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ミ カ ン ノ ア ブ ラ パ チ の 飼 育 法
たか

農林水産省果樹試験場カ ン キ ツ 部 高 梨 祐
あ き

明

は じ め に

ミ カ ン ノ ア プ ラ パチ (Lys砂hlebus jaþonicus ASHMEAD) 

は， 日 本や台湾 な ど の 東ア ジ ア 地域 に 分布す る ア プ ラ ム

シ の一次寄生蜂で あ る 。 日 本の カ ン キ ツ 園では最 も 普通

に 活 動 す る 種 で， 夏 に は ミ カ ン ク ロ ア プ ラ ム シ ( Tox.

optera citricidus (KIRKALDY) ) や ユ キ ヤ ナ ギ ア プ ラ ム シ

(Aphis ゆiraecola PATCH) ， ワ タ ア ブ ラ ム シ (A. goss.ゅii

GLOVER) な ど カ ン キ ツ の主要 な ア プ ラ ム シ に対 し て 活発

な寄生活動が認 め ら れ る (加藤， 1970) 。 こ の 寄生蜂 は

主要な寄主であ る ミ カ ン ク ロ ア ブ ラ ム シ と 同等か そ れ以

上の増殖能力 を有す る こ と か ら ， カ ン キ ツ 加害性ア プ ラ

ム シ の 天 敵 と し て 重 要 な 位 置 を 占 め て い る (高 梨，

1990) 。 ま た ， 野菜 の施設栽培 に お い て ワ タ ア ブ ラ ム シ

に対す る 利用技術が検討 さ れて き た 経緯 も あ る (太田 ・

4吋ホ 1997) 。

本稿では， ミ カ ン ク ロ ア プ ラ ム シ を寄主 と し た ミ カ ン

ノ ア プ ラ パチの飼育法 を 紹 介す る 。 ま た ， そ の ほ か に 2

種ア プ ラ パチ の採集 と 飼育 に 関 す る 若干の知見 を付記す

る 。

I ミ カ ン ノ ア ブ ラ パ チ の採集法

西南暖地 に お い て 本寄生蜂 を 最 も 容易 に 採集で き る 場

所 は (薬剤j防除圧の あ ま り 高 く な い) ， カ ン キ ツ 園 で あ

る 。 春か ら 秋 ま で採集で き る が， 新梢量 の 多 い 時期が採

集 に適す る 。 秋 に は マ ミ ー か ら 二次寄生蜂が高率で羽化

す る 傾向があ る (高梨， 未発表) 。

マ ミ ー を含 む ア プ ラ ム シ の コ ロ ニ ー を 見つ け た ら ， 新

梢 ご と 切 り 取 っ て ピニ Jレ袋 に 入 れて 持 ち 帰 る 。 ピ ン セ ッ
は

ト でマ ミ ー を植物か ら 剥が し ， 円形の脱出 口 の 聞 い た も

の を 除去 し て か ら 小型試験管や管 ピ ン な ど に 1 個ずつ収

容 し て シ ー ロ ン フ ィ ル ム な どでふた を す る 。 羽化 し た ハ

チ は餌 と 水が な い と 1 日 以 内 に 死 ん で し ま う (高 梨，

1990) の で， マ ミ ー を封入 す る 際に水で 2 倍 に 希釈 し た

蜂蜜 を ガ ラ ス 壁面 に 1 滴付 げ て お く 。 こ れ を 25DCの 恒
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温器内 に 置 け ば 4 日 以 内 に ハ チ が羽化す る 。 そ れ以上経

過 し た 場合 に は， 二次寄生蜂が羽化す る こ と が多 い。

二次寄生蜂 は マ ミ ー化後 に 攻撃す る ( 高 田 ， 1976 a) 

