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は じ め に

施設栽培が発達 し た 近年では， 施設栽培に適 し た 害虫

防除が必要 と な っ て き た 。 特 に 残留毒性の問題や， 花粉

媒介昆虫の導入 な ど施設特有の観点か ら ， 生物的防除の

重要性が ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ， 施設栽培が進んだ北欧で

は か な り の実用化が進んでい る 。 こ の歴史 と 現状に 関 し

て は本誌 に も 紹介 さ れ て い る の で参照 さ れ た い (VAN

LENTEREN， 1993) 。 そ れ に よ る と 施設栽培に共通す る 害虫

と し て挙 げ ら れ る ハ ダニ と オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ に 関 し て

は研究が進み， そ れ ぞ れ捕食 ダニ で あ る チ リ カ ブ リ ダ

ニ， 寄生蜂の エ ン カ ル シ ア に よ る 防除が実用化 さ れ， か

な り の効果 を 上 げて い る 。 し か し ， 残 さ れた も う 一つ の

大害虫であ る ア プ ラ ム シ に 関 し て は， ご く 最近 に な っ て

こ れ ま で野外放飼 に 利 用 さ れ て い た ヒ メ ク サ カ ゲ ロ ウ

や， 寄生蜂な どが導入 さ れ始め た に す ぎ な い。

天敵昆虫の利用 の歴史 を み る と ， そ の成功 は ベ ダ リ ア

テ ン ト ウ を 用 い た 場合以外は寄生性 に よ る も の が圧倒的

に多 し こ れ は寄生性天敵の優れた 害虫探索能力 と 環境

条件や薬剤散布の影響 を受 付 に く い こ と か ら き て い る 。

し か し 限 ら れた面積で爆発的 な大発生 を す る 施設害虫 に

対 し て は 短時間 で害虫密度 を 低下 さ せ る 必要が生 じ ， 1 

頭で多数の害虫 を捕食す る 捕食性天敵が重要 と な っ て く

る 。 ア ブ ラ ム シ の捕食性天敵 と し て代表的な も の に ク サ

カ ゲ ロ ウ と テ ン ト ウ ム シ が挙げ ら れ る 。 テ ン ト ウ ム シ は

ベ ダ リ ア テ ン ト ウ の成功以来， 害虫防除への期待 は大 き

く 多 く の研究者 に よ っ て増殖が試み ら れ， 一部代用餌に

よ る 増殖 と 応用 が行わ れて い る が施設栽培で利用 す る ま

でに は至 っ て い な い。

I ク サ カ ゲ ロ ウ の有用性

ク サ カ ゲ ロ ウ 手ヰ (Chrysopidae) は ア ミ メ ク サ カ ゲ ロ

ウ 目 (Neuroptera) で は最 も 大 き な科で あ り ， 世界で

90 属， 約 1 800 種の記載があ る (NEW， 1984) 。 そ の食性

か ら 成虫幼虫 と も に 肉食 carnivorous の も の と ， 幼虫 は

肉食であ る が， 成虫 は花粉や ア ブ ラ ム シ な ど同麹亜 日 が

分 泌 す る 甘 露 を 食 べ る pollen feeder や honeydew

feeder に分 け ら れ る (PRINCIPI and CANARD， 1984) 。 幼虫期
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の食性は非常 に 多岐 に わ た っ て お り ， そ の記録 を拾 っ て

