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在 来 ク サ カ ゲ ロ ウ の 増 殖
に し通

玉川 大学農学部昆虫研究室 新

は じ め に

ク サ カ ゲ ロ ウ 科 (Chrysopidae) の 昆 虫 の ほ と ん ど の

幼虫が肉食であ り ， 食性の広 さ か ら 害虫の天敵 と し て 古

く か ら 注 目 さ れ て き た 。 FINNEY ( 1948) に よ っ て ， 鱗麹

自 の卵 と 幼虫 を餌 と し た 増殖 シ ス テ ム が開発 さ れて以来

実用化がす す み， 今や世界的 に 天敵資材 と し て の地位 を

確立 し て い る 。 し か し世界 に 1 ， 000 種以上 い る ク サ カ ゲ

ロ ウ 科の 中 で， 実際 に 用 い ら れ て い る の は カ ル ネ ア 種

( Chrysoperla carnea) と そ の 近縁種数種 に 限 ら れ て い

る 。 本文 は わ が国 の 土着種の 可能性 を検討す る と と も

に ， そ れ ら の生態， 増殖法 に つ い て述べ る 。 な お ， 文中

の ク サ カ ゲ ロ ウ の 和名 は， 再度 出 た 場合 “ ク サ カ ゲ ロ

ウ " を省略 し た 。

I 分類 と 有用種

ク サ カ ゲ ロ ウ 科の 昆虫 は， ほ と ん ど の成虫 は そ の英名

“green lacewing" が示す よ う に ， 緑色の レ ー ス 状 の 麹

を も っ。 成虫 は麹脈， 頭部の斑紋， 口器周辺の付属髭の

色 な どで区別す る が， 実際 に は か な り 難 し い。 む し ろ 幼

虫の体型， 背板の刺毛や紋様 に 特徴があ る 。 日 本産の種

の 分類 に つ い て は 近年再検討が な さ れ， “Chrysopidae

of ]apan" (TSUKAGUCHI， 1995) に ま と め ら れて い る 。 こ

れ に は， 日 本産 と し て 43 種が記載 さ れ， か な り の種の

改名 (学名， 和名) が な さ れ た 。 本誌 50 巻 8 号 に も 図

解 さ れて わ か り や す く 紹介 さ れて い る (塚 口 ， 1996) 。

1 カ ル ネ ア種 グ ル ー プの分類

欧米で害虫防除 に 使わ れて い る カ ル ネ ア種の分布は広

く ， 世界各地 に 及ぶ。 在来種で あ る 従来の ヤ マ ト ク サ カ

ゲ ロ ウ ( Chη'soperla nipponennsis) が カ ル ネ ア 種 と シ

ノ ニ ム と さ れて 以来 (TSUKAGUCHl ， 1985) ， カ ル ネ ア 種 は

わ が国 に も 全土 に 生育 し て い る こ と に な っ た 。 そ れ以前

は こ の種 は ヒ メ ク サ カ ゲ ロ ウ と 呼 ばれて い た が， 和名 と

し て は ヤ マ ト ク サ カ ゲ ロ ウ (以下， ヤ マ ト ) が残 さ れ

た 。 カ ル ネ ア種は分布が広 い だ け に種内 で も 変異が大 き
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く ， 別種 に 分 け る 学者 も い る 。 同胞種や近縁種の分類 は

