦略を見せるし、捕

食者はそのような餌生物の防衛に対抗する手段として形質変化を見せる。その結果として、捕食

者と餌生物の相互作用はダイナミックに変化し、これらの生物の個体群動態に影響を与える。こ

のような形質‒相互作用‒個体群動態の相互関係を数理モデルによって解析した理論的研究は少

なくないが、現実の生物における実証的研究はわずかである。自分や他の研究者による研究事例

を紹介し、今後どんな研究展開が期待されるかについて議論したい。 
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Trophic polymorphism



Indirect plant-mediated effects can regulate the population dynamics of herbivorous insects 

Tim Craig, Center for Ecological Research, JSPS Research Fellow, and University of Minnesota Duluth 

 

 Herbivorous insect feeding alters plant traits in numerous ways that can affect the population density 

of subsequent generations of herbivores on a specific host plant.  Both positive and negative feedback loops may 

be set up in which herbivory alters resources in such away that it increases or decreases densities of subsequent 

herbivore generations.  The galls formed by the sawfly Euura lasiolepis on the willow Salix lasiolepis initiates a 

positive feedback loop:  damage by galls induced the production of rapidly-growing juvenile shoots in subsequent 

years that are the preferred resource for the sawfly.  The lacebug Corythuca marmorata was introduced to Japan 

in 2004 and it feeds on the goldenrod, Solidago altissima, which was introduced to Japan about 100 years ago.  In 

Shiga, Japan it has multiple overlapping generations, and feeding produces a negative feedback loop where high 

lacebug densities in one generation inhibit attack in later generations.  Heavy feeding by lacebug nymphs has 

complex impacts on plant traits:  it decreases leaf nitrogen and water content, increases leaf carbon, causes the 

yellowing of leaves and it can increase or decrease the production of new leaves depending on the extent of 

lacebug damage.  If given a choice females show preference for ovipositing on tall plants with low levels of 

previous lacebug damage, and in no-choice test did not oviposit on plants with heavy feeding damage.  Females 

oviposit and nymphs feed on the lowest, previously undamaged leaves, on a plant and move upwards as they 

feed.  Females oviposit on undamaged green leaves above where nymphs feed, and so they do not directly 

interact with the previous generation indicating that they are responding to plant traits.  Oviposition preferences are 

altered continuously in response to previous densities on the plant so that indirect-plant-mediated effects determine 

the population density and distribution of lacebugs among plants. 
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食害のタイミングが決まっている場合の最適誘導防御スケジュール 

山内 淳・高橋大輔（京大・生態研センター） 
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