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ウン カ の研究 40 年の 回顧 と 今後の動向 ( 1 ) 
きし

前 三重大学生物資源学部昆虫学研究分野 岸 本
い ち

良

は じ め に

1 1950 年代の ウ ン カ 類の研究

わ た し が ウ ン カ の研究 を始め た の は 1952 年で， 卒論実
験で飼 っ て い た ア ズ キ ゾ ウ ム シ が あ ま り に も 実験用昆虫
化 さ れて い た の に 嫌気 が さ し て い た の で， 歴史的に も 大
害虫で あ る ウ ン カ に 変 え ， 餌植物 を作 っ た り ， 野外 に 出
て 実態 を調査す る こ と がで き る と 思 っ て 心が勇 ん だ。 7
月 の は じ め に 大阪府農業試験場 に お ら れた桑原正芳氏が
セ ジ ロ ウ ン カ を数匹持 っ て き て く だ さ っ た 。 姿が実 に い
い。 一 目 です っ か り 気 に 入 っ た 。 桑原氏 は い わ ば中距離
移動論者で， 氏 の な じ み で あ る 大阪の南， 多奈川村 ( 当
時) の小高 い水団地帯で， 試験管で ウ ン カ を 取 る 方法や
セ ジ ロ ， ト ビ イ ロ の初期 出現時の気象条件な ど を 話 し て
く れた 大阪弁が大変懐か し い。 あ れか ら ， は や 41 年， ウ
ン カ を 扱わ な か っ た 年 は 一年 も な い 。 日 本産 の ウ ン カ
100 種前後の う ち イ ネ を 害す る の は わ ずか に 3 種， ウ ン
カ 全体か ら 見ればかな り かた よ っ て い る が， こ れが永 い
年月 ， 時 に は賑やか に ， ま た 時 に は火が消 え た よ う な年
も あ っ た が， と か く 話題 と な っ た 。 越冬説 と 飛来説， 長
麹型 と 短麹型， さ ら に は ウ イ ル ス 病の流行が問題 に な っ
た 。 こ の 40 年あ ま り の 間， 研究 は 随分進んだが， そ の 間
の研究動向や 問題点、 に つ い て 回顧 し ， 意見 を述べ る 機会
を与 え ら れた の で， 筆者の周 辺で起 こ っ た こ と を 中心に
取 り 上 げて み た い。 小著 「 ウ ン カ 海 を渡 る 」 に か な り 述
べ た が， 述べ足 り な か っ た こ と や， そ の後の発展 に 関係
の深い部分 に つ い て も 触れ て み た い。

1950�55 年 こ ろ の 日 本 は政治， 経済 と も に非常 に 不安
定で世の 中 は騒然 と し て い た 。 な に し ろ 食べ物 に 事欠 く
あ り さ ま で， 大学 内 で も 左翼の 台頭， 旧制度 に た い す る
批判 の嵐が吹 い た が， こ れが一種の活力 の源で も あ っ た
よ う だ。 学会の ほ う は 日 本応用昆虫， 応用動物両学会併
立の状態で規模 も 手 ご ろ で あ り ， 毎年 1 会場で 120�130
題程度 の講演発表があ り ， 活気 に 満 ち て い た 。 いわ ゆ る
個体群生態学や線虫学， 農薬利用 に よ る 農業生産の増大
を ね ら う 試験研究の興隆期で， 話題 も 賑やかであ っ た 。
52 年の学会大会 の プ ロ グ ラ ム に は既 に ホ リ ド ー ル (パ ラ
チ オ ン ) の宣伝が BHC や DDT と 並 ん で載 っ て お り ， 学
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会発表報 告 の 半数近 く が殺虫 剤 な い し 防 除 試験結果 で
あ っ た 。 ウ ン カ 関連で は よ う や く “学問的" な 形 を 取 り
始め た と こ ろ で あ っ た 。

話 を進め る 都合上， わ た し の経歴 に つ い て 簡単 に 述べ
さ せ て い た だ き た い。 1952�59 年の間助手 (京都大) を
し な が ら ウ ン カ 類の長麹型， 短麹型 の 出 現機構や休眠要
因 に つ い て の室 内研究が主で あ っ た 。 1959�66 年 は 農林
省四国農業試験場 (善通寺) へ移 っ て ト ビ イ ロ ウ ン カ の
個体群増殖過程 の解析 と イ ネ 縞葉枯病の流行機構の 解析
を始 め た 。 こ の 間 1960�61 年の 1 年間科学技術庁 の在外
研究員 と し て 英国 ロ ー ザム ス テ ッ ド 試験場植物病理部で
European wheat striate mosaic virus と そ の媒介虫で
あ る Javesella 戸llucida ( キ タ ウ ン カ ) に つ い て研究す る
機会 を 与 え ら れ た 。 1966�72 年 は 九州 農業試験場 (筑
後) へ移 り ， ウ ン カ 類の長距離移動 と イ ネ 縞葉枯病の 流
行の解析 を し た 。 1972�80 年 は 農林水産省農事試験場
(鴻巣) へ移 り イ ネ 縞葉枯病の流行の解析 に 力 を入れた。
1980 年以降， 三重大学へ移 っ て か ら は研究対象の ウ ン カ
の種 を で き る だ け広 げ， ウ ン カ 類全体の生活史 を ま と め
た い と 考 え た 。 こ の よ う に 数年お き に 各地 を転勤 し た が
幸運 に も ウ ン カ 類の主要問題 に つ い て 現場で研究 に 従事
す る こ と が で き ， わ た し 自 身 に と っ て は 大変有意義 で
あ っ た と 思 っ て い る 。

