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は じ め に

マ ルハ ナ パ チ はミツ バ チ 科 の マ ルハ ナ パ チ 属 (Bom.

bus) のハ チ の総称で ， 世界中か ら 約 250 種が知 ら れ， ま
る っこ い体 を ふ さ ふ さ し た 毛で 覆 わ れ た 大型 の ハ ナ パチ

で あ る 。 こ の 仲 間 はこ れ ま で は レ ッ ド ク ロ ーパ ー な どの

マ メ 科牧草 を 中心 と す る 露地作物の重要な花粉媒介見虫

と し て ， 世界各地で 利用 さ れて き た 。 日 本で も カ ボ チ ャ

等の受粉 に優れた効果の あ るこ と が知 ら れて い た が， ミ

ツ パ チ や マ メ コ パ チ に比べ る と ， そ の利用技術の 開発 は

ほ と ん ど行わ れ な か っ た (松浦， 1992) 。

1987 年 に ベ ルギ ー の Dr. ROLAN D de ]ONGHE は， 在来種

の ツ チ マ ルハ ナパ チ Bombus terrestris (1. ) が温室 ト マ

ト の 受粉 に 顕著な効果の あ るこ と を発見 し て ， そ の 大量

増殖法 を 開発す る と と も に ， 翌年 に は Biobest 社 を興 し

て販売 を始 め た 。 ヨ ー ロ ッ パで は， ト マ ト の 受粉 は ， そ

れ まで 小型 の電気振動器 によ る 物理的方法で 行 わ れて い

た が， マ ルハ ナ パチ によ る 生物的受粉法 は ， 登場後わ ず

か 3 � 4 年の う ち に ヨ ー ロ ッ パ全域 に 普及 し ， イ ギ リ ス ，

オ ラ ン ダ， フ ラ ン ス 等で も 天敵会社が相次 いで 販売 を行

う よ う に な っ た 。 1992 年 に は ， 北 ヨ ー ロ ッ パ を 中心 に 20

か国 を越 え る 3 ， 500 ha 以上で 利 用 さ れ， ト マ ト の場合，

国 によ っ て は栽培面積の ほ ぼ 100 % に 達 し て い る と 言 う
(Koppert 社， 私信) 。

日 本で は 1991 年 12 月 4 日 に ， 初 め て ベ ルギ ー産 の 14
群が， 商社 を 通 じ て 試験的 に 導入 さ れ， 三重， 愛知， 静

岡 の 3 県下の ト マ ト ハ ウ ス に放飼 さ れた 。 翌年 1 月 に は

オ ラ ン ダの天敵会社か ら も 別 の 商社 によ り 同種が輸入 さ

れ， 上記以外の 数県下で も そ の効果が実証 さ れた (池田，

1992) 。 そ の後 は ， 日 本の 2 商社 を 通 じ て ， ベルギー及び

オ ラ ン ダか ら 継続的に輸入 さ れ， 翌 シ ー ズ ン に は本格的

な販売が行わ れ るよ う に な り ， 1992 年 9 �12 月 の輸入量

は約 2 ， 500 群 に 達 し ， シ ー ズ ン 中 の輸入総量 は 4 ， 500 群

を超 え る と み な さ れて い る 。

I マルハナパチの訪花特性

現在 日 本 に 導入 さ れて い る の は ， 上記の ツ チ マlレハ ナ

パチ 1 種の みで ， 本種 は北 ヨ ー ロ ッ パ の各地 に 最 も 普通

に分布 し て い る 。 ま た ， 約 200 年前， 本種 を含む 3 種の

マ ルハ ナパ チ の 女王パ チ が， 牧草の花粉媒介の 目 的で イ
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ギ リ ス か ら ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド へ海路で 運 ばれ て 定着 に 成