の で， 一次寄生蜂 を確実 に 入手す る た め に は ， マ ミ ー化

前の個体 を 採集 し (体色の 黄化 で被寄生個体 を お お よ そ

見分 げ ら れ る ) ， あ ら か じ め 芽吹 き さ せ た カ ン キ ツ 苗 に

移 し て飼育す る 。 採集時 に 切 り 取 っ た 新檎 に よ る 飼育で

は， マ ミ ー に 至 ら ず に 死亡す る こ と が多 い。

筆者がカ ン キ ツ 以外で ミ カ ン ノ ア プ ラ パチ を 容易 に 採

集す る こ と がで き た植物 と 寄主 を あ げ る と ， ユ キ ヤ ナ ギ

上 の ユ キ ヤ ナ ギ ア プ ラ ム シ， サ ン ゴ ジ ュ 上 の ハ ゼ ア ブ ラ

ム シ ( Toxoptera odinae ( V  A N  DER G∞T) ) ， チ ャ 上 の コ ミ

カ ン ア プ ラ ム シ ( T. auranti引BOYER DE FONSCOLOMBE) ) ， カ

ラ ス ノ エ ン ド ウ な ど マ メ 科 草 本 上 の マ メ ア プ ラ ム シ

(Aphis craccivora K∞H) な ど で あ る 。 ま た ， 高 田 ( 1976

a) は， ジ ャ ガ イ モ 上 の ワ タ ア プ ラ ム シ か ら 本種が普通

に採集 さ れ る が， モ モ ア カ ア プ ラ ム シ (A⑪'zus ρersicae 

( (SULZER) ) か ら の羽化 は ま れで あ る と 記 し て い る 。

E ミ カ ン ノ ア プ ラ パチ の飼育方法

ミ カ ン ノ ア プ ラ パチ は ， 寄主範囲が広 い の で様々 な ア

プ ラ ム シ で飼育で き る と 推察 さ れ る 。 し か し ， 筆者の経

験では， ミ カ ン ク ロ ア プ ラ ム シ を 寄主 と し て 飼育す る の

が最 も 容易 か つ確実 な 方法であ る 。 こ こ で は精密 な 生態

調査 に 適 す る カ ラ タ チ 実生苗 を 用 い た 小規模 な 飼 育法

と ， 省力 的 な累代飼育 に 適 す る 組放的な飼育法 に つ い て

記す。 も ち ろ ん， 中間的 な規模の飼育法 は多様に存在す

る の で， 用途に応 じ て 改変す る こ と が望 ま し い。

1 カ ラ タ チ実生首法

こ の 方法 は， KOMAZAKI ( 1990) に よ る カ ラ タ チ 実生苗

を使っ た ミ カ ン ク ロ ア プ ラ ム シ の飼育法 を ハ チ の飼育 に

応用 し た も の で あ る 。 寄主植物の播種か ら 一貫 し て植物

培養試験管 ( 内 径 40 mm， 長 さ 120 mm) 内 で行 う た

め， 他見虫や ダニ の侵入 を 完全 に 排除で き る と い う 利点

を持つ。

( 1 )  カ ラ タ チ 実生苗の育成

35 mm フ ィ ル ム ケ ー ス 程度 の 大 き さ の 容器 に 滅菌土

(パー ミ キ ュ ラ イ ト と 鹿沼土 を 1 対 1 に 混 ぜた も の) を

入れ， 剥皮 ・ 滅菌 (次亜塩素酸 ナ ト リ ウ ム 2%水溶液 に
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3 分間浸 し た 後， 滅菌水です す り し た カ ラ タ チ種子 を

播種す る 。 こ れ を培養試験管 に入れて ア ル ミ ホ イ ル でふ

た を し ， 25�30oCの恒温器内 で発芽 さ せ る 。

カ ラ タ チ の種子 は カ ン キ ツ の苗木業者や試験場 に頼ん

で分 け て も ら う 。 カ ラ タ チ の果実が入手で き る 場合 は，

10�12 月 に 種子 を 摘 出 し て よ く 水洗 い す る 。 果皮や果

肉が腐敗 し て い る 場合で も 種子 は利用 で き る 。 水洗 し た

種子 に チ ウ ラ ム ・ チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル水和剤 ( ホ ウ マ