I ウ ン カ 類の生活史

1 長麹型 と 短麹型

ウ ン カ 類 (Delphacidae) の 多 く の種の成虫 に は正常 な
機能 を 持 っ た 長麹型 と 麹 の 発達が悪 く 飛 し ょ う 機能 を
失 っ た 短麹型が あ り ， 同一種の 中 で も ， 生育条件 に よ っ
て そ の 出現頗度が変わ る と い う ， 頚吻群 (Auchenorrhyncha
: ヨ コ ノ T イ ， セ ミ ， ア ワ フ キ ， ハ ゴ ロ モ ， ツ ノ ゼ ミ ， コ

ガ シ ラ ウ ン カ ， ハ ネ ナ ガ ウ ン カ な ど を 含 む 同 麹 亜 日

Homoptera の 中 の 1 群) の 中 で も 一際 目 立 つ た 興味深
い性質が あ る 。 わ た し は一番初 め こ の長麹型一短麹型関
係 に興味 を 持 っ た 。 そ の 前年三宅利雄氏 ほ か に よ る ト ビ
イ ロ ウ ン カ の麹型が幼虫期間の飼育密度 に よ っ て 決 ま る
と い う 報告があ っ た 。 わ た し も ま ずセ ジ ロ ウ ン カ の ふ化
1 日 以 内の幼虫 を 試験管 当 た り の 数 を 変 え て 飼育 し た 。

確か に l 個体飼 育 す る と 雌 で は 大部分 が短麹型 に な り
10 匹 以 上 の 密 度 に な る と ほ と ん ど 長 麹 型 に な っ た
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が， 雄では短麹型 は全 く 現れなか っ た 。 し か し， ヒ メ ト
ビ ウ ン カ では短 日 条件下で幼虫休眠 を誘起 し て か ら 覚醒
さ せ る と 雄 に も 雌 に 劣 ら ぬ高率 で短麹型が現れ， さ ら に
ト ビ イ ロ ウ ン カ で は オ ス の短麹型 出 現 に は 密度 5�10 あ

た り に 最適密度があ る こ と がわ か っ た 。 雌では いずれの
種 も 個体飼育で短麹型率が最 も 高 く ， 密度 を 高 く す る と
長麹型率が増加 し た 。 当 時 は こ の麹の多型が応用 的意義
があ る か ど う か大分気 に な っ た が， 後 に 聞場 に お け る 個
体群増殖， つ ま り ， 坪枯れ形成 に雌の短麹型が重要な役
割 を 持 っ て い る こ と がわ か っ た 。

そ の こ ろ 京大昆虫学研究室で は 昆虫個体群増殖に み ら
れ る S 字状曲線を説明す る の に ， そ の無限の増加 を 制御
す る 要因 と し て ， 密度効果 に 大 い に 期待 し て い た 。 密度
が高 く な る と ， 出生率が低下す る と か， 死亡率が増加す
る と か と い う 量的効果の ほ か に ， 質的 に も ， 例 え ば休眠
に入 る 個体の率が増加す る と か， 長麹型や有麹型が増加
し て 移動一移出 し ， 高密度 に よ る 悪影響 を 回避 し よ う と
す る 反応が現れ る に 違 い な い と い う よ う な も の であ る 。
既 に B. P. UVAROV の バ ッ タ に お け る 相 説 (phase
theory) は 広 く 受 け 入れ ら れ て い た し， イ ギ リ ス や フ ラ
ン ス で も ア ブ ラ ム シ ， チ ャ タ テ ム シ な ど でイ以た よ う な現
象がい ろ い ろ 報告 さ れ， 研究室 で も こ れ に 追随す る よ う
に ヨ ト ウ ム シ や イ ネ ア オ ム シ あ る い は ア ズ キ ゾ ウ ム シ を
使 っ た 実験結果が出 て き た 。 し か し ， わ た し は ウ ン カ 類
の麹型が無批判 に こ れ ら 一連の報告 と 同 じ取 り 扱 い を 受
け る こ と を 非常 に 危慎 し た 。 最大の理 由 は， こ れ ら の 昆
虫 は そ れぞれ特有の生活様式 を 持 っ て お り ， そ の一つ が
麹型多型で あ り ， こ の 生活様式 を十分調べ る 以前 に 実験
条件下で飼育密度 を ど ん ど ん高 く し て い く と 体色が黒 く
な る と か， 麹 と そ の他の体部 の 大 き さ の比 に バ ッ タ に似
た よ う な 関係が得 ら れ る と い う よ う な こ と か ら ， 相変異
を拡大解釈す る の は窓意的過 ぎ る と 思 っ た か ら あ る 。 実
際い ま で も ア ワ ヨ ト ウ や そ の他の蛾類 な ど で， バ ッ タ で
認め ら れて い る よ う な相変異が重要な役割 を持 っ て い る
か ど う かわ た し は疑わ し い と 思 っ て い る 。 飼育密度 を異
常 に 高 く す る と ， 黒色化 し た 幼虫や成虫が現れ る 例 は い
く ら も あ る 。