み る と ア ブ ラ ム シ ( ほ と ん どすべて の 科) は も ち ろ ん，

カ イ ガ ラ ム シ， ヨ コ パ イ や キ ジ ラ ミ の幼虫， ハ ダニ， コ

ナ カ イ ガ ラ ム シ， チ ョ ウ 目 の卵や幼虫， ア ザ ミ ウ マ ， ハ

ム シ幼虫， な ど皮膚の柔 ら か い節足動物 を 広 く 捕食す る

こ と がわ か る 。 彼等 は発達 し た 大顎 を そ の餌であ る 昆虫

の 柔 ら か い 表皮 に 突 き 刺 し そ の体液 を 吸汁 す る の で あ

る 。 し か も こ の突 き 刺 し た 口器か ら の分泌物が， 餌の 消

化の ほ か， 時に は餌であ る 昆虫 に麻酔的な働 き を す る と

さ れ， 自 分 よ り 大 き い オ オ ア ブ ラ ム シ な ど も 餌 と な る 。

こ の驚 く べ き 広 い食性 と 大食性か ら ク サ カ ゲ ロ ウ は古 く

か ら 野外での害虫防除 に利用 さ れて き て お り ， そ の対象

作物， 害虫 の範囲 も 広 く (表ー1) ， 天敵 と し て の有用性が

高い こ と が明 ら かであ る 。 ま た ハ ウ ス 内 の ア ブラ ム シ密

度が低 く な っ た場合 に 他の害虫 に対す る 防除効果 も 期待

で き る 。

世界 に 広 く 分布 し ， 広食性 の 強 い ヒ メ ク サ カ ゲ ロ ウ

Chrysoperla carnea は大量増殖 さ れ， 欧米では市販 さ れ

て い る 。 世界で利用 さ れて い る 種 と し て は こ の種が圧倒

的 に 多 い が 一 部 に そ の 近 縁 種 で あ る Chryso.ρerla

rufilabris や Chrysopa perla， C. formosa， C. sejりtem

punctata な どの報告 も あ る 。

E 我が固 での適種の選択

我 が 固 に 広 く 分 布 す る ヤ マ ト ク サ カ ゲ ロ ウ

表ー 1 野外圃場 に お け る ク サ カ ゲ ロ ウ の放飼例

対象作物 対象害虫 文 献

キ ャ ベ ツ ア プラ ム シ ADASHKEVICH & KUZINA 1974 
コ シ ョ ウ ア プ ラ ム シ BEGLYAROV & SMETNIK 1977 
ト マ ト ア ブ ラ ム シ RADZIVlLOVSKAYA & DAMINOVA 1980 
ナ ス コ ロ ラ ド ハ ム シ ADASHKEVICH & KUZINA 1971 
ジ ャ ガ イ モ コ ロ ラ ド ハ ム シ ADASHKEVICH & KUZINA 1971 

SHUVAKHINA 1974， 1977， 1978 
ア プラ ム シ SHANDS et aL 1972 

リ ン ゴ | ハ ダニ MISZCZAK & NID1CZYK 1978 
Y AN 1981 

ナ シ l コ ナ カ イ ガ ラ | DOU吋 山 肌 l蜘
ワ タ タ バ コ ガ RIDGWAY & JONES 1969 

KINZER 1976 
ア プ ラ ム シ I ANONYMOUS 1982 
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( Chrysoperl，σ niponensis) は前記の ヒ メ ク サ カ ゲ ロ ウ と