功 し ， 同島の牧畜業 に 多大 の 貢献 を し たこ と はよ く 知 ら

れて い る (松浦， 1988) 。 現在で も ツ チ マ ルハ ナ パ チ は ニ

ュ ー ジ ー ラ ン ド の 各地 に 普通 に 生息 し ， 人工 的 な増殖 も

行わ れ て い る 。

マ ルハ ナ パチ はミ ツ バ チ と は近 縁で ， ど ち ら も 食物及

び巣材 を ， 顕花植物の花蜜 と 花粉 に 依存 し て い る 点で は

共通 し て い る が， 生態的 に は か な り 異 な る 。 温帯の マlレ

ハ ナパチ の基本的 な生活史 は l 年性で ， 越冬 し た 女王が

春 に単独で 巣 を 創設 し て ， 数十~数百の働 き パ チ を 生産

し た の ち ， そ れ ら が オ ス と 新女王 を育て て ， コ ロ ニ ー は

解散す る (松浦， 1988) 。

マ ルハ ナ パチで は ， 働 き パ チ の体の サ イ ズ はミ ツ バ チ

と 異 な り 著 し い個体変異 が あ る の が特色で ， 体重 に す る

と 最大 と 最小で 10 倍の差が あ るこ と も 少 な く な い。 最小

の グル ープ は ほ と ん ど の 個体が一生巣か ら 出 な いで 内役

パチ と し て 過 ご し ， 大型の個体 は 外役 が多 い。 1 群 は ，

輸入直後で 1 頭 の 女王 と 約 50�80 頭 の 働 き 峰， そ れ に

卵， 幼虫， 繭で 構成 さ れ て お り ， 導入後 は 通常 1 � 2 か

月 で 女王 と 働 き パ チ は死亡 し て ， 活動 は 終息す る 。

マ ルハ ナ パ チ は ， 花粉媒介虫 と し て な が め た 場合 も ，

ミツバチ に比べ て 異 な る 点が多 い (表-1) 。 現在， 日 本へ

導入 さ れて い る ツ チ マ ルハ ナ パ チ は ， ほ と ん どが施設 ト

マ ト で利用 さ れて い る ので ， ここで は ト マ ト に お け る 本

種の訪花活動 に つ い て ， 筆者がこ れ迄 に観察 し た 結果 を

中心に な が め て みよ う 。
ト マ ト は本来風媒花で ， 訪花昆虫 は ほ と ん ど い な い。

そこで 受粉の た め に は花 を軽 く 振動 し て 柱頭 に 花粉 を 落

下 さ せ る と ， 果実が肥大 し 種子がで き る 。 ヨ ー ロ ッ パで

は ， 温室で 栽培す る ト マ ト は ， 小型電気振動器 によ り 花

房 を 振動 さ せ， 約 の 花粉 を 柱頭上 に落下 さ せ て 受粉 を 行

い， 着果 と 果実肥大 を促進 し て き た 。 マ ルハ ナ パ チ はこ

の振動受粉 に 代 わ る 技術 と し て 開発 さ れた も ので あ る 。

こ の ハ チ は 花粉が成熟 し た 花 の み を 選択的 に 訪れ， 開

花直後で 花粉が ま だ成熟 し て い な い花 は訪れ な い 。 働 き

パチ は ト マ ト の 花 を 訪れ る と ， 蔚 の や や 先端部 を 大臆で

挟んで体を仰向 け に 固定 し た あ と ， 胸部の筋肉， 及 び前 ・

後麹 を 高速で 振動 さ せ て 荷 を刺激す る 。 こ の 間， ツ ー ツ

ー ツ ー と い う 連続 し た 高音が発せ ら れ， こ の音 は 3�4 m

離れて い て も 人の耳で は っ き り と 聞 き 取 るこ と がで き る 。

マノレハ ナパチ類の胸部 の 筋 肉 の 振動 は ， 巣外で 低温時

に体温 を 上昇 さ せ た り ， 巣 内で 卵室 や育児房 を保温す る
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時 に も 行わ れ る が， そ の 際， 麹 は完全 に 静止状態で ， 音
も ま っ た く 出 な い 。 し た が っ て ， 約の振動行動 は花粉採