そ の後， 餌 に す る イ ネ の条件 を 変 え て ， 登熟期 の イ ネ
や し おれた も の を与 え た り ， 各種の塩類 を イ ネ の葉の切
り 口 か ら 吸わ せ る と 密度が低 く て も 容易 に長麹型が出現
す る こ と がわ か つ て ， 長麹型 の 出 現 に は 密度 の増加 と そ
の付随的効果 と は切 り 離 し がた く 起 こ っ て い る こ と がわ
か っ た 。 そ れ に比べて ト ビ イ ロ ウ ン カ の雄の短麹型出現
率は餌の交換回数 を増や し ， 密度 に よ る 悪影響 を減 ら し
て や る と か え っ て 増加す る こ と がわ か っ た 。 こ れ こ そ 密

度 む し ろ crowding の効果 で あ る と 考 え た 。 わ た し は こ
の ト ビ イ ロ ウ ン カ の麹型問題が国際的 に 広 く 認知 さ れ る
こ と を願 っ て ， 思い切 っ て Nature 誌の Letters t o  Ed
itors に投稿 し た (KJSJMOTO， Nature ， 1956) 。 こ の報告 は
か な り 反響 も あ り ， そ れ ま で ヨ コ バ イ と ひ っ く る め て
Leafhopper と さ れ て き た ウ ン カ を 区 別 し て Plant
hopper と さ れ る よ う に な っ た し ， ま た 海外研究者 と の交
流 に お い て名刺がわ り と し て も 大変役だ っ た 。

そ の後， こ の 密度 短麹型率曲 線 は ト ビ イ ロ ウ ン カ の
麹型率の地理的変異や遺伝性 を 調 べ る と き に も 基本型で
あ る こ と がわ か っ た 。 そ の こ ろ わ た し が用 い た 系統 で は
麹型の 出現率 は お よ そ 同 じ傾向であ っ た 。 室 内 で長年継
続飼育 し た 系統で短趨型率が非常 に 高 い も の を 得た の は
持田氏が初め て で あ ろ う (MOCHIDA， 1975) 。 短麹型 は長
麹型 に比べて産卵前期聞が短 い の で， 世代 を を繰 り 返す
中 に 無意識 に短麹型 を 選抜 し た こ と に な っ た と 考 え ら れ
る 。 氏 の報告の 中 で も 雄の短趨型 出 現 に は 5 あ た り に 最
適密度 があ る こ と を 明確 に 示 し て お り ， 雄短麹型率 は 40
�60 % に達 し て い る 。

わ た し が 1971�72 年の冬， 台湾， 香港， フ ィ リ ピ ン各
地での ウ ン カ 類の発生分布 を み て 回 っ た と き ， マ ニ ラ の
南 ラ グ ナ州 ロ ス パニ ョ ス に あ る 国 際稲研究所で採集 し輸
入 し た ト ビ イ ロ ウ ン カ 系統 は ， 体がやや小 さ く 雄雌共 に
短麹型率が き わ め て 高 い こ と がわ か っ た 。 そ こ で 1972 年
農事試へ移 っ た 年， 日 本産 の も の か ら 短麹型系統の選抜
を 始 め た 。 13 代 目 の 個体群 で は 非選抜系 統 と 比較 し て
は っ き り と 短麹型率が増加 し た (KJSJMOTO， 1981 ) 0 2 系統
聞 の F， は 両者の 中 間 の 値 を 示 し ， 麹型分化が遺伝性 を
持 っ て い る こ と を示 し た 。