シ ノ ニ ム であ る と さ れた (TSUKAGUCHI， 1985) 。 し た が っ

て我が国で害虫防除 に利用 す る 上で， 外国で増殖法の確

立 し て い る こ の ヒ メ ク サ カ ゲ ロ ウ を利用 す る の も 一つで

あ る 。 し か し， ヒ メ ク サ カ ゲ ロ ウ の成虫 は 肉食性では な

く ， 体 も 小 さ く ， ク サ カ ゲ ロ ウ の 中では捕食量が多 い と

は い え な い 。 そ こ で こ こ で は我が国で普通種， 大型種

で， 成虫 も 肉食であ る ヨ ツ ボ シ ク サ カ ゲ ロ ウ (Chη'sopa

seþtempunctata) と ヒ メ ク サ カ ゲ ロ ウ の生態 を比較す る

こ と に よ っ て そ の利用 の可能性 を考 え て みた (表】2) 。

食性に 関 し て は ヒ メ は ヨ ツ ポ シ よ り 広食性 と い う 利点

は あ る が， そ の 摂食量 は 明 ら か に ヨ ツ ボ シ の ほ う が多

い。 塚口 (1987) は 2 種の ク サ カ ゲ ロ ウ の幼虫期の摂食

量 を ア オ ヒ メ ヒ ゲ ナ ガ ア ブ ラ ム シ を餌 と し て比較 し， ヒ

メ は 360�452 匹， ヨ ツ ボ シ は 428�689 匹であ っ た と 報

告 し て い る 。 さ ら に ヨ ツ ボ シ は 1 か月 以上の成虫期間 を

ア ブ ラ ム シ を餌 と し て 過 ご す の で， 摂食量 の 差 は 大 き

い。 成育期間 は ヒ メ の ほ う が や や 短 い が大 き な 差 は な

い。 産卵数は餌条件や寿命に よ り 異な り 成虫の食性が違

う た め 一概 に 比較 は で き な い が， 両種 と も 1 日 20�30

卵， 多 い と き に は 50 卵近 く 産卵 し ， 死亡す る ま で 1 か

月 以上産み続 け る 多産性 を示す。 ま た両種 と も 成虫 は夜

行性で， こ の こ と は昼間高温の た め天窓や側面 を 開放 し

な ければな ら な い我が国のハ ウ ス に お い て はハ ウ ス 外へ

の分散 を 防 ぐ 。 こ の点は昼間活動す る テ ン ト ウ ム シ よ り

有利 な点 と も い え る 。 ま た 野外の分布か ら ヒ メ は背丈の

表 - 2 ク サ カ ゲ ロ ウ 2 種の生態の比較

ス テ ー ジ ヒ メ ヨ ツ ポ シ
ク サ カ ゲ ロ ウ ク サ カ ゲ ロ ウ

食性範囲 成虫 花粉 ・ honeydew 肉食 ・ 広い
幼虫 肉食 ・ 非常 に 広 い 肉食 ・ 広い

大食性 成虫 無 旺盛
幼虫 旺盛 非常 に 旺盛

多産性 大 大

成育期間 (1 齢~吐糸) 9�13 日 9�14 日

活動性 成虫 夜行性 夜行性

活動場所 (成虫) 低 (革本) 高 ( ? ) 