国際会議で し ば し ば議論 さ れた が， い ま だ に 統ー を み な

い。 し た が っ て筆者 も 本文で は外国産 を カ ル ネ ア種， 日

本産 を ヤ マ ト と 区別 し て 用 い た 。 日 本産 の ヤ マ ト で も ，

長野県 の 山岳地域 に い る も の は幼虫 の 形態や成虫 の生態

に若干の違 いがみ ら れ る こ と がわ か っ て い る 。

2 天敵資材 と し て の有用種

有用種 を選ぶ に は食性， 捕食能力， 飼育の難易度 な ど

が条件の筆頭 に あ げ ら れ る 。 40 種以上 い る 日 本産 の 中

か ら 有用 な種を選ぶ こ と は ， ま だ生態 の よ く わ か っ て い

な い種 も 多 い こ と か ら ， 簡単 な こ と で は な い。

食性か ら い え ば一般 に 多食性で あ る が， 特 に 広食性 と

し て は ヤ マ ト ， ヨ ツ ボ シ ク サ カ ゲ ロ ウ ( Chryso，ρa se

ρtemρuncfata) ， ク モ ン ク サ カ ゲ ロ ウ ( Chη'sopa for

mosa) ， カ オ マ ダ ラ ク サ カ ゲ ロ ウ ( Mallada bonien

sis) な ど が あ げ ら れ， 被食者 と し て は 多 種 の ア プ ラ ム

シ の ほ か， キ ジ ラ ミ ， カ イ ガ ラ ム シ ， 小型鱗麹 目 の卵や

幼虫， ハ ダニ な どが あ げ ら れ る 。 マ ツ の ア ブ ラ ム シ を 専

門 に 食 べ る ア カ ス ジ ク サ カ ゲ ロ ウ ( Chη'soperla ルr

cifera) の よ う に 食性 の き わ め て 狭 い も の も い る が， 狭

食性の も の も 防除対象が絞 ら れて い る 場合 は か え っ て有

用種 と な り う る 。

捕食能力 に 関 し て は， 体サ イ ズ， 成虫期の食性 な ど で

異な る 。 成虫 の食性 は ， 肉食 と そ う でな い も の に 分 け ら

れ， Chrysopa 属が前者 に ， 他 の 多 く は 後者 に 入 る 。 こ

の 点 で は ヨ ツ ボ シ は 他種 よ り 大型 で幼虫 の 捕食量 も 多

く ， 成虫 も 肉食であ る こ と か ら 断然有利 で あ る 。

飼育の難易度 に 関 し て は， 飼育法の確立 し て い る ヤ マ

ト が有利 と い え る 。 し か し 広食性の種 は カ ル ネ ア 種 と 同

じ シ ス テ ム あ る い は改良 を加 え る こ と に よ り 飼育で き る

可能性が高 い。 こ の よ う に ， ヤ マ ト の ほ か に も ヨ ツ ボ シ，

ク モ ン， カ オ マ ダラ ， キ ン ト キ ク サカ ゲ ロ ウ (Brinckochrysa

kintokil ， タ イ ワ ン ク サ カ ゲ ロ ウ (Pseudomallada

formosanus) な ど が在 来 の 広食性 の 天敵 資 材 と し て あ

げ ら れ， 狭食性の種で も 目 的 に 応 じ て 可能性 を 秘 め た 種

がお り ， 今後 の 開発 に 期待が も た れ る 。

E 生 態
う どん げ

ク サ カ ゲ ロ ウ の卵 は優曇華 と よ ばれ， 糸状の卵柄の先
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表 ー 1 日 本産 ク サ カ ゲ ロ ウ 3 種の生育期間

生育 日 数
種 名 餌

l 齢 2 齢 3 齢 繭期間

ヤ マ ト ク サ カ ゲ ロ ウ ア ブ ラ ム シ ホ � 9 �13一一-;;. 9�12 
人工飼料傘キ 3 . 0  3 . 0  3 . 4  8 . 5  

ク モ ン ク サ カ ゲ ロ ウ ア プ ラ ム シ 唾一一一 7 �14一一-7 14�19 
人工飼料 4 . 1  4 . 1  5 . 3  14 . 9  

ヨ ツ ボ シ ク サ カ ゲ ロ ウ ア プ ラ ム シ ←- 7 �13一一-7 1 l�19 
人工飼料 3 . 8  3 . 9  4 . 7  15 . 9  