そ の後， 麹型率の地理的変異の デー タ が次々 と 提出 さ
れ， NAGATA and MASU日A ( 1980) は台湾， フ ィ リ ピ ン ， タ
イ 系 統 に つ い て ， 岩永， 藤{傑 ， 永 田 (1984) ， IWANAGA ， 
NAKASUJI and TOJO ( 1987) で は 日 本各地及 び中 国大陸， 台
湾， フ ィ リ ピ ン， イ ン ド ネ シ ア ， タ イ 各地産の 系統 に つ
い て い く つ か の型 に 分 け ら れ る と し た 。 わ た し も 機会 あ
る ご と に ア ジ ア 各地 の 系統 を 輸入 し て 1956 年以来 の 一
定の方法で検定 し て き た 。 わ た し は一番低 い 密度 と し て
は必ず 1 個体飼育す る こ と に し て い る が， そ の結果 は 図
1 に 示 し た と お り ， 短麹型 率 の 非常 に 高 い フ ィ リ ピ ン

( ラ グ ナ ) や ベ ト ナ ム 系統か ら 低 い 日 本各地系統 ま で連続
し て い る こ と ， ま た フ ィ リ ピ ン ( ラ グ ナ ) ， ベ ト ナ ム 系統
で も 雄 の 短麹型 出 現 に は 最適密度が存在す る こ と が わ
か っ た 。 こ の 図 に は あ る 密度 に お け る 雄 と 雌の短麹型率
の組み合わ せ を 示 し で あ る 。 密度 1 で は長麹型雄 と 短麹
型雌の組み合わせが優位 と な り ， 密度が 5�10 へ増加す
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雌 短 麹 型 率 (% )

図 ー 1 日 本， 南方各地産 ト ビ イ ロ ウ ン カ に つ い て 飼育密度 を 高 く し
た 場合の 雌 雄短惣型率組み合わ せ 値 の 変化 (岸本 ほ か，
1993) 
イ ン ド ネ シ ア : ID， 日 本 : J， マ レ ー シ ア : MA， フ ィ リ ピ
ン : P， タ イ : TA， ベ ト ナ ム : V

る と 雌では長麹型率が増加す る が， 雄では短麹型率が増
加す る の で組み合わ せ値は左上へ移動す る 。 さ ら に 密度
を 高 く す る と 雄， 雌両方の長麹型率が増加す る の で， 組
み合わせ値 は左下へ移動 し， 中高 の 曲線 と な る 。 こ の高
さ に 系統の特徴が現れ る が， そ の傾向 は連続 し て い る 。
も っ と も ， フ ィ リ ピ ン ( ラ グ ナ ) 系統で も さ ら に室内 で
短麹型選抜 を続 け る と ， 雄雌共 に 飼育密度， イ ネ 品種の
ト ビ イ ロ ウ ン カ 抵抗性の型や程度 に かかわ ら ず ほ と ん ど

短麹型の み を生ず る 群 に 変わ っ た 。 し か し こ の よ う な 系
統 は一年生植物で あ る イ ネ の上で は 自 然状態で は生 き 残
れ な い であ ろ う 。

こ の よ う な麹型の地理的変異が ど の よ う な機構で， い
つ ご ろ 起 こ っ た かが大変興味 あ る と こ ろ であ る が， わ た
し が 1972 年 ラ グ ナ か ら 輸入 し た 以前 に は 熱帯での研究
は な い ら し い の で， い ま で は い か ん と も し が た い が，
1960 年代後半以降熱帯 ア ジ ア に お い て大規模 に 起 こ っ
た イ ネ の栽培様式の変化， 例 え ば， 高収性品種の連続栽
培 に よ っ て 室 内実験 と 同 じ よ う な選抜が起 こ っ た の で は
な い か と 考 え て い る 。 周年発生可能で現在中間程度 の短
麹型率 を 示す地帯の 系統 を 年 を 追 っ て調査すれ ば， 少 し
は進む の で は な か ろ う か。

近縁種の ト ビ イ ロ ウ ン カ モ ド キ や ニ セ ト ビ イ ロ ウ ン カ
は， 多 年生の ア シ カ キ や タ イ ワ ン ア シ カ キ の上で短麹型
を 主 と す る 個体群 を 維持 し， 7 � 8 月 こ ろ に は長麹型が
出 現 し ， ま た 時 に は大発生状態 に な る が， ト ビ イ ロ ウ ン
カ も も と は 多 年 生 の 0η'za 属植物 を 寄主 と し て 短麹型

が主 で あ っ た の で は な い か と 思 っ て い る 。 そ れ に し て
も ， 極端 に 短麹型 率 の 高 い 系 統 が 広 島 (1978) ， 上越
(1983) に 現れた の は驚 き で あ っ た 。 自 分で採集飼育で き
る ま で は， に わ か に は信 じ難い 気持 ち で あ る 。

麹型決定の 内分泌機構 に つ い て は， 幼若 ホ ル モ ン の効
果が示 さ れて お り (IWANAGA and TOJo， 1986) ， 麹型決定の
遺伝性 に つ い て は ， ト ビ イ ロ ウ ン カ に つ い て諸問 直氏，
セ ジ ロ ウ ン カ に つ い て松村正哉氏 ら に よ っ て 次々 と 詳 し
く 解析 さ れつ つ あ る が， 応用面か ら は遠 く な っ た よ う で
あ る 。