取 の た め に 特化 し た 行動で ， 発熱行動 と は異な っ た筋肉

の振動機構で あ る と 考 え ら れ る 。

一方， ミ ツ バ チ は こ う し た 胸部筋肉の振動 によ る 花粉

採取の技術 を も た な い う え ， ト マ ト は花蜜が ま っ た く な

い ので 訪花す る こ と は な い。

こ う し て 花粉が柱頭 に落下す る と ， 受粉が完了 す る が，

そ の 際， ハ チ は落下 し て く る 花粉 を 腹部腹面の体毛で 受

け止 め た の ち 振動運動 を や め る 。 そ れか ら ， 前 ・ 中脚 を
用 い て体表 に 付着 し た 花粉粒 を後脚 の 両腿節 に あ る 花粉

篭 に 集 め ， 花粉団子 に 仕上 げて巣へ も ち か え る 。 こ の花

粉団子作 り は， 次の花へ移 る ま で の わ ずか な飛期中 に も

盛ん に行わ れ 1 個 当 た り 重量 は 1O�35 mg と な る 。 そ

の 際， 両脚 と も ほ ぽ均等の花粉団子 と な る ので ， 両方で

は ほ ぽ倍量の花粉 を運ぶが， そ の大 き さ は働 き パ チ の個

体の 大 き さ ， ト マ ト の品種 によ る 花の大 き さ ， 同一花へ

の訪花回数な どの違い によ り 様々 に 異 な る 。

ト マ ト の場合 ， 働 き パ チ は 1 日で 5 �12 回の花粉採集

活動 に 出 か け， 1 花で 2 �10 秒止 ま り な が ら ， 1 回 の採

集活動で 50�220 個の花 を訪れ る が， 小型の ミ ニ ト マ ト

で は花の滞在時 聞 は短 く ， 訪花数 は 多 く な る 。

マ ルハ ナパチ の訪花 によ り ， 約 に は波状の噛み傷が生
じ ， 数 日 後 に は そ の部分が褐変 し 「バ イ ト マ ー ク j と 呼

ばれ る 特有の傷痕 を 作 る 。 こ れ は ハ チ が訪花 し た証拠で

ト マ ト の果実 の発育 に は ま っ た く 影響 が な い 。 こ の マ ー

ク は低温期で は褐変化の進行が遅 く ， ほ と ん ど 目 立た な

い ま ま ， 果実の肥大へ進む こ と が多 い。

各種の気象条件下等で の マ ルハ ナ パチ の活動性 も ミ ツ

パ チ と 異 な る 点が あ る 。 気温 に 関 し て は ， 低温活動性が
高 く ， ハ チ の活動 は 5�7 0Cよ り 始 ま り ， 10 0C以上 に な る

と 日 の 出前や 日 没後の薄暗い状態で も 活発 に 行わ れ る 。

表 - 1 授粉者 と し て の マ ルハ ナ パ チ と ミ ツ パ チ の比較

項 目 | マ ル ハ ナ パ チ | ミ ツ ノ f チ

活動性
巣か ら の活動距離 数百m以内 数km以内
外役開始 日 羽化後 2 � 3 日 羽化後約20 日
低温時 5 � 6 .C以上 1O�15.C以上
曇天や雨天 通常強い 通常弱い
早朝や夕刻 H 1/ 

uvカットフィルム被覆下 影響無 し 影響あ り
ト マ ト への訪花性 有 無

利用管理
施設内での群の損耗 少 な い 導入直後に甚多
群の増殖 一般に は 難 し い 比較的容易
同一群の利用期間 短 ( 1 � 2 か月 ) 長 ( 3 � 6 か 月 以上)
攻撃性 弱 い 事 注意 を要す る
巣箱の移動の難易 容易 やや容易

