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は じ め に

果実吸蛾類 は ， 成虫が夜間 に各種の 果樹園 に 飛来 し，
成熟 し た 果実 に 口 吻 を差 し込ん で吸汁加害す る 蛾類の総
称 で あ る 。 吸蛾類 に よ る 被筈 は ， 主 と し て ブ ド ウ ， モ
モ ， ス モ モ ， リ ン ゴ， カ ン キ ツ ， イ チ ジ ク ， ナ シ や カ キ
な ど の果樹類 に 発生す る が， ト マ ト な ど の果菜類 も 加害
さ れ る 。 こ の ほ か， 近年植栽面積が増加 し た キ ウ イ フ ル
ー ツ や ナ ス な どでの被害 も 確認 さ れて い る 。 吸汁加害 さ
れた果実 は， 被害部の組織がス ポ ン ジ状 と な り ， やがて
二次的 に 菌類が寄生す る な ど し て 吸汁孔の周 囲か ら 軟化
腐敗す る 。 ま た ， 収穫直前 に 加害 さ れた 果実 は， 収穫時
に加害の確認が難 し い た め貯蔵中 や流通， 販売の過程で
軟化 し た り 腐敗 し て商品価値がな く な り ， 大 き な 問題 と
な る こ と が多 い。

愛媛県 で は ， 特 に 8 月 以降 に 成熟す る モ モ や ブ ド ウ で
被害が大 き く ， 中 山 間地の孤立 し た モ モ 園 で は袋掛け を
行 っ て も 被害果率が 70�80% に 達 す る こ と が あ り ， 吸
蛾類の多発生時期 と 収穫期が重 な る 果樹の栽培が制 限 さ
れ る な ど， 農業振興 の 上 で大 き な 阻害因 子 と な っ て い
る 。

果実吸蛾類 は ， 各種の 果樹 に 共通の重要かつ難防除害

虫であ る こ と か ら ， 全国で生態や 防除 に 関す る 研究が広

範に行われて き た (例 え ば : 奥代， 1952 ; 松沢， 1961 ; 

大森 ・ 森， 1962 ; 藤村， 1963 ; J I I 村， 1976 ; 内 田， 1978 

な ど) 。 こ れ ら の研究 で， 果樹園 を 中 心 に し た 飛来経過
や被害の実態 に つ い て の知見が得 ら れて お り ， ま た 全国

的 に発生の 多 い ア カ エ グ リ パや ア ケ ビ コ ノ ハ に つ い て は

生活史 に 関 す る 報告があ る 。 こ れ ら の研究成果 に つ い て

は， 森 ら (1989) に よ っ て 詳細 に 解説 さ れて い る 。 愛媛

県で は ， r暖地果実吸蛾類の 防除法』 の 課題名 で都道府

県農林水産業関係試験研究事業 (指定試験事業) の指定
を 受 け た こ と に 伴 い 1973 年 に 研究 を 開始 し ， 生態 に つ

い て 二， 三の新 し い知見が得 ら れた 。
こ こ で は ， 本県 で発生が多 い ヒ メ エ グ リ パ を 中心 に し

て， 年 間 の 発生経過や越冬習性 な ど の 生活史 と 摂食習
性， 配偶や産卵 な ど の諸行動お よ び果樹園 での加害行動
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等 に 関す る 知見 に つ い て ， 過去の報告 と 最近の研究成果
を簡単 に 取 り ま と め た 。

I 果実吸蛾類の種類

果実 を 吸汁加害 す る 蛾類 と し て は ， 14 科 224 種が記
録 さ れて お り ， そ の 大部分 ( 176 種) は ヤ ガ科 に 属 し て
い る (森， 1989) 。 果実吸蛾類 は ， そ の 加害様式 か ら 直
接健全 な果実 に 口 吻 を 差 し 込 ん で吸汁す る 一次加害種
と ， こ れ ら の一次加害種や そ の他の 病害虫， 鳥 な ど に よ
る 被害痕， ま た は物理的障害 に よ っ て傷つ い た 果実や腐
敗果 を 吸汁す る 二次加害種 に 分 け ら れ る 。 服部 ( 1962)
は， 口 器 の形態 を 基準 に し て ， 一次加害種 に 17 種 を あ
げて い る 。 し か し ， 二次加害種 と さ れて い る も の で も ，
果実の種類 に よ っ て 一次加害種 と な り う る と し て い る 。
一般 に ， わが国で経済的被害 を も た ら す重要な種類 と し
て は， ア カ エ グ リ ノ �' Oraesia excavata BUTLER， ア ケ ビ コ
ノ ハ Adris かrannus GUENEE， ヒ メ エ グ リ パ Oraesia
emarginata FABRICIUS， ウ ス エ グ リ パ Calyptra thalictri 
BORKHAUSEN， オ オ エ グ リ パ Cal;φtra gruesa DRAUDT， キ
タ エ グ リ パ Cal;φtra hokkaida WILEMAN， キ マ エ コ ノ ハ