越冬態 (休眠) 成虫 前嫡

年間世代数 (長 日 条件下) 多 多

低い草本植物 を好む と さ れ， イ チ ゴや ス イ カ な どの作物

に適す る と さ れて い る 。 一方， ヨ ツ ボ シ は 木本 に 多 い と

さ れて い る が， ヨ モ ギ な どの雑草 に も し ば し ばみ ら れ，

特に好みがな い と 考 え ら れ る 。 両種 と も あ る 程度の温度

と 長 日 条件の下で は休眠 を せ ず に 世代 を繰 り 返 し， 経年

飼育が可能であ る 。 一方， 短 日 条件下では両種 と も 休眠

に は い る が， そ の状態 は大 き く 異 な り ， ヒ メ は成虫で生

殖休眠す る の に 対 し ， ヨ ツ ボ シ は 繭 の 中 で前煽休眠す

る 。 こ れは特に冬季の短 日 条件下での放飼 に は留意 を 要

す る 点であ り ， ま た大量増殖 シ ス テ ム の 中 で は ス ト ッ ク

カ ルチ ャ ー と し て維持す る 場合の ス テ ー ジ と し て 重要で

あ る 。 ア メ リ カ で は ヒ メ の場合成虫 を 低温保存 し て お

り ， こ れ ら は温度 を上 げ る と ， 数 日 か ら 1 週間で産卵 に

至 る 。 一方， ヨ ツ ボ シ は我が国の種で は 12 . 5 時間以下の

日 長で休眠 に 入 る こ と がわ か っ て い る が， こ れ を 人工的

に覚醒す る こ と に は成功 し て お ら ず， 必要な と き に休眠

か ら 覚 ま す テ ク ニ ッ ク は今後の課題であ ろ う 。

こ の よ う に 両種に は そ れぞれの習性が あ り ， ハ ウ ス 内

での利用面 と い う 観点か ら 一長一短があ り ， こ れ ら の生

態 を よ く 検討 し た上で適 し た 種 を選択す る 必要があ る 。

今回 は我が国の代表種 2 種の み の比較 を行 っ た が， こ の

ほ か に も タ イ ワ ン ク サ カ ゲ ロ ウ ， ク モ ン ク サ カ ゲ ロ ウ ，

ク サ カ ゲ ロ ウ ， カ オ マ ダラ ク サ カ ゲ ロ ウ な ど， 容易 に手

に入 札 利用 の可能性 を秘め て い る 種 は 多 く あ り ， そ れ

ら の生態 を解明す る こ と も 今後の課題であ る 。 特 に我が

国のハ ウ ス の環境 は昼夜の温度較差， 昼間の異常 な ほ ど

の高温多湿， そ れ に よ る 殺菌剤の多散布な ど天敵 に と っ

て苛酷な条件が多 い。 し た が っ て こ れ ら の環境 に 適応性

の あ る ， あ る い は作期， 作物 に 適 し た種 を 選ぶ こ と が こ

れ ら に よ る 害虫防除の成功の大 き な ポ イ ン ト であ る 。

皿 ク サ カ ゲ ロ ウ の人工飼料の歴史 と 現状

1 代用 餌 に よ る 大量銅育

大量増殖 で最 も 重 要 と な る の は 飼 料 で あ る 。 湯 嶋

(1970) は 昆 虫 の 飼育法 を そ の飼料か ら 二つ の タ イ プ に

分 け て い る 。 そ の一つ は天然の餌あ る い は代用寄主 な ど

の天然物 そ の も の を利用す る 方法で， 他の一つ は天然物

を含むい く つ か の素材 を加工 し た 人工飼料 に よ る 飼育で

あ る 。 現在行わ れて い る 捕食性天敵類の大量飼育の ほ と

ん どが前者 に 入 る 。 肉食性であ る こ と か ら 生 き た 昆虫 を

餌 と し て い る 場合が多 く ， 飼育が比較的簡単な貯穀害虫

を餌 と し て大量増殖 シ ス テ ム が実用化 さ れて お り ， そ の

い く つ か は古橋 (1981) に よ っ て紹介 さ れて い る 。 ク サ

カ ゲ ロ ウ の場合， そ の歴史 は古 く FINNEY ( 1948) に よ る

ジ ャ ガ イ モ ガ の卵 と 幼虫 に よ る C. cal約rnica の飼育が

一一一 22 一一ー



我が国にお け る ク サ カ ゲ ロ ウ の大量飼育の可能性 と 問題点 455 

最初であ る 。 し か し比較的簡単 と は い え ， そ の増殖 シ ス

テ ム の 中 では餌の飼育に 多 く の労力が費や さ れて お り ，

し た が っ て飼育に労力 の か か ら な い有効な代用寄主 を見

い だす こ と が研究の課題 と な っ て き た 。 一方 こ の シ ス テ

ム は生 き て い る 飼料 を使 う こ と に よ っ て餌 と な る 昆虫の

生命力 を利用 し て 天敵の ほ う の飼育の労力 の軽減 を 図 っ

て V る 。 す な わ ち こ の飼料は生 き て い る 限 り あ る 程度の

水分 を維持 し， ま た腐敗 し な い か ら 館が死亡す る か， 不

足 し な い限 り は餌を交換す る 必要 は な い の であ る 。 も う

一つ こ の飼育法 を助 げ て い る の が ク サ カ ゲ ロ ウ の幼虫の

消化 シ ス テ ム であ ろ う 。 ク サ カ ゲ ロ ウ の消化管 は 中腸 と

後腸の聞がほ と ん ど閉鎖 さ れて お り (図-1) ， 固形の消化

物は通過 し な い。 彼 ら は吸汁 口 か ら 体外消化 し た 液状の

み を摂食 し ， 幼虫期の排せ つ は主 に水分調節の た め に行

わ れ て い る 。 固 形 の 糞 は 羽化直後 に 初 め て 排せ っ さ れ

る 。 し た が っ て幼虫飼育期 に 糞 や そ の腐敗に よ る 飼育環

境の悪化がほ と ん ど な い 。 こ の こ と がチ ョ ウ 自 の卵 を餌

に 用 い た セ ルユ ニ ッ ト に よ る ク サ カ ゲ ロ ウ の大量飼育が

成功 し た 秘訣であ ろ う 。 小 さ な セ ル に十分な チ ョ ウ 目 の

卵 と ク サ カ ゲ ロ ウ を 1 匹ずつ 入 れ る こ と に よ っ て ， 餌替

え の労力 を省 き ， さ ら に捕食虫の飼育 に つ き も の であ る

共食い の 問題 も 完全 に 解決 し た の であ る 。 も し こ の シ ス

テ ム を テ ン ト ウ ム シ に応用 し た ら ， お そ ら く セ ル に は か

びが ま ん延 し て し ま う であ ろ う 。 こ の 方法 を用 い て 欧米

の企業で は ク サ カ ゲ ロ ウ の大量飼育 を行っ て い る ( 口絵

参照) 。

2 液体飼料 と 粉末飼料

こ の よ う に ク サ カ ゲ ロ ウ の人工飼料は生 き た 見虫 を利

用 し た代替餌か ら 出発 し た 。 こ れ は前述の よ う に 口器が

吸汁 口 であ る こ と か ら 人工飼料に よ る 飼育が難 し い と 考

1 -8 "? ル ビ ー ギ管

図 - 1 ク サ カ ゲ ロ ウ の消化 シ ス テ ム
(GAUMONT， 1976) 