- 移動直後 と 巣箱 を 開 け た場合 は 注意

活動適温 は 1O�25 0Cで ， 30 T を 超 え る 高温下で は 活動

は著 し く 弱 ま り ， 35 0C以上 に な る と 訪花 は ほ と ん ど行わ

れな い。 ま た ， ミ ツ バ チ の 活動 し な い 雨天や 曇天， 紫外

線カ ッ ト フ ィ ル ム の被覆下で も 活動 す る 。

巣か ら の 活動距離 は ， 露地の場合 50�300 m と 比較的

狭い範囲で 採餌 を 行 い， 施設で は 50 m2の 面積で も 活動

す る 。

こ う し た 特性 を う ま く 利用 す れ ば， 施設 ト マ ト ばか り

で な く ， 従来 ミ ツ バ チで は十分な効果の期待で き な か っ

た 低温時 ， 紫外線 カ ッ ト の 条件下， そ れ に比較的狭 い範

囲で の栽培作物の 受粉 に も 応用で き る だ ろ う 。

E 施設 ト マ ト での導入の効果

ヨ ー ロ ッ パ の施設栽培の ト マ ト で は ， こ れ ま で 行わ れ

て き た 振動受粉法 は， マ ルハ ナ パ チ によ る 生物 的受粉法

と比べ て ， ど ち ら も 受粉 と い う 生理的過程 を 経 て ， 着果
と 果実の肥大が行わ れ る ので ， ト マ ト の発育生理の点か

ら は基本的 に変わ ら な い と い え る 。 し た が っ て ， マ ルハ

ナパチ は振動作業 に変わ る 省力化技術 と し て の評価が な
さ れて い る 。

日 本で も こ の ハ チ の 導入 は ， 当 初 は ト マ ト 栽培の省力

的な技術開発が思 う よ う に進展 し な い な かで ， 新 し い省
力技術の観点 か ら 検討 さ れた も ので あ っ た 。 と こ ろ が，
我が国の施設 ト マ ト の栽培で は ， 開花時 に植物 ホ ル モ ン
剤 (4-CPA液剤 ， ク ロ キ シ ホ ナ ッ ク液剤 ) を 散布 し て ，

着果 と 果実肥大 を促進 さ せ る の が必須の 作業 と な っ て い

る 。 し か し ， ホ ル モ ン処理 と マ ルハ ナパ チ によ る 受粉 と

で は ， そ の後の果実 の品質及 び草勢な どへの影響 が か な
り 異 な る こ と が分か つ た 。 す な わ ち ， 日 本で の マ ルハ ナ

パチ の利用 は， ヨ ー ロ ッ パで の単 な る 省力技術 と し て の

評価ばか り で な く ， 果実の品質向上や植物生理への好影

響 も あ わ せ も つ こ と が明 ら か と な っ た 。 そ れ ら は ， (1 )空

洞果の減少， (2)食味の 向上， (3)ビ タ ミ ン C の含有量の増

加， (4)着果率の向上， (5)ホルモ ン過剰害 の 回避な どで あ る 。

マlレハ ナパ チ が導入 さ れた 場合 の省力化 と品質向上な

どの例 と し て こ れ ま で に 次のよ う な報告 が あ る 。

省力技術の菌で は ， ト マ ト は 開花期聞が 4 �10 か 月 と

長 く ， 栽培管理の後半で は ホ ル モ ン処理作業 は収穫作業

と 同時 進行す る ので ， 全労働時 間 に 占 め る ホ ル モ ン処理

労力 は収穫 ・ 出荷 に 次 いで 高 い比率 を 占 め る 。 特 に ， 最

近 栽培の増 え て い る ミ ニ ト マ ト で は ， 一株の上か ら 下 ま

で の各花房 に 数回の処理 を 要す る ので ， 多 い農 家で は 約

300時 間， 平均で も 173時 間 を 必要 と し ， そ の 労働強度 も

高い (菅原， 1992) 。 こ う し た 作業が， マ ルハ ナ パ チ の 導

入 によ っ て な く な る ので ， 省力技術 と し て の効果は大 き い。
果実の品質への影響 に 関 し て ， 静岡県下の農家で の ト

マ ト 品種「ハ ウ ス 桃太郎」への 導入例で は 3 月 中旬� 4
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月 中句 に 本種 を 放飼 し た 場合， 植物 ホ ル モ ン剤 区 と 比較

