
オオ タ コ ゾ ウ ム シ の分布と生息実態 423 

オオタコゾウムシの分布と生息実態
ひら

農林水産省蚕糸 ・ 見 虫農業技術研究所 平 井 問。
お

夫

は じ め に

1993 年 4 月 ， ア メリ カ 合衆 国 で は ク ロ ーパな どマ メ 科

牧 草 の 害 虫 と し て 知 ら れ て い る オ オ タ コ ゾウ ム シ

Hypera punctata が， 栃木 県西那須 野町 の放牧 草地 に幼

虫 のス テ ー ジ で多 数越冬 し て い る の が確認 さ れた (平井

ら ， 1994) 。 本種 は ， 侵入害虫 と し て著名 な アル フアル フ

ァ タ コ ゾウ ム シ と 同属 で， 原産 地 は 同 じ く ヨ ー ロッ パ

で， 188 1 年ア メリ カ 合衆 国 ニュ ー ヨ ー ク州 で発見 さ れて

か ら西 部へ と 分布 を拡大 し た 。 わ が国 で は 1978 年 に横浜

市で侵入が認め ら れて い た (WATANABE， 1979) が， そ の後

の分布 状態 は不明 であ っ た (森 本， 1988 ) 。 し か し ， 最近

の調査 の結 果， 本種 は関東か ら 東北 に か け て の広 い範囲

で生息 し て い る こ と が判明 し て き た 。

こ こ で は， 筆者 ら が行 っ た 関東北 部での分布 な ら び に

放牧 草地での生息調査結 果 と そ の後の情 報 に 基づ い て ，

わ が国 に お け る 分布 と 生息 実態 に つ い て述べ て み た い。

長 期 に わ た っ た綿密 な調査 に 基づ い て い る わ け で は な い

の で， 真の生息 実態 と は あ る い は か け離 れて い る か も し

れな い が， 少 し で も 実態 に近づ く 手掛 か り に な れば幸 い

であ る 。

本稿 を 草す る に 当 た り ， 多 く の 方 か ら 協力 を い ただ い

た 。 と り わ け有効 な情 報 を教示 下 さ っ た畜産 試験場の大

桃 定洋氏， 福島 農業試験場の久 保田憲二氏， さ ら に 未 発

表の分布デ ー タ に つ い て の公表 を許 可下 さ っ た 方々 に厚

く お礼 申 し 上 げた い。

I 分 布 調 査

1 わが国への侵入につ い て
r1978 年の 9 月 29 日 ， 横浜 市 の あ る丘 の庭 で， シ ロ ク

ロ ーパの繁茂 し た 地面 の ゴ ミ に隠 れ て い る 見慣 れぬ ゾウ

ム シ が見付 け ら れた 。 こ の ゾウ ム シ は ， 外部形態 と陰茎

の形状か ら 1911 年 に TITUS に よ っ て再 記載 さ れ た オ オ

タ コ ゾウ ム シ で あ ると 同定 さ れた 。 さら に ア メリ カ 農務

省 に 一対 の標本 を 送 り ， WHlTEHEAD博士 に よ り 同種 で あ

る こ と が確認 さ れた 。 こ の ゾウ ム シ の成虫 は ， 体長 約8

mm， 頑強 な形態 で， 体 色 は褐 色で， 鞘麹 に黒い斑紋 を 有

し て い た」 と ， オ オ タ コ ゾウ ム シ の わ が国への侵入の状
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況が最初 に報告 さ れた (WATANABE， 1979) 。