概 し て 北 ヨ ー ロ ツ パ産の ウ ン カ 類 に は 高率 に 短麹型 を
生ず、 る 種が多 い。 い ま ま でわ た し が調べた 日 本産 の 40�
50 種の も の で は ， 短麹型 を 出 さ な い種 も あ る が， 多 く の
種で は季節や生息条件 に よ っ て麹型率が大 き く 変動 し，
長 日 下で長麹型が， 短 目 下で短麹型が直接 ま た は幼虫休
眠 を 経過す る こ と に よ っ て増加す る 。 つ ま り ， 温帯産の
ウ ン カ で は麹型多型 は季節の変化 に 適応 し ， 長麹型 は 夏
の増殖期 に ， 短麹型 は秋季越冬 に 入 る 前段 と し て 出現す
る 例が多 い 。 そ の と き に 個体群密度や餌植物の 質 も あ る
程度影響す る 。

2 セ ジ ロ ウ ン カ ， ト ビ イ ロ ウ ン カ の周 年発生経過，

越冬説 と 飛来説

セ ジ ロ ウ ン カ ， ト ビ イ ロ ウ ン カ の 周 年発生経過 は永年
の懸案問題で， 1951 年以降農林省の発生予察事業の最重
点解決事 と し て ， さ ら に 1954 年以降 は 特殊調査費 を 計上
し て ， 大 が か り な研究態勢が組 ま れ た 。 学 会 で も 1955
年 に は大会最終 日 に シ ン ポ ジ ウ ム が聞かれて， 末永， 三
宅， 仲野， 立石， 糸賀 ( い ずれ も 農林省及び各県) の諸
氏が発表 し ， 質疑討論 さ れた (新昆虫， 8 巻， 1955) 。 こ
れ ら は い ずれ も 日 本内地への外か ら の飛来の可能性 を 無
視 ま た は否定 し ， 日 本内地越冬 を 示唆 も し く は確信す る
も の であ っ て ， こ の考 え は そ の後 1960 年代後半以降， 長
距離移動の実態が解明 さ れ る ま で続 い た 。 こ れ ら 諸氏が
み な 本 当 に 内地越冬， 特 に 卵か幼虫 の休眠 を信 じ て い た
か ど う か疑わ し く ， 後 に 長距離飛来説が盛 ん に な っ た と
き ， ま と も に 反撃す る 人 は ほ と ん ど現 れ な か っ た 。 趨勢
と は恐 ろ し い も の で， 大 き な転機が訪れ る ま でな か な か
止 ま ら な い も の ら し い。 研究 グ ル ー プ を つ く る と き に は
注意す る こ と が大切だ と 思 う 。

わ た し に と っ て 興味深 い の は三宅利雄氏 の研究経過で
あ る 。 三宅氏 は 既 に 「見虫の休眠 に 関す る 研究J (昆虫，
第 6 巻， 1932) や 「浮塵子移動説 を 中心 と し て J (広島農
業特別報告， 2， 1949) の 中 で は移動説 に 賛意 を表 し て い
た の に ， そ の後越冬説へ傾斜 し ， 1960 年 に は セ ジ ロ ウ ン
カ ， 1961 年 に は ト ピ イ ロ ウ ン カ が短 日 下で寄主転換 し ，
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休眠卵 を産み， 越冬す る と 公表 し た 。 こ の考 え は そ の後
何人 も の研究者 に 受 け継がれ， い く つ か の学会誌掲載論
文 と な り ， ま た 引 用 も さ れて い る 。 わ た し は何度 と な く
「休眠卵 と は ど ん な卵かj， r あ ま り に も 高 い供試卵の死亡
率 を ど う 解釈す る かj， r内地で越冬す る な ら ば 6�7 月 に
そ の年最初の成虫が水 田 に 出現す る 前 ど こ を探せ ば幼虫
が発見で き る かj と い う 単純 な質 問 を 繰 り 返 し た が， 結局
は っ き り し た 答 え は得 ら れな か っ た 。 後 に ， 同氏著 「 自
然 は 教 え て く れ る j (92 p， 1979 年 3 月 ， 非売品) を贈 っ
て い た だ い た が， そ の徹底 し た 反長距離飛来説ぶ り が健
在で あ る こ と を 知 っ た 。 「 ウ ン カ 海 を 渡 る 」 を 贈 っ た が
氏 の 同意 を 得 る に は至 ら な か っ た ら し い。 何が氏 を か く
も 頑強 に 休眠越冬説 を 持続 さ せ た の だ ろ う か， い ま で は
も う 氏 と 直接議論す る 手立 て は な い。