え ら れた か ら であ ろ う 。 HAGEN and HASSAN ( 1965) は こ

の 点 を 考慮 し て イ ー ス ト と カ ゼ イ ン の加水分解物， 果

糖， 塩化 コ リ ン， ア ス コ ル ビ ン酸 を 水で溶か し た 液状の

飼料 をパ ラ フ ィ ン で コ ー テ ィ ン グす る と い う 技術 を 開発

し ， こ の飼料で羽化率 は低いが成虫 を 得て い る 。 こ の成

育 日 数 は 50 日 と い う 異常 に 長 い も の であ り ， 繭重 も ア プ

ラ ム シ飼育の も の に比べ る と 軽い も の で あ っ た が， 液状

飼料を薄いパ ラ フ ィ ン で包む発想や昆虫 タ ンパ ク 以外の

合成飼料で成虫 ま で飼育 し た と い う 功績 は 大 き い。 そ の

後飼料の成分の検討が加 え ら れ， さ ら に よ い成育結果が

得 ら れて い る (VANDERZANT， 1969， HASSAN and HAGEN， 

1978)。 ま た コ ー テ ィ ン グ方法 も ゼ ラ チ ン カ プセ ルや ワ ッ

ク ス コ ー テ ィ ン グ な ど改良が重ね ら れ， 中 国 で は こ の シ

ス テ ム で Chrysoþa cincica の大量増殖に 成功 し た と 報

告 さ れて い る (CAI et al . ， 1983) 。 こ の よ う に， ク サ カ ゲ ロ

ウ は生 き た 昆虫でな く て も 飼育が可能であ る こ と が明 ら

か に な っ た が， そ の飼料が液状でな け れ ばな ら な い と い

う こ と か ら ， こ の液状飼料の加工 に 技術， 経費の面で問

題が残 っ た 。

そ こ で入手 に労力がかか ら な い餌 と し て セ イ ヨ ウ ミ ツ

バチ の雄蜂児の利用が考 え ら れた 。 雄蜂児 は ア ブ ラ ム シ

捕食天敵であ る テ ン ト ウ ム シ の 累代飼育 に有効であ る こ

と がわ か っ て い た が ( 岡 田 ， 1970) ， 岡 田 ・ 新島 (1971)

は こ の雄蜂児で ヨ ツ ボ シ ク サ カ ゲ ロ ウ の 累代飼育に 成功

し た 。 こ の餌 は こ れ ま での チ ョ ウ 目 の卵や幼虫 と 同 じ 昆

虫 タ ンパ ク であ る が， そ の増殖に手聞がかか ら な い こ と

に大 き な メ リ ッ ト があ り ， 養蜂産業の副産物 と し て 大量

生産 も 可能であ る 。 し か し こ の餌の最大の欠点、 と し て腐

敗 し や す い と い う 点があ り ， こ れ を 解決す る た め凍結乾

燥粉末がつ く ら れた 。 ク サ カ ゲ ロ ウ の 口器 は 吸汁 口 であ

り ， 粉末餌で飼育で き る こ と は意外で あ っ た が (ÜKADA

et al . ，  1974) ， 幼虫が こ の餌 を 食べ ら れ る の は こ の餌が吸

湿 し や す い の と ， 幼虫が酵素 を 分泌 し (GAUMONT， 1976) 

体外消化す る か ら であ る ( 口絵参照) 。 そ し て こ の餌 は ヨ

ツ ボ シ ク サ カ ゲ ロ ウ 以外の数種の ク サ カ ゲ ロ ウ に も 有効

であ る こ と がわ か っ た (表ー3) 。 し か し， 粉末餌であ る が

た め に水分の供給 と い う 問題が残 さ れて お り ， 現在 は餌

と 水 を別々 に給仕 し て お り ， 労力的 な解決 に は な っ て い

な い。

3 栄養要求性の研究 と 低 コ ス ト 飼料

こ の よ う に ク サ カ ゲ ロ ウ の人工飼料の研究 は実用化 に

向 か つ て 進 ん で き て お り ， 栄養学的 な研究 は 多 く は な

い。 し か し ， そ れぞれの種の栄養要求性が明 ら か に な れ

ば そ の 栄養 を 満 た し た よ り 安価 な 素材 を 用 い る こ と に

よ っ て低 コ ス ト の飼料 を つ く る こ と がで き る 。 そ こ で上
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記の雄蜂児粉末 を 利 用 し て 栄養学的 な研究が進 め ら れ