Eudocima salaminia F ABRICIUS， キ ン イ ロ エ グ リ パ

Ca砂tra 1.仰 BUTLER， キ ン モ ン エ グ リ パ Plusiodonta

coelonota KOLI.AR， ヒ メ ア ケ ビ コ ノ ハ Othreis /ullonia 

CLERCK， マ ダ ラ エ グ リ パ Plusiodonta cast.ョ BUTLER な ど

があ げ ら れて い る (野村， 1962 ; 森， 1989) 。
果樹園 に 飛来す る 吸蛾類の種類構成 は ， 地域 に よ っ て

優先種が異 な る が， 愛媛県 で は ， 特 に ヒ メ エ グ リ ノ T， ア

カ エ グ リ パお よ びア ケ ビ コ ノ ハ が重要種であ り ， 松山市
での 6 月 か ら 8 月 の果樹園 に お け る 調査 で は ， そ れ ぞれ

約 35%， 28% お よ び 36% で， こ の 3 種が全体 の 約 99%

を 占 め る 。 ア カ エ グ リ パ は 主 に 中部， 北 陸以南 に ， ヒ メ

エ グ リ パ は 主 に 西南暖地 を 中 心 に し て 広 く 分布 し て い

る 。 ま た ， ア ケ ビ コ ノ ハ は北海道 を 含む ほ ぽ全国的 に 分

布 し ， そ の個体数 も 一般 に 多 く ， 寒地 ・ 暖地 を 問 わ ず重
要種 と み ら れ る (野村， 1962) 。

H ヒ メ エ グ リ パの 生活 史

1 越冬 と 休眠

ヒ メ エ グ リ パ は ， 杉 (1982) に よ る と イ ン ド か ら 東南

ア ジ ア に わ た っ て 分布す る 南方系の 広域分布種 と さ れて
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い る 。 ま た 野村 (1962) は， 本種が普遍的 に 生息 し て い
る 地域 の 年平均気温 は 約 130C と 高 く ， 寒地 で の 発生 は
少 な い と し て い る 。

釜野 (1963) は ， 本種の幼虫 を 長 日 条件 と 短 日 条件で
飼育す る と ， 前者で は順調 に 発育 し て 嫡化後羽化す る の
に 対 し ， 後者では幼虫期聞が長 く な り ， 特 に 5 齢末期 に
な る と わ ずか し か摂食 し な い時期があ る こ と か ら ， こ れ
が一種 の 休 眠状態 で は な い か と 推察 し て い る 。 筆者 ら

も ， 短 目 条件での飼育で， 幼虫期後半 に著 し い発育の遅
延 と 経過齢数の増加 を認め， こ れが ツ マ グ ロ ヨ コ バイ な

どで も 知 ら れて い る (奈須， 1958) 生育遅延型の休眠状
態であ る こ と を確認 し た 。 さ ら に ， 野外条件での飼育結
果で， 日 長が 13 . 5 時間 を 切 る 9 月 第 2 半句以 降 に 産卵
さ れた ス テ ー ジ の す べ て が老熟幼虫で越冬す る こ と ， お
よ び室内での気温 と 日 長 を組み合わ せ た 実験か ら ， 休眠
を誘起す る 臨界 日 長 は 13----13 . 5 時 間 の 間 に あ る こ と が
明 ら か に な っ た 。

こ れ ら の こ と か ら ， 本種 は 主 に 9 月 か ら 10 月 上旬 に

産卵 さ れ， 12 月 下旬 ま で に 5 齢以上 に 達 し た 幼虫態で
越冬 し ， 翌春多 く は 1 回以上脱皮 し て 帰化す る と み ら れ
る 。

越冬幼虫 は， 食餌植物の ア オ ツ ヅラ フ ジ周辺の落葉下
や 主 に 地上 10 cm 以下の各種 の 草木 や 枯 れ枝， ア オ ツ
ヅ ラ フ ジ の 茎 な ど に 生 息 し ， 時 に は地上 40----50 cm 以
上の草や木の樹冠内 に 生息 し て い る 。 越冬幼虫 は， 実験