3 ウ ン カ 類の休眠

温帯産 ウ ン カ 類の休眠越冬 に は ， 成虫 ( セ ス ジ ナ ガ ウ
ン カ 類) ， 幼虫 ( ヒ メ ト ビ ウ ン カ ， セ ス ジ ウ ン カ ， ニ ホ ン
ウ ン カ ， チ ク ゼ ン ウ ン カ ， ク ロ ウ ン カ な ど) ， �ß ( ホ ソ ミ
ド リ ウ ン カ 、 ト ビ イ ロ ウ ン カ モ ド キ ， ニ セ ト ビ イ ロ ウ ン
カ ， シ ロ カ タ ウ ン カ な ど， い ずれ も 水田周辺で よ く み か
げ る も の ) の各態があ り ， い ずれ も 秋季の短 目 に誘起 さ
れ る 。 こ れ ら に比べ る と ト ビ イ ロ ウ ン カ ， セ ジ ロ ウ ン カ
や そ の 同属の ヒ エ ウ ン カ (Sogatella vibix) ， セ ジ ロ ウ ン
カ モ ド キ (5. koloPhon) の 非休眠性 は歴然 と し て お り ，
そ の主 た る 寄主植物か ら 考 え て も 日 本本土中北部での越
冬 は難 し い こ と は容易 に 想像で き る 。 ウ ン カ 類の幼虫や
卵休眠 は ほ か の 目 に み ら れ る 休眠 と 比べ て 覚 め や す い こ
と は確かであ る 。 ま だ越冬態が は っ き り し な い種 も い く
つ か あ る が， あ れだ け調査 し た セ ジ ロ ， ト ピ イ ロ での休
眠 は ま ず見込み は な い で あ ろ う 。

ヒ メ ト ビ ウ ン カ の幼虫休眠 は三宅氏 も 古 く か ら 発表 し
て い る が， わ た し も ヒ メ ト ピ ウ ン カ が東 シ ナ 海でセ ジ ロ
や ト ビ イ ロ と と も に か な り の 数採集 さ れ る こ と がわ か つ
て ， そ の飛来源 を 知 る 一 つ の 方法 と し て ， 休眠性 を調べ
よ う と 考 え た 。 1971 年以降数回 に わ た っ て 東 シ ナ海での
採集虫 を特別輸入許可 を 得 て ， 比較 し た 。 陸上系統 と し
て北 は北海道， 南 は奄美， 種子島， そ の他各地の も の を
集 め た 。 1972 年南方 を 調査 し た と き 台湾， 香港 は も ち ろ
ん フ ィ リ ピ ン で も ヒ メ ト ビ ウ ン カ を採集 す る こ と がで き
た。 ロ ン ド ン の Commonwealth Institute of Entomo
logy か ら 出 て い る Distribution Map of Pests の ヒ メ ト
ビ ウ ン カ の 分布 図 の 中 に ， ダノ T オ の 周 辺 が入 っ て い た

も や や高い涼 し い地帯で あ る 。 イ ン ド ネ シ ア に も 分布 し
て い る よ う だ し ， ア ジ ア 各地 に 分布 し て い る 可能性が高
い。 も ち ろ ん重要害虫 で は な い で あ ろ う が。

種子島， 奄美か ら 南の各地の 系統の休眠 は い ずれ も 10
� 8 時間明条件でや っ と 発育 に 延長 がみ ら れ る と い う 不
完全な も の だ っ た が， 全 く 反応 を し な い わ け で は な い こ
と がわ か っ た 。 九州本土以北の も の は 明 ら か な 4 齢幼虫
休眠 を 示 し ， そ の臨界 日 長 に 地理的変異がみ ら れた 。 東
シ ナ 海 の も の は 南 方 系 で あ る こ と が わ か っ た ( 図 一2)
が， 飛来源 を 特定 す る こ と は無理であ っ た 。 ま た 数世代
選抜 し て も 北方系 か ら は南方系 の よ う な浅 い休眠性系統
を作 る こ と は で き ず， ま た ， 南方系 か ら 深 い 休眠性系統
を作 り 出 す こ と も で き な か っ た 。

ヒ メ ト ピ ウ ン カ の 休 眠 の 遺伝性 を 調 べ た と き ， 種子
島， 奄美系統 と 北海道系統 を 交配す る と 北海道系統が雄
の場合 に は Fl が正常 に 現れ る が， 種子島， 奄美が雄の場
合 に は受精嚢 に 精子 は 入 っ て い る が， 正常 な産卵 は ほ と
ん ど み ら れ な か っ た 。 不 思議 に 思 っ て ， ボ コ ド や ダパ
オ ， 東 シ ナ海 も 含 め て 交配実験 を や っ て み る と ， 筑後か
ら南の も の の 間 で は 交配 は正常で あ っ た 。 い ず れ そ の う
ち に も っ と 詳 し く 調べ よ う と 思 っ て い た が， 後 に 野田博
明氏 に よ っ て ， 南 (西) 方系 と 北 (東) 方系 と の 聞の細胞質
不和合性が明 ら か に さ れた (NODA. 1984 ; 野田， 1987) 。
両者 の境は神奈川 県 あ た り に あ る ら し い 。