本 塚 口 ， 1977 " : 雄峰児粉末， 25T 

に産み付 け ら れ る 。 そ の産卵習性 も 様々 で， 1 卵 ずつパ

ラ パ ラ に 産 む ( ヤ マ ト ， ク モ ン) ， 比較的近距離 に か た

め て 産 む ( ヨ ツ ボ シ) ， 著 し く 接近 し て 産 む が卵柄 は 独

立 し て い る (Nineta spp. )  ， 数卵 の卵柄が l 本 に 合体 し

て い る ( タ イ ワ ン ) ， の 4 タ イ プ に 分 け ら れ る 。 成虫 は

一般 に ど こ に で も 卵 を産み， 餌条件が よ け れ ば十数~数

十卵 を 毎 日 数 か 月 産 み 続 け る 。 ヨ ツ ボ シ は 約 80 日 に

3 ， 200 卵， ク モ ン は 90 日 に 4 ， 000 卵 産 ん だ と い う 記録

も あ る (塚 口 ， 1977) 。

幼虫 は 紡錘形 で， 頭部前方 に 大 き な 釜状 の 口 器 を 持

ち ， こ れ を餌に突 き 刺 し体液 を 吸 う 。 幼虫 の 中 に は食ベ

カ ス や脱皮殻 を 背板の刺毛 に つ り で カ ム フ ラ ー ジ ュ す る

習'性 を も つ も の も い る ( タ イ ワ ン， カ オ マ ダ ラ な ど) 。

幼虫 は 3 齢 ま でで， 3 齢後期 に 旺 門 か ら 糸 を だ し 白 色で

球形の 繭 を 作 る 。 繭 は枯れ葉や枝の割れ 目 な ど 目 立た な

い と こ ろ に あ り ， 見 つ け に く い。 踊化 は繭形成後数 日 後

に起 こ り ， 繭 を透か し て脱皮殻が黒 く 見 え る こ と で確認

で き る 。 踊 は 羽化直前 に 大腿 で 繭 の 一部 を 丸 く 切 り 取

り ， 繭か ら は い 出 し適当 な場所 ま で移動 し て 羽化す る 。

生育期間 は種 に よ っ て 異 な り ， 温度や餌条件の影響 も 受

け る 。 表-1 に 日 本産 3 種の 生育期間 を 示 し た 。
し ゃ 〈

成虫の 口 器 は 岨 鴎 型 で， Chrysoþa 属 は 肉食で， ア プ

ラ ム シ を丸 ご と 食べ る が， そ の他の多 く は 甘露や花粉，
胞子 な ど を食べて い る 。 産卵 ま での 日 数 は 数 日 ~数週間
で， ヨ ツ ボ シ の場合 は 1 週間 ぐ ら い で， 寿命は長 く 数か