で は - 60C以下 に な る と 死亡す る 個体が増加 し ， - 120Cで
は ほ と ん ど の個体が死亡 し た こ と か ら ， 耐寒性 は低 い種
類 と み ら れ る 。 ヒ メ エ グ リ パの寒地での分布が少 な い理
由 と し て は ， 越冬幼虫 の耐寒性が比較的低 い の に も かか
わ ら ず， 外気の影響 を 受 げ や す い と 思わ れ る 場所 に 多 く
生息 し て い る こ と も 大 き な要因 と な っ て い る と 推察 さ れ
る 。

2 年聞 の発生経過

本種の年間 の発生回数に つ い て は， 香川 県 お よ び和歌
山 県 で， 青色蛍光灯 で の 誘殺経過 や 飼育実験 の 結 果 か
ら ， 年 3----4 回 発 生 す る と 推 察 さ れ て い る (松 沢，
1961 : 石谷 ・ 八 田 ， 1962) 。 温度 別 の 飼育実験 で は， 各
発育態 の 発育零点 は 12 . 1  ---- 12 . 90C， 本 種 の l 世代 を 経
過す る の に必要な有効積算温度 は 556 日 度 であ り ， 松山
市 に お け る 年間の推定有効積算温度か ら 算出 し た 世代数
は約 3 . 8 回 であ っ た 。 ま た ， 時期 を 変 え て野外条件で飼
育 し た 発生経過 と ， ア オ ツ ヅ ラ フ ジ での幼虫 の発生経過
か ら ， 年間 4 回の発生が確認 さ れた。

松 山 市近郊 で の 生活環 に つ い て 述 べ る と ， 越冬幼虫
は， 主 に 食草の萌芽期 の 3 月 中~下旬頃か ら 摂食 し て再

ぴ発育 し は じ め ， 4 月 下旬 に は 踊 と な り ， 5 月 中 句----6

月 中旬 に 羽化す る 。 そ の後， 第 2 回 目 の成虫が 7 月 中旬
----8 月 中 旬， 第 3 回 目 が 8 月 下旬----9 月 下旬， 第 4 回 目

が 10 月 上旬 か ら 11 月 に 羽化す る と み ら れ る 。
3 成 虫の生存 回 数

ヒ メ エ グ リ パ成虫の生存 回 数 に つ い て は， こ れ ま で に
い く つ か の 報 告 (松沢， 1961 : 石 谷 ・ 八 回， 1962 等)
があ る が， 調査者 に よ っ て 見解がや や 異 な っ て い る 。 筆
者等の調査で は， 生存 日 数 は 発生世代 に よ っ て 異 な り ，

夏 の 高温時期 は平均 23 日 と 短 く な る が， 初 夏 や 秋 に は

60 日 以上 と か な り 長 く 生存 し ， 実 験 的 に は 140Cで 100
日 程度生存 し た 。 こ の こ と は 防除対策 を 考 え る う え で も
重要で， 後述の摂食行動か ら も 明 ら か な よ う に モ モ や ブ
ド ウ な ど， 高温期 に 成熟す る 果実 は短期集中 的 な被害 を
受 け る が， 被害防止対策 も 短期 間 です む の に対 し て ， ウ

ン シ ュ ウ ミ カ ン な ど で は 長期的な対策が必要 と な る 。
4 吸娘類の発生時期 と 圏 内 への飛来経過

ヒ メ エ グ リ パの越冬世代 の成虫 は ， 早生系 の モ モ や ス

モ モ な ど に 飛来 し て 加害す る が， 一般 に 飛来量が少 な く
被害 も 少 な い 。 第 2 回 目 の成虫 は ， モ モ の あ か っ き ， 千
曲， 浅 間 白 桃 な ど の 中生種や ス モ モ の 中生種な ど の成熟
期 に 飛来 し て 加害 し ， 年次 に よ り 多 く の被害 を 受 け る こ
と があ る 。 第 3 回 目 の成虫 は ， 発生量が多 く ， モ モ の 晩
生種， ナ シ， ブ ド ウ を 中心 に 大 き な被害 を 受 げ る 。 ま た
第 4 回 目 の成虫 は早生 ウ ン シ ュ ウ ミ カ ン を 中心 に 加害す
る 。 特 に 愛媛県 な ど の 暖地 は ， 果樹の種類が多 く て 6 月
か ら 12 月 ま で は 成熟 し た 果実が豊富 に あ る こ と か ら ，
各世代 と も 生活条件 と し て 好適な環境 に な っ て い る と い
え る 。 ま た ， 飼育で は， 蜂蜜で も 長 く 生存 し て 産卵 も 多
く 行わ れ る こ と か ら ， 果実の不足す る 時期 に は花蜜 を給
蜜 し て 生活 し て い る 可能性が高 い。