た。 ま ず飼料の分析が行わ れた。 図-2 に ア ブラ ム シ と 雄

蜂児粉末及び比較 と し て カ イ コ の踊の 主要成分比を示 し

た 。 こ れか ら も わ か る よ う に雄蜂児粉末の成分 は ア ブ ラ

ム シ に非常 に類似 し て お り ， さ ら に ア ミ ノ 酸や無機塩の

組成 も 似て い る こ と がわ か り ， こ の飼料がア プラ ム シ捕

食性天敵 に 広 く 有効で あ る 可能性が示唆 さ れ る (NIIJIMA

et a1 . ，  1986) 。 そ れ ら の分析結果 を も と に飼料の成分 を化

学物質 に置 き 換 え る 作業が続 け ら れ， 化学物質だ け か ら

な る 合成飼料が作 ら れた 。 最初そ の飼料 は VANDERZANT ら

の 用 い た 広食性で飼育が容易 と さ れて い る ヒ メ ク サ カ ゲ

表-3 ミ ツ バチ雄蜂児粉末 に よ る ク サ カ ゲ ロ ウ の飼育結果

学 名 和 名 幼虫 成虫の 産卵 世代
発育 寿命

Chη'sopa formosa 
ク モ ン ク サ カ + +  十 + 十 4 ゲ ロ ウ

C. intima ク サ カ ゲ ロ ウ + +  + +  + l 
C. peγla 十 + つ つ 3 

C. septempunctata 
ヨ ツ ボ シ ク サ + +  + +  + +  6 カ ゲ ロ ウ

Chη'soperla carnea 
ヒ メ ク サ カ ゲ + +  + +  + +  6 ロ ウ

Chl. furcifera 
ア カ ス ジ ク サ + + +  + l カ ゲ ロ ウ

Mallada formosanus 
タ イ ワ ン ク サ + + + 1 カ ゲ ロ ウ

灰 分

エ ン ドウ ヒ ゲナガア ブラ ム シ ク リ オ オ ア ブラ ム ン

ロ ウ に た め さ れ， 累代飼育が可能であ る こ と が明 ら か に

な っ た (HASEGAWA et al . ， 1989) 。 そ の後 ヨ ツ ボ シ ク サ カ ゲ

ロ ウ も 成育可能な こ と がわ か り ， そ の成分 を 削 除， 添加

す る こ と に よ り ， そ の栄養要求性が明 ら か に な り つ つ あ

る (NlljlMA， 1990， 1993a， b) 。 そ の 中 で重要 な の は糖 と ア

ミ ノ 酸の比率であ り ， 脂溶性成分の 要求が低 い こ と がわ

か っ た 。 完全化学飼料 は大量増殖の た め の条件であ る 低

コ ス ト と い う 条件 を 満 た し て は い な い が， こ の 完成 に

よ っ て栄養要求性が明 ら か に な り ， 人工飼料の開発に つ

な が る の で あ る 。 堀江 ら (1980) は低 コ ス ト の カ イ コ の

人工飼料 を 開発す る た め に 家畜の飼料開発 に 用 い ら れて

い る 線形計画法 を 導入 し た 。 こ れ は発育 に必要な栄養素

を満足 さ せ， し か も 安価な素材 を組み合わ せ て 最 も 安価

な飼料を設計す る も の で， 栄養要求性が明 ら か に な っ て

こ そ 活用 で き る 方法であ る 。 こ の 方法の導入 に よ っ て ク

サ カ ゲ ロ ウ の安価な人工飼料の 開発 も 近い将来実現す る

であ ろ う 。

W 我が固 での大量飼育の可能性 と 問題点

欧米で は ク サ カ ゲ ロ ウ を含 む捕食性天敵の企業 レベル

での大量増殖が行わ れて い る が， 現在の と こ ろ 我が国で

は企業 レベルで行わ れて い る と こ ろ は な い よ う であ る 。

天敵類 に 限 ら ず我が国 の昆虫類の人工飼料の研究や飼育

技術 は カ イ コ や ミ パエ な ど か な り 進んでお り ， 欧米 に比

蛋 |士l
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図-2 数種昆虫の凍結乾燥粉末の主要成分 (%) の比較
(破線は雄蜂児の値 を示す)
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べ決 し て 劣 っ て い る と は思わ れ な い。 ミ ツ バチ雄蜂児粉