月 に わ た る 。

ク サ カ ゲ ロ ウ は 一般 に 短 目 で休 眠 に 入 る 。 そ の 感受

期， 休眠ス テ ー ジ， 臨界 日 長 は種 に よ っ て 異 な る 。 ヤ マ

ト は成虫休眠で， 休眠 に 入 る と 体色が褐変す る 。 ヨ ツ ボ

シ な ど成虫が肉食性の も の は繭の 中 で前踊休眠す る 。

皿 採 集 法

い て 飛び立た せ る と ， す ぐ に近 く の枝葉 に と ま る の で そ

こ を捕 ら え る 。 春 と 秋 に 発生の 山 が あ り ， ア ブ ラ ム シ の

少 な い 夏 に は採集 し に く い。 定光性 を利用 し た 夜間 の ラ

イ ト ト ラ ッ プ も 有効であ る 。 山野に面 し た建物の高 い 階

の電気 を つ け て お く と 数種の ク サ カ ゲ ロ ウ が多数飛来す

る 。 目 立 つ て 大 き い の が ヨ ツ ポ シ で あ る 。 そ の ほ か 小 さ

い種が多数 と れ る が， こ れ ら を成虫 で見分 け る の は慣れ

な い と 難 し い。 産卵習性や幼虫 の形態で分 け る と よ い。

ま た ヨ ツ ボ シ は マ タ タ ビ で も 誘引 で き る が， こ の場合 は

雄の み で あ る 。 卵 を採集す る こ と も で き る が， 寄生蜂が

出 て く る 場合が多 い。 も ち ろ ん ア プ ラ ム シ の 寄生 し て い

る 植物 を探せ ば幼虫 も 採集 で き る が， ゴ ミ を 背負 っ て い

た り ， 物陰 に い た り し て効率が悪 い 。

W 増 殖 法

1 飼料

ク サ カ ゲ ロ ウ の 実用 化が他の捕食性昆虫 よ り も 早 く 進

んだ理由の一つ に ， 代替飼料の 開発が あ げ ら れ る 。 ジ ャ

ガイ モ ガ の幼虫 と 卵 で Chryso.仰 cal抑rnica を 飼育 し た

のが最初 と さ れ， そ の後多 く の鱗麹 目 や シ ョ ウ ジ ョ ウ パ

エ， ゴ ミ ム シ ダマ シ ま で試 み ら れた 。 わ が 国 で は コ ク ヌ

ス ト モ ド キ のlJßでヤ マ ト ， ヨ ツ ボ シ ， カ オ マ ダ ラ ， ク モ

ン の 4 種の飼育 に 成功 し て い る ( 窪 田 ・ 志賀， 1995) 。

し か し こ れ ら の代替飼料 は ， 餌 と な る 昆虫 を増殖 し な ザ

れ ばな ら な い と い う 短所が あ り ， 経費や手間の面で人件

費の高いわが国で は か な り の シ ス テ ム 化が伴わ な い と 大

量飼育 に つ な が ら な い。

代替飼料以外の人工飼料の研究 も 行わ れ て き た 。 ク サ

カ ゲ ロ ウ の 口 器が吸汁 口 で あ る こ と か ら ， 人工飼料 は液

状飼料で開発が進んだ。 HAGEN and HASSAN ( 1965) は ，

イ ー ス ト ， カ ゼ イ ン加水分解物 を 主成分 と す る 液状の餌

をパ ラ フ ィ ン で コ ー テ イ 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 。 VANDERZANT

(1969) は， そ の 主成分 を 改良 し ， よ り よ い 飼料結果 を

得て い る 。 そ の後 コ ー テ ィ ン グ法 も カ プセ Jレ化 な ど改良

が進み， 中 国 で は Chrysoþa sinica の 大量増殖 に 成功 し

た と 報告 さ れて い る (CAI et al . ，  1983) 。 し か し 飼料の加

工 に お げ る 技術， 経費両面 で の 問題が残 さ れて い る 。

筆者 ら は， ア ブ ラ ム シ捕食性昆虫で あ る テ ン ト ウ ム シ

の飼料 と し て有効な ミ ツ バ チ 雄蜂児粉末 (NIIJIMA and 

�ATSUKA， 1985) を 飼料 と し て 6 種 の 飼 育 に 成 功 し た

(NIIJIMA and �ATSUKA， 1990， 表 2) 。 こ の飼料 は粉末で

あ り ， ク サ カ ゲ ロ ウ は 口 器か ら 消化液 を分泌 し 体外消化

成虫 は夜行性で， 昼 は葉の裏 な ど で じ っ と し て い る た し て 熊取 す る 。 飼料が粉末 で あ る と い う こ と は， 保存

め採集 し に く い。 ア ブ ラ ム シ の 多発 し て い る 植物 を た た 性， 操作性 に優れて い る が， 水分供給 を 別 に 行わ な け れ
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表-2 雄峰児粉末飼料に よ る ク サ カ ゲ ロ ウ の飼育結果

累代世代数
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+
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+
‘
一