モ モ 園や ナ シ 園での吸蛾類 の飛来経過 と 果実の被害量

お よ び青色蛍光灯での誘殺経過等 を総合す る と ， 松山市
近郊で は 一般 に ア カ エ グ リ パや ア ケ ピ コ ノ ハ の越冬世代
成虫が羽化 す る 4----5 月 と ， そ の 次世代 と 見 ら れ る 6 月
中----7 月 上旬 に 小 さ い発生の ピ ー ク が み ら れ る が こ れ ら
の時期の発生 は 少 な い。 し か し ， 7 月 下句以 降 に は 急激
に 密度が高 く な り ， こ れが秋季 ま で続 く と み ら れ る こ と
か ら ， 7 月 下旬以降 に 成熟す る 果樹 で は 大 き な被害 を 受
け る こ と に な る 。

皿 ヒメエ グ リ パ成 虫の行動習性

1 交尾行動

夜行性の鱗麹 目 昆虫 で は ， 性 フ ェ ロ モ ン に よ る 雌雄の
交信手段が発達 し て お り ， 多 く の種で そ の化学構造 ま で
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率が高 い と す る報告が多 い が， こ の主 な原因 は雌が産卵

のた め食草の繁茂 し て い る 場所 に 移動 し て い る た め と 考

え ら れ る 。

3 摂食行動
擬食 は， 一般に雌雄 と も に 日 齢等 に よ る 明り よ う な周

期性は認め ら れず， 摂食の有無 は 主 に 飢餓状態 に 関係 し

て い る も の と 推察 さ れ る 。 ま た ， 気温が低 く な る に し た

が っ て摂食頻度が低下す る 。 し た が っ て， 気温の高 い モ

モ や ブ ド ウ の成熟期 に は， 生存期 間 は短 く と も 連 日 果樹

園 に飛来 し て 高頻度で摂食 を繰り返 し ， 気温の低 い早生

ウ ンシ ュ ウ ミ カ ン の成熟期 に は， 長期間生存 し て夜間の

気温が高 い 日 に集中 し て加害 し て おり， 季節に よ っ て 野

外密度 と被害 孟 は か なり 異 な る 。 例 え ば， 7 月 中旬 に 羽

化 し た成虫の生存期 間 中 の加害果実数は， 雌雄平均で約

38 果 と 計算 さ れ， 他 の 果樹害 虫 に 比べ て 1 頭 当 たり の

経済的被害 が極 め て大 き い害 虫 で あ る 。 ま た ， 日 没直後

の夜温が l 10C以下 に な る 1 1 月 下旬以 降に は摂食活動の

限界 と なり， 圏 内 へ の飛来 も ほ ぼ停止 す る。

ヒ メ エ グ リ パの摂食の時間 帯 は ， 雌雄で や や 異 なり，

果実吸蛾類の生態に関す る 最近の知見

明 ら か に さ れて い る。 ヒ メ エ グ リ パは ， 他の鱗麹 目昆虫

と 同様 に ， 雌が コ ー リ ン グ と 呼ばれ る フ ェ ロ モ ン放出行

動 を とり， 雄がこ れ に 反応 し て 交尾が行わ れ る 。 交尾の

時間帯 は 季節 に よ っ て 異 なり， 7 月 が午前 2�4 時， 1 0  

月 が 23�1 時 に 行わ れ る 。 こ の 交尾の時間帯は， 気温の

影響が大 き く ， 低温の時期 に は早 ま る 傾向がみ ら れ る。

交尾は雌雄 と も 羽化 2�3 13 齢で多 く 行 わ れ， い ず れ も

一夜の交尾回数 は l 回 で， 生存期間 中 に 複数回行 う 。
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2 産卵行動
産卵 は， 交尾翌 日 か ら 行わ れ， 各世代 と も 羽化 4�9