同論文 に よ れ ば， 1978 年 の 1O�1l 月 に緊 急調査 が行

わ れた 。 調査 の た め の主要 な対 象 は特 に 最初 に 発見 さ れ

た場所の付近 に あ る 公園 や埠頭 で， シ ロ ク ロ ーパ あ る い

は ア カ ク ロ ー パの生 え て い る空 き 地が選 定 さ れた 。 ゴ ミ

や， 地表， 石 の下が徹底 的 に調べ ら れた 。 こ の結 果， 最

初 に 発見 さ れた横浜 市 の 中 区 を含 め ， 西 区， 神奈川 区，

南 区， 磯子 区， 金沢 区， 港南 区， 旭 区 に お け る 39 の調査

地点 の う ち の 2 地 点 か ら 総計 90頭 の 成 虫 が 見 付 か っ

た 。 さ ら に ， 1979 年 1 月 に 1頭 の オ オ タ コ ゾウ ム シ の成

虫の死骸 が ア メリ カ 合衆 国 か ら横浜港 へ輸入 さ れた ア ル

フアル フ ァ の乾 草で見 いだ さ れ た 。 オ オ タ コ ゾウ ム シ の

最初の侵入ル ー ト を示 す確た る証拠 は な ん ら な い が， 最

初の発見場所 と侵入阻止 の 記録 は真の回答 を 見付 け る 手

掛 か り を与 え て く れ る か も し れな い と 同論文 で は考 察 し

て い る 。

2 侵入以降の神奈川県内での分布
1978 年 に横浜 市への侵入 確認以来， 本種が ど の よ う に

分布 し て い っ た の か は不明と さ れ て い た が (森 本 ，

1988 ) ，  198 3 年の横浜 市 内 で の採 集記録 (和泉 ， 198 5) が

あ る 。 す な わ ち ， 10 月 1日横浜 市小机 (鶴 見}l1) で成虫

3頭 が得 ら れ て お り ， こ れ が侵 入以 降 の 最初 の 記録で は

な い か と思 わ れ る 。 さ ら に 同 年 10 月 16 日 に ， 横浜 市緑

区三 保市民 の森 で成虫 2頭 が， そ し て翌 198 4 年 9 月 24

日 に も 同地で成虫が採 集 さ れて い る (回尾 ， 198 7) 。 最近

に な っ て 山梨 県や静岡県 の 県境 に 近 い神奈川 県 の西 部で

も採 集 さ れ始 め ， 1993 年8 月 12 日 に西丹沢明 神峠 で 6

頭 ， 1993 年8 月 28 日 に西丹沢三 国 山 で 1頭 ， 1994 年 9 月

30 日 に小 田原市扇町 の酒匂川 の道路 際 で地上 を歩 行 中

の成虫 1頭 が採 集 さ れ て い る (平野， 1995) 。 こ の よ う

に ， 198 3�8 4 年， 1993�例 年 と こ れ ら の採 集記録 に は な

ぜか 10 年 と い う 年月 が あ い て い る が， 神奈川 県下で横浜

か ら西側へ と 分布 が拡大 し て い る こ と が示 さ れて い る 。

3 最近の関東北部周辺地域での分布

筆者 ら の調査 は ， 1993 年 6�12 月 を 中心 に行 っ た 。 特

に成虫の分布調査 に つ い て は ， 関東か ら 東北 に か け て の

地域 に機会が あ っ て訪 れた 場所で適宜採 集 を 行 っ た も の

であ る 。 本種の採 集記録の 提供 者 に は ， 採 集場所の確認

と 生息 場所の状況 を聞 き 取 り調査し た 。

1993 年の 4月 ， 栃木県西那須 野町 の草 地試放牧 草地園
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場で ゾウ ム シ 科の幼虫が ク ロ ーパな ど の株 元の地際 に 多