し て ， 着花率 は 93 % と 高 く ， 空調果の発生率 は全 く な く ，

形状 は す べ て 良好で ， 酸度及 び糖度 (Brix) も 高 く ， 食

味が優れ る 等 の 結果 が得 ら れ て い る が (池 田 ・ 忠 内 ，

1992) ， 果実の重量 は変わ ら な か っ た と い う 。 た だ し ， そ

の重量 に 関 し て は ， 筆者 ら の 同品種及び別品種 「瑞星」

の 試験例で は ， 外 径 の 大 き さ が 同 じ 果 実 の 場 合で は

8�15 % の重量増 と な っ て い る (松浦， 未発表) 。

ま た ， 愛知県下の農家 に お け る ミ ニ ト マ ト への 導入例

で は ， 2 月 下旬以降に放飼 し た 場合， 着果率 は 98�100 % 

で あ っ た う え ， 表- 2， 表ー3 に 示 し たよ う に 果実の大 き さ

と 重量が増加 し た ほ か， ビ タ ミ ン C 含量 は 13�42 % の

大幅な増加が認め ら れて い る 。 特 に ， 種子 を と り ま く ゼ

リ ー部 は ホ ル モ ン処理 に比べて 重量で 倍以上 に増加 し て

い る 。 一方， 糖度 (Brix) は有意差が認め ら れ な か っ た

が， 酸含量 は増 え て ， や や酸味が強 く な っ た と い う (小

出， 未発表) 。

菅原 (1992) によ れ ば， 受粉 によ り 着果 し た 有種子果

は， ホ ル モ ン処理の無種子果 に比べ， 果肉部で は糖含量

が増加 し， 酸やビ タ ミ ン C も 増加す る 。 特 に ゼ リ ー部の

酸含量の増加が著 し い ので ， ゼ リ 一部の多 い ミ ニ ト マ ト

等の品種で は食べ る と 酸 っ ぱ い が， 逆 に 果肉部の 多 い フ

ァ ー ス ト 型品種で は甘 く 感 じ ら れ る と い う 。 ま た ， マ ル

ノ 、 ナ パチ によ り 受粉 さ れ た 果実 は ホ ル モ ン処理果 と 比べ

果実 の種子が多 く ， 空洞果が減少 し ， 果実の 重量が増加

す る と い う 。 一方， ホ ル モ ン処理果で は ， 未熟花や低温

期で 花粉の稔性の低い時 期 に は ， 果実 は ほ と ん どが無種
子 と な り ， 種子の周辺の ゼ リ ー物質 な ど の 内容物が充実

し な い ので ， 外側の果肉部 は肥大 し で も ， 内部 に 空洞が

で き や す い と い う 。

こ う し た 果実 の品質向上の効 果 に加 え て ， ホ ル モ ン剤
で は生長点 な ど の 若 い器官 へ噴霧 さ れ る と ， 葉の奇形 を

生 じ た り ， ミ ニ ト マ ト のよ う に花房 当 た り の 着花数が多
い場合 ， 同一花房へ 2 � 3 回の噴霧が行わ れ る ので ， 過

表 - 2 ? ルハ ナパ チ と ホ ル モ ン処理に よ る ミ ニ ト マ ト の
品質 (小出， 未発表)

ハ ウ ス 試 験 区 縦四 横幽 縦/横 重 さ g ビ タ ミ ンC

7 ルハ ナ パチ 28 . 6  26 . 4  1 . 09 10 . 9  42 . 2  
A ホ ル モ ン処理 25 . 6  23 . 2  1 . 10 8 . 0  37 . 3  

t 検定 ** ** ns ** * 

マ ルハ ナ パチ 30 . 4  28 . 1  1 . 08 13 . 9  46 . 1  
B ホ ル モ ン処理 27 . 5  25 . 8  1 . 07 10 . 6  32 . 3  

t 検定 ** ** ns ** * 

A :  2 月 28 日 . B :  2 月 29 日 に各10個 を調査. た だ し ， ビ タ ミ ン C
はA : 4 月 4 日 . B :  4 月 5 日 の収穫果か ら 5 個 を 2 反復調査.
* : 5 %水準で有意差 あ り . ** 1 %水準で有意差 あ り . ns 
: 有意差 な し