日齢で ピ ー ク に 達す る が， 産卵期 間 は 長 く ， 1 雌の生存

期 間 中 の 総産卵数 は 1 . 000�1 . 300 個 に 達 す る。 し た が

っ て， 雌成虫 は生存期 間 中 の大部分 を ， 摂食場所 と し て

の果樹園 と 産卵場所 と し て の ア オ ツ ヅラ フ ジ の 聞 を移動

し て い る こ と に な る。 産卵 の 時 間 帯 は， 日 没 1�4 時間

後 に 多 く 行われ， 産卵時聞 は平均で 4 . 5 時間 に及ぶ こ と

か ら ， 一般 に 雄成虫 に 比 べ て 果樹園 に生患 し て い る 時間

は 短 い と 推察 さ れ る 。 成 虫 の 羽化調査 で は 性比 は ほ ぽ

1 : 1 であ る の に ， 果樹園 で の飛 来調査 で は 夜間 の 時刻

に よ っ て性比が異 なり， 白 没直後か ら 前夜半 に は維の比
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図-2 ヒ メ エ グ リ パ成虫の暗期間中 の行動 (交尾 1 0 後，
産卵個体) N = 50 
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特に雌では交尾や産卵 の 有無 な どの生理状態の違い に よ

っ て 異 な る ( 図-1， 2) 。 す な わ ち ， 交尾当 日 の雌は 日 没

直後 に摂食 し， 配偶行動 の時間帯以降 に は ほ と ん ど摂食

し な い の に対 し て ， 産卵雌の摂食の時間帯 は個体聞 の差
が大 き く ， 全体的 に み る と 夜間 を通 し て 断続的に摂食す

る 。 雄 も 交尾当 日 に は交尾後 に 多 く の 吸汁がみ ら れ る な

ど雌雄 と も 生理状態 に よ っ て 摂食習性がや や異な る 。 ま

た ， 摂食の時間帯 は季節 に よ っ て 異 な り ， 全体的 に み る

と 気温の高 い 時期 に は夜間 を通 し て 行わ れ る が， 気温の
低い 時期 に は前夜半 に 集 中 す る な ど， 気温が摂食の時間
帯 に も 大 き く 影響す る 。

エ グ リ パ類の摂食継続時聞 に つ い て は， 果樹園で調査
さ れた報告が あ る が， 調査者 に よ り 見解が若干異 な っ て

い る (石谷 ・ 八 回， 1961 : 川 村， 1976) 。 筆者 ら が 自 然

条件下でア カ エ グ リ パの マ ー ク 個体 を 用 い た 観察 と ， 室
内での ヒ メ エ グ リ パの観察結果 を総合す る と ， 雌雄お よ
び調査時期 に よ る 差 は比較的少 な し 両種の 多 く の個体
は 20 分以 内 の 短時間の摂食で あ る と み ら れ る 。 な お，

摂食後の成虫が， 果樹園で果実や葉で静止 し て い る の が
多 く 観察 さ れ， 摂食後 し ば ら く 圏 内 に と ど ま っ て 他へ移
動 し て い る と み ら れ る 。

エ グ リ パ類の一夜の加害果数 に つ い て ， 川 村 (1976)
は早生 ウ ン シ ュ ウ ミ カ ン で は 2 果 を超 え る こ と は な い と
し て い る 。 モ モ 園の調査で は， ア カ エ グ リ パ は， 大部分
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図- 3 ヒ メ エ グ リ パの夏季 (7 月 ) に お け る 行動の模式図

が 1 果で， ま れ に 2 果以上加害 し ， ヒ メ エ グ リ パで室 内

と 野外条件下で時期別 に 吸汁回 数 を 観察 し た 結果 で は ，

高温時 に は 2 回以上摂食す る 個体が多 く み ら れた も の の

大部分 は 1 回 で， 1 晩の加害果数 は 7 月 が約 l . 3 果， 10 

月 が約 l . 1 果 と 推定 さ れた 。 こ れ ら 一夜の行動の時間的

な経過 を 図-3 に模式図 と し て 示 し た 。

W 圏内への飛来と行動

1 ヒ メ エ グ リ パの行動範囲

成虫 は， 大部分の個体が果樹園周 辺 の 山 野 に 生息 し て

い て ， 夜間 に な る と 果樹園 に 侵入 を繰 り 返 し て加害 し て

い る 。 こ の昼間の生息場所 に つ い て は十分な観察例 は な

いが， 夜間 に 加害 し た 園周辺の樹木の茂み の 中 で発見 さ

れ る こ と が多 い と 報告 さ れ て い る (大串， 1969) 。 し た

が っ て ， 成虫 の夜間の行動 は ， 昼間の生息場所か ら 果樹

園 な どの摂食 を 行 う 生息場所への移動， 摂食場所か ら 昼

間の生息場所への移動， さ ら に 雌では ア オ ツ ヅ ラ フ ジ の

あ る 産卵場所への移動 に 分 け る こ と がで き る 。

昼間の生息場所か ら 果樹園 お よ び産卵場所の ア オ ツ ヅ
ラ フ ジ へ の 移 動 は ， 図 -4 の 模式 図 に 示 す よ う に 5 種 の
パ タ ー ン に類別 で き る 。 日 没後 ま も な く 飛淘行動 を起 こ
し た 成虫 は ， 次々 と 昼間 の生息場所か ら 移動 し て い く 。
特に雄 は直線的 に 果樹園 に 飛来 し て い る 可能性が高 い。