つ い でな が ら ， ダノ T オ ， ボ コ ド ， 台湾， 香港産の ヒ メ
ト ビ ウ ン カ か ら も 短 日 下で雄雌 と も に 短麹型が現れた 。
ま た い ずれ も イ ネ 縞葉枯病， 北地モ ザイ ク 病媒介能力 を
持 っ て い る こ と がわ か っ た 。 こ れ ら 2 ウ イ ル ス 病 は フ ィ
リ ピ ン で は発見 さ れて い な い し ， 台湾では北地モ ザ イ ク
病は発生 し て い な し ミ。 イ ネ を 寄主植物 と す る こ れ ら ウ ン

(MUIR. 1917) が， 実際 に 採集 で き た と き に は そ の報告の 日 長 時 間
信用性 に い さ さ か う ら や ま し さ を感 じ た 。 ル ソ ン 島 中部 図ー 2 日 本， 南方及 び東 シ ナ 海 (ECS) 産 ヒ メ 卜 ビ ウ ン カ の 日 長
パギ オ の北東 40 km の ボ コ ド で も 発見 で き た が， いずれ 休眠率反応曲線
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カ 3 種がか く も 広 い地域 に わ た っ て 分布 し ， そ の特性 を
保持 し て い る こ と は非常 に 印象的であ っ た 。

セ ジ ロ ウ ン カ ， ト ビ イ ロ ウ ン カ の周年発生経過の解明
に つ い て い ろ い ろ な混乱が起 こ っ た こ と は既に “ ウ ン カ
海 を渡 る " の 中 でかな り 詳 し く 述べ た 。 そ の 原因の一つ
は， 目 的 と す る 種以外の種 に つ い て あ ま り 研究 し な か っ
た こ と も 大 き か っ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 小型で
世代 の短い昆虫な ど で は 単一種で は な く ， 相補 っ た り 競
争 し た り し な が ら 種群 と し て あ る 一定の生活圏 を 占 め て
い る よ う に 恩わ れ る 。 理論的 と 称 し て ， 研究対象種 に つ
い て の初歩的な室 内実験 に基づい て 結論 を 急 ぐ こ と は戒
め ら れな け ればな ら な い で あ ろ う 。 実験的越冬解析な ど
も こ の例で は な か ろ う か。

(31 ペー ジ よ り 続 く )
[派遣職員]
小金津碩城氏 (熱研セ ン タ ー研究第一部付) は国際農林

水産業研究セ ン タ 一生産利用部付
( 9 月 16 日 付)
野田博明氏 (蚕見研生体情報部共生機構研室長) は農林

水産技術会議事務局 ・ 併任 に
(10 月 25 日 付)
関 口 洋一氏 (種苗管理セ ン タ 一所長) は大臣官房審議官

兼農蚕園芸局 に
木田滋樹氏 (大臣官房審議官兼農蚕園芸局) は種苗管理

セ ン タ 一所長 に
(1 1 月 1 日 付)
宮下清貴氏 (技会事務局研究調査官 〔環境担当) ) は技会

事務局研究開発課課長補佐 ( 開発第 2 班担当 ) に
中野正明氏 (向上 〔 目 標担当 〕 は 同 ( (評価担当) ) に
西尾 隆氏 (北陸農試水田利用部土壌管理主研研) は 同

上 ( (環境担当) ) に

三共株式会社 は. 9 月 16 日 付で， 同社農薬研究所 を農業
科学研究所 と 名称変更 し た 。 電話 と FAX 番号 は従来
ど お り 。

住友化学工業 と 保土谷化学工業 は 8 月 31 日 . 12 月 を 目
途 に 農薬の製造 ・ 販売 を行 う 折半出資の合弁会社 「保
土谷 ア グ ロ ス (仮称) J を 設立す る と 発表 し た 。 当面
は， 保土谷化学の農薬事業の大半 を 引 き 継 ぐ 形 と な る
が， 両社 は今後， こ の合弁会社 と 住友化学 の農薬子会
社ア グ ロ ス と の 合弁 を検討 し て い る 。

ト モ ノ 農薬株式会社 は ， 創業 80 年 を 迎 え る の を 機 に ，
CI 導入 を 図 り . 10 月 1 日 か ら ， 社名 を 「株式会社 ト モ
ノ ア グ リ カ j と 変更， ロ ゴ マ ー ク も 一新 し た 。 ト モ ノ
ア グ リ カ は， ト モ ノ 農薬 と ア グ リ カ ル チ ャ ー か ら 誕生
し た社名 であ る 。