剰噴霧の害 と し て 草勢の低下等が発生す る こ と が あ り ，

そ れ ら の悪影響 も 排除 さ れ る 。

一方， 果実の成熟 に 要す る 期聞 は ， 農家 の 話で は ハ チ

によ る 受粉の方が ホ ル モ ン処理 に比べ， 開花か ら 収穫 ま

で の 日 数が冬季で 約 1 週間遅れ る が， 春 の 温暖 な時 期で

は そ の差 は 少 な い と い わ れて い る 。 し か し ， こ の点 を確

認 し た 報告例 は ま だ な いよ う で あ る 。

皿 他の果菜類での評価

ヨ ー ロ ッ パで は ， マ ルハ ナ パ チ は ト マ ト 以外 に も ミ ツ

パ チ の 訪花 し な い ナ スで 利 用 さ れて お り ， そ の 他 に ， 我

が国で ミ ツ パ チ を 用 い て 受粉 を 行 っ て い る イ チゴ， メ ロ

ン， ピー マ ン， ス イ カ な どで 導入 さ れて い る 。

イ チゴ と 温室 メ ロ ン に 関 す る 静岡 県農業試験場の試験

例で は， い ずれ も 現行の ミ ツ バ チ によ る 受粉 と 同様の効

果が得 ら れて い る 。 イ チゴ の場合 に は ， 低温活動性 に優

れて い る こ と や， 雨天や 曇天で も 訪花 す る ので ， こ れ ら

の点で 活動性の 劣 る ミ ツ バ チ に比べ て ， 優れた効果が期

待で き る と い う 。 一方， メ ロ ンで は 高温下で の栽培 な の

で ， 30 ・C を 超 え る と 活動個体数 は減少 し ， 一時 的 に 40 .C

を超 え る と ， 翌 日 か ら 働 き パ チ は著 し く 減少 し ， 幼虫 と

と も に 死亡 し た も の と 考 え ら れ て い る (池 田 ・ 忠 内 ，

1992) 。

ピー マ ン及びナ ス に つ い て ， 日 本で は 試験例 は ま だ な

いよ う で あ る 。 筆者が予備 的 に 行 っ た両作物の ハ ウ ス へ

の マ ルハ ナ パ チ の 導入例で は ， 訪花活動 は い ずれ もよ く

行わ れ， 前者で は 奇形 果 の 大幅 な 減少， 後者で は果実の

肥大促進が認め ら れた (松浦， 未発表) が， 果実の品質

への効果 に つ い て は今後 さ ら に詳 し い検討が必要で あ る 。

こ のハ チ の訪花植物の範囲 は広 く ， 筆者が こ れ まで 確認

し た の は上記の 作物以外 に ， ナ タ ネ ， プ ロ ツ コ リ ー ， ダ

イ コ ン な ど ほ と ん ど の ア プ ラ ナ 科作物， ス イ カ ， プ リ ン

ス メ ロ ン ， ニガウ リ ， カ ボ チ ャ な ど の ウ リ 手ヰ， タ マ ネギ ，

ネギ， ニ ラ な ど の ユ リ 科の ほ か， ナ シ ， モ モ ， ウ メ ， ス

モ モ ， ピ ワ な ど のパ ラ 科や カ キ ， プルーペ リ ー ， キ ュ ウ

イ な ど の各種果樹類で あ る 。 お そ ら く ミ ツ バ チ の 訪花す
る 植物 の ほ と ん どで 花粉 と 蜜 を 集 め る も の と 考 え ら れ

表 - 3 ? ルハ ナ パ チ と ホ ル モ ン処理に よ る ミ ニ ト マ ト の
ゼ リ ー割合 と 糖 ・ 酸度 (小出， 未発表)