果樹園への飛来経過や時刻 は， 季節 に よ っ て 異 な る が，
日 没後の経過時間 でみ る と ほ ぼ同 じ で 日 没 20�40 分後
の早い時聞か ら 始 ま る 。 こ れ に対 し て 雌成虫 は ， 日 没後
ま ずア オ ツ ヅ ラ フ ジ が繁茂 し て い る 場所 に 移動 し て 産卵
し， 産卵後 に 果樹園 に 移動 し て 摂食す る 個体が多 い が，
一部の個体 は 摂食後 に 再 びア オ ツ ヅ ラ フ ジ に 移動 し て い
る と み ら れ る 。 た だ し ， 調査で は 摂食 し て か ら 産卵 す る
個体 も み ら れ， 生理的 な 飢餓状態 に よ っ て 摂食 お よ び産
卵の時間帯が変わ る 可能性が大 き い。

果樹園か ら 昼間の生息場所への移動 に つ い て の報告 は
ほ と ん ど な い が， 簡単 な調査 で は ア カ エ グ リ パで は上空
の照度変化が極微照度計で測定で き な い 日 の 出 30 分�1
時間前か ら 飛淘行動がみ ら れた 。 こ の行動の起因 は 不明
であ る が， 多 く の個体は上空の照度変化が起 き る 前 に は
昼間の生息場所 に 移動 し て ， 静止す る と 推察 さ れ る 。

2 ア カ エ グ リ パの行動 固 と 滞留性

吸蛾類の行動圏 に つ い て ， 野村 (1962) は普通 に 飛期
し 得 る 距離 を 500 m く ら い と 推定 し て い る 。 ま た ， 果
樹園周辺 に お け る 滞留性 に つ い て は， 園周辺での滞留が
少 な い と す る 報 告 ( 中 島 ら ， 1956 : 野 村， 1962 : 宮 下
ら ， 1962 : 石谷 ・ 八回， 1962 : 大森 ・ 森， 1962) と ， 園
周辺でか な り 滞留 し て い る と す る 報告 (松沢， 1961 : 川一一 20 一一
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行動型 昼間 夜間

山林原野 (昼間の 生息場所)

ア オ ツ ヅ ラ フ ジ (産卵場所)

産 卵 雌
H 

A 
A ' 

山林原野→ ア オ ツ ヅラ フ ジ (産卵)一一→ 果樹園等 (摂食お よ び交尾) → 山 林原野
山林原野→ ア オ ツ ヅ ラ フ ジ (産卵) 一一→ 山林原野

H A ' 
H B 

山林原野→ ア オ ツ ヅラ フ ジ (産卵トー→ 果樹園等 (摂食お よ び交尾) → ア オ ツ ヅ ラ フ ジ (産卵) → 山林原野
山林原野→果樹園等 (摂食)一一一一一一→ ア オ ツ ヅ ラ フ ジ (割ß)ー→山林原野

非産卵雌 B ' 山林原野→果樹園等 (摂食お よ び交尾) → 山林原野
雄 C 山林原野→果樹園 等 (摂食お よ び交尾) → 山林原野

図-4 ヒ メ エ グ リ パ成虫の夜間行動の模式図

村， 1976) が あ る 。

本来， 吸蛾類の 飛来距離や滞留性 は， 地形， 周辺の食
餌の状態， 果樹の種類や量， 果実の熟度 な ど の影響が大
き く ， 単純 に 結論す る こ と は 困難であ る 。 し か し ， ア カ
エ グ リ パの マ ー ク 個体 を 放逐 し て調査 し た 結果 な どか ら
推察す る と ， 周 辺 に 好適な食餌が な い果樹園では， 一度
圏 内 に 飛来 し た 吸蛾類の 多 く が果実が収穫 さ れ る ま で同
一園 の周辺に長 く と ど ま っ て 再飛来 を繰 り 返 し て い る 可
能性が大 き い。 こ う し て 果実の熟度がす す む に し た が っ
て ， 新 し い個体が次々 と 飛来 し て 果樹園周 辺 に と ど ま っ
て加害 を繰 り 返す た め ， 園周辺での密度が徐々 に 高 ま り
大 き な被害 を 受 け る も の と 考 え ら れ る 。 ま た ， 筆者 ら の
調査では， ア カ エ グ リ パ は， 半 径 250 m 程度 を 通常 の
行動圏 と し な が ら ， 900 m を 限界 と し て 500 m 程度 ま で