数 越冬し て い る のを確認 し た 。 こ の幼虫は 体長 が約 10

mm，頭部 は 褐色で 全体 の体 色は緑 色， 背側 に赤み を 帯び

た 筋が 走っ て い た 。 そ の幼虫の一部 を研究室 に持ち 帰り

ク ロ ーパ を 与え て 踊化 させ， 成虫を得た。 こ の成虫は，

タ コ ゾウ ム シ属 のゾウ ム シ で， そ の特徴的な上 麹の鱗片

の形状 か ら オ オ タ コ ゾウ ム シ で あ る と 同 定 し た 。 そ し

て ， 九州大学 森本 桂教授に 同 定 を依頼 し た と こ ろ ， オ

オ タ コ ゾウ ム シ 的少em þ un cta ta (F AßIIICIUS) と 鑑 定 され

た 。

さら に 同年 の3 月 31 日 に 茨城県 つ く ば 市茎崎 町で ク

ロ ー ノT株 よ り 採集 された 幼虫を ， 飼育 し て 得た成虫が，

本種であ る こ と が判明 し た 。

引 き 続い て行わ れた 1993 年 の分布調査 に よ り ， 関東北

部 な ら びに そ の周辺に お い て 本種が分布し て い る こ と が

明 ら か と な っ た。 す な わ ち ， 5 月 23 日 茨城県 古河市の渡

良瀬遊水池か ら 野外 で成虫が採集 された のを は じ め と

し， 6 月 24 日 に 初 め て 栃木県 で西那須野 町のシ ロ ク ロ ー

パ よ り 成虫が採集 され， 7 月 4 日 に は 岡県那須町小深堀

の半自然 草原 の草地 と 藤岡町渡良瀬遊水池及 び 宇都 宮市

で， 同 7 月 に 西那須野 の草地試 圃場で計 63頭の成虫が得

ら れた 。 さら に ， 福島県では 郡山 市や楢葉 町に お い て成

虫が採集 された 。 こ の結果， 関東北部か ら 東北 南部 周辺

に本種が分布し て い る こ と が確認 された 。 採集記録 に お

け る 採集場所は 放牧地や遊水、池， 水田 畦畔な ど のす べて

草地で， こ の種 の本来 の生恵、場所 を示す場所であ っ た 。

そ の後， 今 回確認 された以外 の地域 で も ， 分布生 息し

て い る こ と が明 ら か に な っ た。 す な わ ち ， 本種が侵 入し

た横浜 市付近では， そ の後多摩川 河岸で本種が生 息し て

い た ( 渡辺 直氏， 私信) が， 現在で も 横浜 市では本 穫

が生 息し て い る と い う (大戸謙二氏， 私信) 0 1995 年 5 月

9 日 に は， 東京都三鷹市で 3�4 齢の幼虫が 9頭シ ロ ク ロ

ー ノてよ り 採集 されて お り ( 渡辺匡彦， 未発表) ， 関東 周辺

でかな り 普通 に 分布し て い る よ う に 思わ れる 。 1993 年 に

は じ め て分布が判明 し た上記 の地域 に は， そ れ以前 に は

分布し て い な か っ た か ど う か は 不明で， 1 993 年 に な っ て

急 に {団体数が増加 し た か分布が 拡大 し た こと も 否 定 で き

な い が， 関東地方で 同 様なハ ビ タ ー トが存続 し て い る と

こ ろ であ れば， 1993 年以前 よ り 生 息し て い た も のと 考 え

て も 差し 支 え な い ので は な か ろ う か。

4 関東以北東北地域での生息 について

す で に 述 べた よ う に ， 本種 は 1993 年に福島県 郡山 市で

分布が確認 された 。 こ れが本種 の最北 の分布で最新 の記

録 と 思わ れた が， す で に 岩手県 で は 10 年前に本種が採集

されて い た (中 村， 1992) 。 す な わ ち ， 1983 年 8 月 22 日

に 釜石 市甲子 町大 畑で水田 のイ ネ の葉 よ り l頭， 1987 年

8 月 31 日 に 宮古市新川 町で線 路脇のイ ネ 科植物 の葉 よ

り l頭， 1990 年 7 月 21 日 に 下閉伊郡川井 村川 井 で 畑脇

のス ス キ な ど を ス ィー ピン グ し た と き に 1 頭を 得 て い る

と 報 告されて い る 。 東北地域 で得 ら れた 1983 年 の個体

が， 横浜でわ が国 に 最初 に 侵 入し た 個体 群と 直接結びつ

く か ど う か は 不明で は あ る が， い ず れも 付近 に 荷揚げ場

所であ る 港 を 持 っ た 地域 で あ る こ と に興味が も た れる 。

岩手県 の内 陸で の最初 の採集例 と し て は， 1987 年 7 月

に和賀郡和賀町後藤野 (現在 は合併に よ り 北上 市) で の

記録があ る (千葉 武勝氏， 私信) 。 水田 畦畔のス ィー ピン

グ に よ っ て得 ら れた も ので あ る 。 同氏 に よ る と ， 1990 年

代 に 入っ て か ら は ， 各地で普通 に 採集 される よ う に な

り ， 農 耕地 の陛畔， 道路脇の草む ら ， 人為に よ っ て 生 じ

た 荒地 な どが 幼虫の生 息、場所 と な っ て い る と 指摘 し て い

る 。 こ のよ う に ， 東北地域 に は本 穫の生 息が確認 されて

い る が， さら に 北 に 位置す る 北海 道で は ど う だ ろ う か。

今 後 の情報が 待た れる 。

E 生 息 調 査

筆者 ら は， 放牧草地で の生 息調査 を ， 1993 年 4 月 21 日

に 栃木県西那須野 町に あ る 草地試験場 の闘場 のう ち の混

橋草地 の約 4 h a の放牧地で行 っ た 。 こ の草地 は， 更新 し

て か ら 1 1 年が経過 し て お り ， 通年， 慣行 と し て お お む ね

5 月 と 9 月 の2 回 刈り 取 り を 行 い ， そ の聞 に は 放牧がな

されて い る 。 調査 は ， 同一闘場内 に 系統 的 に 選ん だ 20 個

の方形区 (1 m X 1  m) 内 の草地 を地下部約 5 cm の深さま

で は が し ， 根部 を ほ ぐ し ， よ く 振 っ て 幼虫数 を 数 え た 。

同 時に ， そ れぞ れの調査 区 で， イ ネ 科， マメ科牧草， 雑

草， 裸地 に つ い て 被度調査 を 行 っ た 。

1 m 2 当 た り の幼虫平均密度 は 4 . 2:t4 . 6頭 (平均値±

S.D .) であ っ た (図一1 ) 。 こ の分布の集中度 を I.指数でみ

車ii

lït 

図ー1 1.皮牧地 に お け るオオ タコゾウムシ幼 虫 の 生息密 度

x は 平均密 度 (平均値:tS.D.)
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図 - 2 オ オ タ コ ゾ ウ ム シ幼虫 の生息密度 と マ メ 科牧草の