試験区 全重 果肉 ゼ リ ー ゼ リ ー 糖度Brix 酸含量%

g E g 割合% 果肉 ゼ リ ー 果肉 ゼ リ ー

マ ル ハ ナ パ チ 11 . 6  7 . 9  3 . 7  32 . 0  7 . 6  8 . 3  0 . 53 1 . 47 
ホ ル モ ン処理 7 . 7  6 . 2  1 . 5  18 . 9  7 . 9  8 . 5  0 . 49 1 . 07 

t 検定 ** ** ** ** ns ns 

4 月 25 日 に 各 区10個調査。 た だ し ， ホ ル モ ン処理区 は種無 し果の
み調査。 酸含量は ク エ ク ン酸含量 を測定。 ** : 1 %水準で有意差
あ り ， ns : 有意差な し
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る 。

日 本で は ト マ ト 以外の農作物で は， 受粉 を必要 と す る

場合， セ イ ヨ ウミ ツ パ チAρis mell俳ra L. と マ メ コ パチ

O幻匁勿 corn許'Ons (RA∞SZKOWSKI) が利 用 さ れて い る 。 農

水 省統計に よ れ ば， 1991 年度 に お け る 施設園芸で のミツ

バ チ の利用群数 は ， イ チゴの 81 ， 094 群 を筆頭 に ， メ ロ ン，
ス イ カ ， シ シ ト ウ ， ダ イ コ ン， ニ ガ ウ リ ， カ ボ チ ャ ， オ

ウ ト ウ ， マ ンゴー な ど を加 え る と 計 125 ， 845 群， 露地で

は リ ンゴ， オ ウ ト ウ ， ナ シ， モ モ ， ウ メ ， カ キ ， プ ラ ム ，

ス モ モ な ど の果樹で 28 ， 161 群， ス イ カ ， ダ イ コ ン， カ ボ

チ ャ ， メ ロ ン， タ マ ネギ な ど の 野菜類で 2 ， 762 群 と な り ，

花粉媒介用 と し て は合計 156 ， 768 群 と な っ て い る 。 ま た ，
マ メ コ パチ は主 に リ ンゴ を 中心に ナ シ， オ ウ ト ウ な どの果
樹で も 利用 さ れ て い る が， 正確 な 数 は 把握 さ れて い な い 。

こ れ ら の作物で は ， 現状で はミツパチ等の効果が高い

う え ， マ ルハ ナ パチ に比べて価格が は る か に安価で あ る

こ と ， 開花期間 の長 い作物で も l 作期間の利用が可能で

あ る こ と な ど の 経済性 と 利便性， そ れ に マ ルハ ナパチ の

効果が未確認で あ る こ と な ど か ら ， す ぐ に ミ ツ バチ と 交

替す る こ と は な い と 考 え ら れ る 。 し か し ， 作物 によ っ て

は， マ ルハ ナ パチ の特性 を生か し た利用法が こ れか ら検

討 さ れ る だ ろ う 。

W 導入上の問題点

今後， マ ルハ ナパチ は施設 ト マ ト を 中心 に ， 他の果菜
類や果樹 に お い て も か な り の 勢いで 普及 し て い く と 考 え

ら れ る 。 し か し ， 25 年前 に イ チゴヘミツ バ チ が導入 さ れ

た時 と 同じよ う に ， 暫 く の 聞 は ， 従来の栽培技術 と の摩

擦， ハ チ の 習性や生態の知識の 欠如， 技術指導者の不足

等 によ り 現場で の混乱 は 避 け ら れな い だ ろ う 。

試験的な 導入以来， ま だ 1 年余 に 過 ぎ ず， 解決すべ き

点 は 多 いが， こ こで は(1)農薬の影響， (2)花粉稔性 と 温度

管理， の 2 点 に つ い て 述べ る 。
( 1 )  農薬の影響

ヨ ー ロ ッ パで は ， 施設 ト マ ト の害虫 は天敵によ る 防除

体系が発達 し て お り ， ハ チ に 影響 の あ る 農薬 は ほ と ん ど

散布 さ れて い な い こ と が， マ ルハ ナパチ の ス ム ー ズ な 導

入へつ な が っ た と み ら れ る 。 し か し ， 日 本で は 当初か ら

着果生理 は 受粉 を 前提 と し な い ホ ル モ ン処理で 行 っ て き

た ので ， 農薬の使用 に 当 た っ て 訪花昆虫への影響 を顧慮、
す る 必要が な か っ た 。 そ の う え ， 施設 ト マ ト で は コ ナ ジ