し ば し ば移動 し て い る 可能性が高 い 。
3 果樹園 への吸蛾類の飛来 お よ び加害条件

果樹園への飛来数 は ， 野外 に お け る 個体数の多少 と 密
接な関係が あ る こ と は い う ま で も な い が， 周辺部の食餌
作物の 多少や熟期， 果実の吸蛾類 に 対す る 誘引 力 に影響
さ れ る と み ら れ る (例 え ば， 奥代， 1953 ; 野村， 1962 ; 
森， 1989) 。 中 ・ 晩生種の モ モ 園 で の 調 査 で は， 吸蛾類
の飛来が多 く な る 時期 は ， 果実の熟度 と 密接 な 関係があ
り ， 収穫最盛期 の 7�10 目 前か ら 始 ま り ， そ の後収穫時

期 ま で急増す る 経過がみ ら れた 。 こ の飛来数 は， 果実の

糖 度 (Brix 値) よ り 硬 度 と の 関 係 が 深 く ， 硬 度 が 3
kg/cm2程度 か ら 飛来が始 ま っ て ， 硬度 が下 が る に し た
が っ て増加す る 傾向 が み ら れ る 。 一般 に ， モ モ の収穫期
は硬度 1�2 kg/cm2程度 と さ れ て お り ， 収穫期 に は 多 数
の飛来 を 受 け る 果実条件 と な っ て い る 。

果実の被害程度 は ， 果樹の 種類や 品種 に よ り 差が あ る
と す る 報告が多 い (例 え ば， 奥代， 1952， 1953 ; 藤村，
1963) 。 筆者 ら も 室 内 と 自 然条件下で調査 し た 結果， 果
樹の種類に よ り 晴好性 は か な り 相違す る こ と か ら ， 飛来

数 は 周 辺 の 食餌条件 に よ り か な り 影響 さ れ る と み ら れ
る 。 た だ し ， 8 月 中句 に 吸蛾 の 防除対策 と し て 網掛 け を
実施 し た ハ ウ ス 栽培の成熟 し た 早生 ウ ン シ ュ ウ ミ カ ン に
誘引 さ れた と み ら れ る 多 数 の ア ケ ビ コ ノ ハ や ア カ エ グ リ
パが， 周辺の露地栽培の宮川早生 ウ ン シ ュ ウ ミ カ ン や南
柑 20 号 の 未熟 な 果実 を 多 数加 害 (2 時 間 で約 200 頭捕
殺) し て い る の を確認 し て お り ， 他 に 好適な食餌が な い

場合 に は， か な り 未熟 な果実で も 摂食が可能で被害 を 受
け る 可能性が高 い と 考 え ら れ る 。

圏 内 に 飛来 し た 吸蛾類 は ， 一般 に 特定 の 果実 に 集 中 す
る こ と な し 関全体 に 広 く 分散 し て加害す る た め ， 飛来
数が増加す る と ほ ぽ直線的 に被害果数が増加す る 傾向 が
あ る 。 ま た ， 吸蛾類の同一圏内 へ の飛来量 は ， ナ シ 園 で
の調査で年次 に よ り 約 4 倍の差がみ ら れた こ と が報告 さ
れて い る (西沢 ら ， 1967 ; 内 田 ら ， 1976) 。 本 県 で の 調

一一一 21 一一一
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査で も ， 5�6 倍 の 差 が み ら れ， 吸蛾類 の 飛来量 ま た は
発生量 は年次変動がかな り 大 き い。 ま た ， 吸蛾類の種類

別 の構成比率 も 年次 に よ り 大 き く 変動す る と み ら れ る 。

お わ り に

果樹の害虫防除 は ， 新合成殺虫剤の 開発， 導入 に よ り
飛躍的 に 進展 し て 効率的 に 行わ れ る よ う に な っ た 。 最
近， 農薬 の 多 用 に よ る 弊害 が世界的 に 論議 さ れ て い る
が， 少 な く と も 多 く の害虫 を低密度 に抑 え て ， そ の被害
を 回避す る こ と が可能 と な っ た こ と は事実であ る 。 し か

し な が ら 果実吸蛾類 は ， 生活様式が類似す る 果樹 を加害
す る カ メ ム シ類 と と も に (梅谷， 1976 ; 小田， 1980 ; 守