幼虫発育

+
+
+
+
+
+
+
+

 

+
+
+
十
+
+
+
+

ク モ ン ク サ カ ゲ ロ ウ
ク サ カ ゲ ロ ウ
ミ ヤ マ ク サ カ ゲ ロ ウ *
ヨ ツ ボ シ ク サ カ ゲ ロ ウ
ア カ ス ジ ク サ カ ゲ ロ ウ
ヤ マ ト ク サ カ ゲ ロ ウ
カ ル ネ ア種 (北欧型) ネ
タ イ ワ ン ク サ カ ゲ ロ ウ

ChηIsopa formo叩
C. intima 
c. 戸erla
c. sゆtempunctata
Chrysoperla fi間cifera
Cl. carnea 
Cl. carnea 
民間d仰叩llada formosanus 

* : Ferran et aI. ( 1981 ) 成虫 に は花粉を与え て い る .

和名学名

c. : chηsopa. Cl. : chηsoperla 

共食い 防止 に効果的であ る 。 容器 は シ ャ ー レ や プ ラ ス チ

ッ ク ケ ー ス な ど 飼育規模 に 合 わ せ て 適 当 な も の で よ い

が， 1 齢幼虫 は小 さ い の で気密性が必要で あ る 。 シ ャ ー

レ を 用 い る 場合 は ， ふ た と の 聞 に 柔 ら か い 紙 を は さ み，

す き 聞がで き な い よ う に す る 。

休眠防止 に は 長 日 条件 (14 時 間 以 上) に し ， 飼育温

度 は 25"(前後が適温 と 思わ れ る 。

成虫 は飛ぶ ス ペ ー ス を 考 え 深 さ の あ る ア イ ス ク リ ー ム

カ ッ プな ど を利用 す る 。 餌条件が良 い と 容器 の ふ た や壁

面 に 産卵す る 。 共食い は し な い の で， 少 し大 き め の ケ ー

ジ に 入 れ て 採卵 し で も よ い。 あ る 天敵業者 は 直 径 20，

深 さ 30 cm く ら い の 円 筒形 の 容器 に 内 側 に 紙 を 張 り ，

そ の 中 に 50�100 頭の成虫 を 放飼 し て採卵 し て い た 。 卵

は紙 を交換す る こ と に よ り 毎 日 回収す る 。 卵 を放置す る

と 約 3 日 でふ化 し ， ふ化幼虫が後か ら 産 み付 げ ら れた卵

を食べて し ま う 。 卵 の保存が必要な と き は ， 低温で保存

す る 。

天敵資材 と し て の生産体制 に 入 れ ば， 当 然 良 い 品質 を

維持 し て い く 必要が あ り ， 良 い 品質 は何か と い う 難問 に

突 き 当 た る 。 一般 に は野外の個体 と 比較 し て 良否が決 め

ら れ る 。 し か し 野外 の 個体 に も か な り の ば ら つ き が あ

り ， 春 と 秋で体の大 き さ も 異 な る 場合 も あ る 。 い く つ か

の項 目 に つ い て 基準 を 定 め ， 定期的 に チ ェ ッ ク を す る 必

要があ る 。 以前ア メ リ カ の あ る 業者か ら ク サ カ ゲ ロ ウ の

繭 を 1 単位購入 し た と こ ろ ， 表示 の 半分強 し か羽化 し な

か っ た 。 文句 を 言 う と ， r次回 そ の 分値 引 き す る j と の

答 え が返 っ て き て ， ア メ リ カ ら し い と 苦笑 し た こ と があ

る 。 羽化率の低下 は ， た と え 飼育の状態が良好で も 輸送

中 の 事故 に よ っ て も 起 こ り う る 。 体 サ イ ズ， 探 索能力

(活動性) ， 捕食能力， 繁殖能力 な どが調査項 目 と し て 予

想 さ れ， そ れ ぞ れ に 基準 を 設 り る 必要があ る 。
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ばな ら な い と い う 問題 も 残 る 。 雄蜂児粉末 の原料であ る