ラミ類， マ メ ハ モ グ リ パエ ， ア ブ ラ ム シ類な ど難防除害

虫が発生 し や す く ， ハ チ に 影響 の 強 い薬剤 の使用例が少

な く な い。

マノレハ ナパチ は群当 た り の働 き パチ の 数 は 50�100 頭

と 少 な い う え ， 働 き パ チ の 大部分が花粉集 め を す る ので ，

ハ チ に 影響 の あ る 薬剤 で は 群 の 活動能力 が急速 に 衰退

し ， 再起不能 に 陥 り や す い。

マ ルハ ナパ チ の 農薬への影響 に つ い て は我が国 は も と

よ り 欧米で も 試験例 は 少 な いが， 現行の ト マ ト への 登録

農薬の 中 に は 強 い 影響 の見 ら れ る も の も あ り ， 今後， 早

急な安全基準の 作成が必要で あ る 。

( 2 ) 花粉稔性 と 温度管理

現在の 日 本の施設 ト マ ト は ， 品種 に よ っ て は 花器の構

造， 花粉量及 び花粉稔性な ど の 点 か ら ハ チ の 受粉 に 不向

き で ， マ ルハ ナパ チ を 導入 し で も 受粉 に よ る 効果 は期待

で き な い場合が あ る 。 ま た ， 低温下で は 花粉の稔性が低

下 し ， 例 え ば 「ハ ウ ス 桃太郎j で は ， 愛知県下で広 く 行

わ れて い る 最低夜温 8�9 0Cの管理法で は ， ハ チ が訪花 し

で も 花粉が蔚か ら 離 れ ず着果 し な い 例 が起 こ っ て い る

(菅原， 1992 : 小出， 1992) 。

お わ り に

ヨ ー ロ ッ パで は ， 受粉作業がハ チ販売会社の請負制 に

な っ て い る 場合が多 い ので ， ハ チ の管理や受粉の チ ェ ッ

ク が行 き 届 い て い る 。 し か し ， 日 本で は ， 現在の と こ ろ ，

マ ルハ ナパ チ は 買 い取 り 制で ， 販売者 によ る そ の後の点

検や管理 は ほ と ん ど行われて い な い う え ， 販売元で も ク

レ ー ム な ど に 対応で き る 技術者 は い な い の が現状で あ

る 。

ま た ， 現在 は l 巣箱が 3 万円 を越 え る 価格で あ る が，

そ の半分 は空輸賃で あ る 上， そ の利用期聞 は 4 � 6 週間

で 更新 を 必要 と す る た め ， ト マ ト 等の よ う に 数か 月 に わ

た り 開花す る 作物で は 経済性の点か ら 導入 をE寄贈す る 農

家 も 少 な く な い。 本種の増殖そ の も の は難 し い技術で は
な い と 考 え ら れ， 将来 は 日 本産 の マ ルハ ナ パ チ も 含め ，

圏内で の生産 が可能 と な れ ば， 価格 も 安 く な り ， 利 用 し

やす く な る だ ろ う 。

最後 に ， 導入種の ツ チ マ ルハ ナ パ チ が野性化 し て ， 定

着す る 可能性 も あ り ， そ の場合， 日 本の 生物相 と り わ け

他の ハ ナパ チ に 与 え る 影響 が懸念 さ れ る 。 先輩格の セ イ

ヨ ウ ミ ツ バ チ は 導入以来 100 余年 を 経て ， 野生群 も 多 く ，
訪花昆虫の主 要 な 勢力 と な っ て い る が， 外来種 ど う し の

競合 も 含 め ， そ の動態 を厳 し く 見守 る 必要があ る 。
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