被度 と の相 関

る と 2 . 05 で， 明 ら か に集 中分布 で あ っ た 。

イ ネ 科牧 草， マ メ 科牧 草， 雑草， 裸 地 に よ る 被度調査

の結 果， オ オ タコ ゾウ ム シ の幼 虫 の 生息 数 は マ メ 科牧 草

の被度 と の聞 に は 高 い相闘 が認 め ら れた (図- 2) 。

本種の幼 虫 は さ ほ ど高 い移動 能力 を も っ て い な い こ と

か ら ， 幼 虫 の 分布 の 高 い集 中 度 と マ メ 科牧 草 と の強 い 関

連性 は， オ オ タコ ゾウ ム シ の成虫 の 寄主 への産 卵選択 性

に起因 し て い る も の と考 え ら れ る 。 生活史 の 中 で産 卵 の

た め に こ の ゾウ ム シ がど の よ う に マ メ 科牧 草 を選択 す る

か は ， 生息実態 を把握 す る た め に も興味深 い 問題 と思 わ

れ る 。

お わ り に

オ オ タコ ゾウ ム シ は， ア メリ カ 合衆 国で は アル フアル

フ ァ タコ ゾウ ム シ と と も に ， ヨ ー ロツ パ か ら の侵入 害虫

と し て著名 な マ メ 科の害虫 と し て知 ら れ (METCALF and 

FLINT， 1962) ， 以前 よ り 生活 環な ど の研究が さ れて い る が

(TOWER and FENTON， 1920) ， 日 本 で は侵入 が確認 さ れて

以来 (WATANABE， 1979) ， 分布 状況 が不明 だ っ た た め ， 生

活史 や移動 分散 に つ い て の詳 し い調査 は な さ れて こ な か

っ た 。 現在の と ころ ， 本種 に よ る 作物への深刻 な被害 は

報告 さ れて い なし」 筆者 の観察 に よ れ ば， か な り 多 く の

個体 が確認 さ れた放牧 地の シ ロ ク ロ ーパ の株で は， 終齢

幼 虫 に よ る 葉の食害 は か な り 散見 さ れた が， イ ネ 科牧 草

の草丈 が伸展す る に伴 い そ れ ほ ど目立た な く な っ て し ま

っ た 。 ま た ， 本種 は マ メ 科植物 を加害す る が， ダ イ ズ な

ど そ の他 の一般 的 な豆類 へ の 被害 は 問題 と な ら な い。 本

種の産 卵が， ほぽ秋期 に行わ れ株元 に 幼 虫態 で越冬 す る

と い う習 性 に起因 す る も の と思 わ れ る 。

一方， 同 じ侵入 害虫 で あ る アル フアル フ ァ タコ ゾウ ム

シ は， 現在九州 地域で蜜源 の レ ンゲ を加害 し て 養蜂 業者

に と っ て き わ め て深刻 な害虫 と な っ て い る 。 今後， オ オ

タコ ゾウ ム シ の マ メ 科牧 草 に 対す る 被害， と り わ け レ ン

ゲ への加害 の 可能性 に つ い て ， 分布 の拡大の推移 と併せ

て 注意を払 っ てゆ く必要 が あ る 。

関東地域以西 での本種の分布 は， 唯 一兵庫 県三木 市口

吉川町 の ゴル フ 場での生息 が確認 さ れ て い る が (森 本

桂氏， 私信) ， こ こ で示 し た よ う に ， 関東 か ら 東北 に か け

て の広 範囲 の 地域 で生息 し て い る こ と が明 ら か に な っ

た 。 今後 こ の侵入 害虫 の 分布 が い か に北 上 し てゆ く か を

知 る た め に は， 本種の 耐寒 性や休眠 に つ い て の 特性や個

体群 の密 度調 節 に 大 き な役割 を もっ天敵 な ど の 関与 を明

ら か に す る こ と が必要 と なろ う 。 草地試験場の 作物害虫

研究室で は こ れ ら の点 を含 め て ， 本種 に つ い て の 発生生

態 な ど生態 的な特性 やそ れ を 利用した防除技術 に つ い て

の検討 を行っ て お り ， 今後の研究成果が期待 さ れ る 。
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