雄蜂の幼虫や踊 は， 養蜂家か ら 大量 に 入手す る こ と がで

き る が， ま だ生産体制が整 っ て い な い た め に か な り の割

高 と な っ て し ま う 。 他の養蜂生産物 と 同様 に ， 低労賃 の

国 で生産す る こ と がで き れば こ の価格 は か な り 抑 え ら れ

る と 考 え ら れ る 。 ま た雄蜂児粉末 に 低 コ ス ト の増量剤 を

混せ. る こ と に よ る コ ス ト ダ ウ ン も 可能であ り ， 検討中 で

あ る 。 こ の雄蜂児粉末の分析結果か ら ， そ の栄養成分 を

加味 し た 化学合成飼料 も つ く ら れ， ク サ カ ゲ ロ ウ の栄養

要 求 性 も 明 ら か に な り つ つ あ る (HASEGAWA et al. ，  

1989 ; 新島， 1995) 。 今後， こ の 栄養要求性 を 満 た し た

安価な素材の人工飼料の 開発 も 期待 さ れ る 。

成虫 の飼料 と し て は， HAGEN (1950) が イ ー ス ト 加水

分解物 と 果糖， 塩化 コ リ ン を水で溶 い た 飼料で産卵 さ せ

る こ と に 成功 し ， そ の後 イ ー ス ト と 糖 (果糖 ま た は シ ョ

糖) を 主体 と し た餌が一般的 に 用 い ら れて い る 。 ま た 花

粉 と 蜂密 を混ぜた も の も 実用 的 に 用 い ら れて い る 。 し か

し 肉食性の も の は こ の飼料だ け で は産卵が少 な く ， 雄蜂

児粉末の よ う な動物 タ ン パ ク を加 え て や る と よ い。

2 飼育法

幼虫 の飼育法 は飼料 に よ っ て 異 な る が， 共通す る 留意

点 は ， 休眠 と 共食 い の 回避であ る 。 欧米の代替飼料の場

合， 細か く し き り の 入 っ た 枠 に 通風 を よ く す る た め に ゴ

ー ス を 張 り ， 一つ の し き り の 中 に ク サ カ ゲ ロ ウ の卵 を 1

個 と 餌 を封 じ 込 め る こ と に よ り 完全な個別飼育の形を取

っ て い る 。 餌が不足 し た場合 は炭酸 ガ ス 麻酔 を し て ， ゴ

ー ス を外 し て補充す る 。 コ ク ヌ ス ト モ ド キ の卵 を使っ た

飼育で は， 組織培養用 プ レ ー ト を 用 い て い る 。 餌が粉末

の場合 は餌 と は別 に 水 を 供給 し な ければな ら な い の で，

個別飼育 は無理であ る 。 水 は保水性の 高 い ス ポ ン ジ な ど

に含 ま せ て 各所 に 置 き ， 乾燥 し た ら 補充す る 。 幼虫 は な

る べ く 低密度 に し て お互い の接触 を 少な く し ， 餌 も 分散

し て お く こ と に よ り 餌 と の遭遇 を 多 く す る 。 ま た 飼育空

間 に 木 く ずや発泡ス チ ロ ー ル な どの緩衝材 を 入れる の も
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冒頭で も 書 い た よ う に ， ク サ カ ゲ ロ ウ は世界各地で実