北海三共株式会社 は ， か ね て よ り 建設 中 で あ っ た 新本
社， 研究棟， 新工場棟 (散剤工場) が下記 に 完成 し た
の で. 10 月 1 日 に 移転. 10 月 4 日 よ り 業務 を 開始 し
た 。
干 061- 1 1 北海道札幌郡広島町字北の里 27-4
電話 011-370-2100 (代表) 電話 ・ フ ァ ク ス は ダイ ヤ
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E ト ビ イ ロ ウ ン カ ， セ ジ ロ ウ ン カ の水 聞 に

おける個体群増殖

わ た し が四 国農試 (善通寺) へ移 っ た と き ， 西 日 本で
は イ ネ 縞葉枯病の 流行 (後出) や ニ カ メ イ チ ュ ウ に 対す
る パ ラ チ オ ン剤の効力低下な ど焦眉 の 問題が起 こ っ て い
た 。 し か し ， 高木室長 は わ た し に 全面的 に研究題 目 の選
択の 自 由 を与 え て く れた 。 わ た し は 迷 う こ と な く ト ビ イ
ロ ウ ン カ ， セ ジ ロ ウ ン カ の 水 田 に お け る 個体群増殖過
程， つ ま り 坪枯 れ が で き る 過程 を 調 査 す る こ と を 選 ん
だ。 京都で は 果た せ な か っ た 夢で あ っ た 。 そ の こ ろ は ま
だ， 水田 に 発生 し た ウ ン カ を 定期的 に 直接数 え る な ど と
い う こ と は 向 こ う 見ずの類であ っ た ら し い ( つ づ く ) 。

ル イ ン 方式。 詳細 は 要問合せ
な お ， 営業部 は従前 ど お り

株式会社丸山製作所で は ， 新分野の 営業部門 と し て ， 営
業本部 の 内 に ， グ リ ー ン事業部 を発足 さ せ た 。 業務開
始 日 : 平成 5 年 9 月 16 日 ， 電話 043-251- 1 1 75 (代
表) 住所 は， 丸山製作所稲毛工場内

デ ュ ポ ン ジ ャ パ ン リ ミ テ ッ ド は， こ れ ま で米国法人 と し
て 日 本で事業 を 展開 し て き た が. 10 月 21 日 よ り ， 日 本
法人 「 デ ュ ポ ン 株式会社j と し て 新発足 す る こ と に
な っ た 。

ゼ ネ カ ・ ク‘ル ー プの ア イ ・ シ ー ・ ア イ フ ァ ー マ 株式会社
は. 1 1 月 1 日 付で， 社名 を ゼ ネ カ 薬品株式会社 に 変更
し た 。 こ れ に よ り ， ゼ ネ カ 医薬品事業 グル ー プ は ， ゼ
ネ カ 株式会社 と ゼ ネ カ 薬品株式会社の両社で構成 さ れ
る こ と に な る 。

住友化学工業， 仏 ロ ー ヌ ・ プー ラ ン ， 日 産化学工業 は，
こ の ほ ど フ ラ ン ス の ロ ー ヌ 県 リ ヨ ン市 に 3 社の農薬合
弁会社， ブ イ ラ ク事 ロ ・ フ ラ ン ス 社 を 10 月 1 日 付で設立
し た 。 新会社 は 当 面， ロ ー ヌ ・ プー ラ ン の 除草剤， 殺
菌剤 を 中心 に 仏 国 内 の販売 を 手掛 け る が， 将来的 に は
住友化学， 日 産化学の製品販売 を行 う 予定。

ロ ー ヌ ・ プー ラ ン ・ ア グ ロ シ ミ 一社 と 三菱油化 は， こ の
ほ ど 日 本 に お い て 折半出 資 の合弁会社 を設立す る 方向
で検討 を 開始 し て い る と 発表 し た 。 合弁会社 の社名
は. r ロ ー ヌ ・ プー ラ ン油化 ア グ ロ 株式会社J . 1994 年
1 月 設立 目 標。 本社 は， ロ ー ヌ ・ プー ラ ン ・ ア グ ロ シ
ミ ー の 100% 出 資 の 日 本法人， ロ ー ヌ ・ プー ラ ン ア グ
ロ 本社内 に 設置予定。

住友化学工業株式会社 は， 東京本社 を下記へ移転 し . 11
月 22 日 ( 月 ) よ り 業務 を 開始 し た 。
新住所 干 104 東京都中央区新川 二丁 目 27 番 1 号

東京住友 ツ イ ン ビル デ ィ ン グ (東館)
電話 ・ FAX ダイ ヤ ル イ ン 03-5543 局

総務部 5lO1 FAX5901 
サ ン ケ イ 化学株式会社 は ， 東京事務所 を下記へ移転 し ，

1 1 月 15 日 ( 月 ) よ り 業務 を 開始 し た 。
新住所 干 100 東京都台東 区東上野六丁 目 I 番 7 号

MSK ビ ル 3F
電話 03-3845-7951 FAX03-3845-7950 