末の よ う に か な り 広い種 を カ バー す る 飼料 も 見 い だ さ れ

て お り ， こ の よ う な素材で， し か も 食品加工技術 を応用

し て人工被膜の “人工卵" を つ く り ， 個体飼育式の増殖

シ ス テ ム を設計すれば ク サ カ ゲ ロ ウ の大量増殖は十分可

能 と 考 え ら れ る 。 も ち ろ ん大量増殖の シ ス テ ム 化 に お い

て は飼料の ほ か に 解決すべ き 点 は多々 あ る であ ろ う が，

現在の昆虫学の知識 を も っ て 当 た れ ば そ れぞれの場面で

解決法が見い だ さ れ る に違い な い。 ビニ ー ルハ ウ ス を含

む我が国の施設栽培面積か ら 考 え て ， 必要 な生産規模 は

か な り の も の であ り ， 企業的 に も 十分成立す る は ずであ

る 。

そ れ で は な ぜ我が国で， 大量増殖 シ ス テ ム が進 ま な い

のであ ろ う か。 最 も 問題 と な る の は生産が可能に な っ た

場合， 本当 に 農家が使 う か， あ る い は使い こ な す か と い

う こ と であ る と 私は考 え る 。 第ー に は天敵利用 の必要性

を農家が どれ く ら い感 じ て い る かであ る 。 こ れ は消費者

の意識 に も つ な が る 。 第二 に 天敵 に 対す る 不安感 で あ

る 。 本当 に天敵が効果 を上げて く れ る だ ろ う か ? 農薬

と 異 な り ， 生 き 物であ る か ら そ の扱い を 間違 え る と 本来

の効果がでない危険性があ る 。 こ れ ら を解決す る た め に

は多 く の実用試験 と ， そ れ に基づ く 十分な指導， マ ニ ュ

ア ルが必要 と な っ て く る 。

最後 に天敵生産者側 と し て は天敵類の需要が季節的あ

る い は 年次 的 に 変動が あ る と い う こ と で あ ろ う 。 し た

がっ て需要に合っ た 生産体制が必要 に な っ て く る であ ろ

う 。 不必要 な と き に は休眠な ど を利用 し て ス ト ッ ク す る

こ と に よ り ， むだな生産， 労力 を避 け る こ と も 重要であ

る 。 ま た ， 複数の天敵 を 扱 う こ と に よ り ， 年聞 を通 じ て

継続的な製品の生産 を 計 り ， 労力 の配分 も 考 え る 必要が

あ ろ う 。

お わ り に

天敵の人工飼料 を研究 し て い る 我が研究室では こ こ 数
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年飼料 を 分 り て ほ し い， あ る い は天敵 を 実際に使い た い

の だが ど こ で手 に入 る だ ろ う か ? と い う 問い合わ せ を

し ば し ば受 け る 。 こ れ は 天敵の必要性 を感 じ な が ら も 実

際 に 実施で き な い で い る 農家 も 多 い こ と を示 し て い る 。

特に花粉媒介昆虫であ る ミ ツ パチ の導入や マ ルハ ナパチ

が最近輸入 さ れ る よ う に な り ， そ の必要性が高 ま っ て い

る 。 農作業の省力化 は進む一方であ る か ら ， こ れ ら 花粉

媒介昆虫 の導入 は ど ん ど ん広が る であ ろ う し ， ま た ハ ウ

ス の よ う な 閉 鎖 系 で の 危 険 を 伴 う 農薬散布 か ら 考 え れ

ば， 天敵放飼 は楽な作業であ り ， ま た う ま く 使 え ば長期

間の効力 も 期待で き る 。 も ち ろ ん マ ルハ ナ パ チ の よ う に

天敵を輸入す る こ と も 可能で は あ る が， 生 き 物の運搬の

難 し さ と 今後の需要の伸 び を 考 え れ ば， 我が国で我が固

に合っ た 天敵 を増産す る こ と を希望 し た い 。
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