際 に 利用 さ れて い る 。 ア メ リ カ や ロ シ ア で は ト ウ モ ロ コ

シ畑の メ イ ガや コ ム ギ， ワ タ ， 野菜， 果樹な ど の ア ブ ラ

ム シ の 防 除 な ど で野 外 で 用 い ら れ て い る が (RlDGWAY

and MURPNY， 1984) ， 北欧で は 野菜， 花 き の 温室での利

用 が多 い (TULlSALD， 1984) 。 わ が 国 で は お そ ら く ハ ウ ス

での利用が当初の タ ー ゲ ツ ト と な ろ う 。 外国で どれ く ら

い効果があ が っ て い る の か の 具体的 な デー タ は き わ め て

少 な い。 捕食性天敵類の 防除効果 は ， 寄生率で表せ る 寄

生性の も の と 比べ評価 し に く い。 特 に ア ブ ラ ム シ の よ う

に 幾何級数的 に増殖す る 害虫 に は， 増 え て か ら 天敵を放

す の で は 天敵が十分働 い た と し て も 評価 さ れ に く い。 し

か し発生初期 の 防除 は さ ら に 評価が難 し い。 ま た 外国で

入， 農作業の簡素化， 健康食品 (無農薬栽培) 指向， 地球

環境か ら の視点 な どが こ れ ら の 原動力 と な っ て い る 。 ク

サ カ ゲ ロ ウ に 限 っ て い え ば， 外国 で は軌道 に の っ た 天敵

資材 と 言 え ， 輸送機関が発達 し た 今 日 わ ざわ ざ苦労 し て

日 本で生産 し な く て も ， と い う 考 え も あ ろ う 。 し か し 前

述の よ う に ， わ が国 に も 有力 な 土着種が存在す る 。 自 国

で使 う 天敵 を 自 国 で生産す る こ と は 当 然 な こ と で は な い

だ ろ う か。 ま た そ れが土着 の 天敵 を保護す る こ と に も つ

な が る 。 じ っ く り と 試験研究 を 重ね し っ か り と し た 方法

を確立 し て ， 実用化 を成功 さ せ た い。 本文 で は あ え て 特

定の穏に絞 ら ず に 記述 し た 。 こ れ は 天敵資材の 多様性 を

考 え ， 適材適所の使用 を 希望す る か ら で あ る 。 一種の シ

ス テ ム が走 り 出 せ ば， あ る 程度 の改良 に よ り 他種への応

用 も 可能 に な る と 考 え ら れ る 。 わ が 国 の 土着天敵 を 最大

限 に利用 し た ア ブ ラ ム シ の 防除体制がで き る こ と を 願 っ

成功 し て い て も ， わ が 国 の農業体系 で う ま く 働 く と は 限 て い る 。

ら な い。 現状で の 栽培体系 で 試験放飼 を 重 ね， 放飼時

期， 放飼密度 な ど の放飼方法 を 確立す る 必要があ る 。 比

較的長い煽期間 を輸送 に 当 て る こ と ， 放飼の手間な どか

ら 放飼 ス テ ー ジ は 成 虫 が妥 当 だ と 考 え ら れ る 。 こ の 場

合， 成虫が肉食でな い種は産卵す る ま での期聞が長 い と

防除効果が出 に く く な る の で， そ の 点、 を加味 し た 放飼時

期の設定が必要 に な る 。

ま た 閉鎖系 に お い て も ， わ が 国 のハ ウ ス は 温度が上昇

す る た め ， 天窓や側面 を 聞 け る こ と に な り ， 放飼虫 の逃

亡が懸念 さ れ る 。 逃亡す る の は 主 に成虫であ る か ら ， 夜

行性の成虫 に対 し て は夜間窓 を 閉 め る こ と に よ っ て か な

り 防 げ る と 思 わ れ る 。 し か し ， 夏 の 日 中 は 40'C近 く ま

で上昇す る ハ ウ ス の条件下で防除効果 を あ げ ら れ る か は

別問題であ り ， 夏の放飼 に は耐高温性の あ る 種や系統の

選択が必要で あ る 。

お わ り に

最近ア プ ラ ム シ の捕食性天敵 の 実用 化 に 向 け て ， 試験

場や企業 な ど の 動 き が め ざ ま し い。 花粉媒介 見 虫 の 導
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