屋， 1995) 現在 で も 最 も 防除 の 難 し い 害虫 と な っ て い
る 。 例 え ば ヒ メ エ グ リ パや ア カ エ グ リ パの幼虫 は， ア オ
ツ ヅ ラ フ ジ ( カ ミ エ ピ) を ， ア ケ ビ コ ノ ハ は ア ケ ビ， ミ
ツ バア ケ ビ， ム ぺ， ア オ ツ ヅ ラ フ ジ を 主 な食餌植物 と し
て お り ， 発生源 と な る こ れ ら の植物 は雑木林な ど 山野に
広範 に繁茂 し て い る 。 ま た ， 成虫の生存期聞 は比較的長
く (松沢， 1961 ; 石谷 ・ 八田， 1962 な ど) ， 多 く は昼間
果樹園周辺の山野に生息 し ， 夜間果樹園 に侵入 し て加害
し て お り ， 行動範囲が極 め て 広 い ( 中 島 ら ， 1956 ; 野村
ら ， 1962， 1967 ; 森 ら ， 1980 な ど) 。 こ れ ら の 生態 は 薬
剤 に よ る 防除がほ と ん ど不可能 な こ と を示 し て お り ， こ
れ ら が他の果樹害虫 に比べ て 防除 を 難 し く し て い る 原因
と な っ て い る 。
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書 評

『虫 を食べ る 人 々 』
三橋 淳 編著
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定価 1，800 円 (税別 ) ， 平凡社

21 世紀 を 目 前 に し て ， 世界的 に 増加 す る 人 口 ， そ の
結果 も た ら さ れ る 食糧特 に動物タ ンパ ク の不足が， 深刻
な 問題 と し て 関心 を 集 め て い る 。 そ の対応策のーっ と し
て ， 昆虫 を 動物 タ ンパ ク 源 と し て利用 す る こ と が各国で
検討 さ れつ つ あ り ， 文 こ れ と は別 に近年の生 き 物， 特 に
昆虫ブー ム の一環 と し て も ， 昆虫食 に対す る 関心が高 ま
っ て い る 。 こ の よ う な 時期 に 本書が出版 さ れた こ と は，
誠 に よ い タ イ ミ ン グであ っ た と い え よ う 。

本書 は 三橋 淳 (東京農業大学) を 中心 に ， そ の他 6
人の執筆者 を 加 え て 書かれた も の で あ り ， 世界各地の食
虫習俗が， 体験談 を ま じ え て ， 興味深 く 紹介 さ れ て い
る 。 内容 は ， r人 は な ぜ虫 を 食べ る かJ， r虫 の食べ方」

の概論的 2 章 に続 き ， 日 本の 昆虫食 を 皮切 り に ， 中 国，
ア ジ ア 特 に タ イ ， パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア ， オ ー ス ト ラ リ
ア ， ア メ リ カ ・ ヨ ー ロ ッ パ， ア フ リ カ 各地の食虫事情が
紹介 さ れて い る 。 こ れ ら の章 の 中 で， 中 国， タ イ ， パ プ
ア ニ ュ ー ギ ニ ア ， オ ー ス ト ラ リ ア ， メ キ シ コ ， ザ ン ピ ア
の食虫 に つ い て は， 実際の経験談が な ま な ま し く 報告 さ
れて お り ， そ れ ら の 国 の食虫 の現状が実感 さ れ る 。 ま た
短い な が ら も ， 太平洋戦争の時， パ プ ア ニ ュ ー ギニ ア で
敗走 し た 日 本兵が見虫 な ど を 食 べ て 命 を つ な い だ こ と
が， ニ ュ ー ギ ニ ア戦線か ら の生還者 に よ っ て書かれて い
る の は， 貴重 な記録 と い え よ う 。 ま た本書 は昆虫の栄養
価 に つ い て も 一章 を さ き ， 最後 は 今後の 昆虫食の あ る べ
き 姿で し め く く ら れて い る 。

各地の食虫事情 に つ い て は， 新 旧 多 く の文献 に基づい
て書かれた と 思わ れ る が， 本書の性格か ら ， 引 用文献の
出典が示 さ れて い な い の は残念で あ る 。 著者の 言 に よ れ
ば， いずれな ん ら か の形で こ れ ら 文献 を 明示 し た い と い
う こ と で あ る か ら ， 今後 に 期待 し た い。 出 典 は と も か
く ， 世界各地の昆虫食 に つ い て こ れだ げ の情報 を 網羅 し
た 書 は 他 に 見当 た ら な い。 (東京農工大学 佐藤仁彦)
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