イ コ ー ト ) を 種子重量 の 2�3%粉衣 し て ， 湿潤 な状態

で冷蔵保存す る と 1 年聞 は十分な発芽力 を保つ。 種子 を

1 ， 000 粒用意で き れ ば楽 に 1 年聞 は 飼育が継続で き る 。

種子が乾燥す る と 発芽力 が極端 に落ち る の で注意す る 。

( 2 ) 寄主 の飼育

播種 か ら 10 日 ほ ど 経過 し ， 芽が 5 cm 程度 に 伸 び た

カ ラ タ チ 実 生 首 に ミ カ ン ク ロ ア プ ラ ム シ の 無 遡 成 虫

3�5 頭 を 接種 し ， ゴ ー ス な ど通気性 の あ る も の でふ た

を す る 。 細菌培養な どで使用 さ れ る シ リ コ 栓@ を整形 し

て ふ た に す る と 使 い勝手が よ い ( 口 絵写真参照) 。 こ れ

を 250Cに 24 時間放置す る と 計 20 頭 ほ ど産仔す る の で，

成虫 を取 り 除 い て 幼虫の みの集団 を作 る 。 ア プ ラ ム シ の

移 し 替 え は 水 で 湿 ら せ た 面 相 筆 で行 う 。 幼 虫 集 団 を

250C， 16 L -8 D で飼育す る と 約 1 週 間 で成 虫 に な る の

で， こ こ ま での手瀬 を繰 り 返す こ と に よ っ て寄主個体群

を維持で き る 。 苗がア プ ラ ム シ の増殖 に適す る 期間 は短

く ， 同 じ 苗上で飼い続け る と ， 孫世代 の ほ と ん ど は有麹

型 に な っ て し ま う 。

( 3 ) ハ チ の飼育

個別の容器内 で羽化 し た ハ チ は， 雄雌一対 を 同 じ試験

管 に 入 れ る と 間 も な く 交尾す る (表-1) 。 こ う し て 得た

既交尾雌 を幼虫集団の入 っ た 培養試験管 に放 し て し ば ら

く 放置す る 。 24 時間経過 し た ら 容器か ら ハ チ を 除去 し，

250C， 16 L-8  D の恒温器 に 入 れ て お く と 寄主 は 約 7 日

でマ ミ ー化す る 。 マ ミ ー は採集方法の項で記 し た 要領で

l 個ずつ ガ ラ ス 容器 に 取 り 分 け る 。

表-1 ミ カ ン ノ ア プラ パ チ雌成虫の羽化後の経過時間 と
交尾率の関係

羽化後の経過時間

6 時間以内 翌 日 2 日 後 3 日 後

供試ベア 数 20 20 20 20 

雄の反応率 (%) 叫 90 100 95 100 

交尾成立率 (%) 同 100 90 74 55 

剖 : 同居後 3 分以内 に， 麹 を 震 わ せ な が ら 雌 に接近 (反応) し
た雄の率.

b) : 雄が反応 し て 後 3 分以内 に 交尾 を 受 け 入れた 雌の率. 雄
が反応 し た場合 を母数 と す る .

雌成虫 の 生存期 聞 は蜂蜜 と 水 を 与 え て も 250Cで 4 日

程度 で あ る (高梨， 1990) 。 ま た ， 羽化 当 日 か ら 多 数 の

卵 を産む (図-1) の で， 交尾雌 に は速や か に 寄主 を 与 え

て産卵 さ せ た ほ う が よ い。 ハ チ は寄主の分泌す る 甘露 を

摂取 し て蜂蜜 を 与 え た場合 と 同程度の期間生存で き る の

で， 寄主 と 同 じ 容器 に 入 れ て い る 聞 は 蜂蜜 は 不 要 で あ

る 。

〈留意点〉

1 本の カ ラ タ チ苗上の寄主幼虫 集 団 が多 す ぎ る と ， ハ

チ に与 え た と き に産卵 を 免れ る 個体が生 じ る 。 そ れ ら の

個体が産仔す る と ， 苗の劣化や過密の原因 と な り ， 被寄

生個体の死亡率が高 ま る 。

ミ カ ン ノ ア プ ラ パチ は， ミ カ ン ク ロ ア ブ ラ ム シ の 1 齢

幼虫か ら 成虫 ま で の す べ て の齢期 に 産卵 し， 発育が可能

であ る 。 し か し， 老熟幼虫や成虫 を 産卵対象 と す る と ，

①寄生 を免れ る 個体が多 く な る ， ②被寄生個体 も マ ミ ー

化前 に産仔す る ， 等の理由 か ら 苗上 の ア プ ラ ム シ が過密

に な り ， 生存率の低下や発育の ば ら つ き を ま ね く 原因 に

な る 。 ま た ， カ ラ タ チ実生苗 を 使用 し た場合 に は， 産卵

時 の 寄主齢 に よ る 羽化個体サ イ ズ の 差 は 明瞭で は な く

(高梨， 未発表) ， 老熟寄主 を産卵 に使 う 利点 は 少 な い。

こ の よ う な理由 か ら ， 筆者 は 1 齢幼虫 を 産卵 に使用 し て

い る 。

マ ミ ー を集 団 の ま ま 容器 に 入れて放置す る と ， 羽化 し

た ハ チ は 自 然 に 交尾す る が， 50 個体の 集 団 (雄率 は 平

均 0 . 35) で は 1O�20% の雌が 24 時間後 も 未交尾の ま ま
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図 - 1 ミ カ ン ノ ア プ ラ パチ雌成虫の齢別生存率 と 産卵数
1 雌 に ナ ツ ダイ ダ イ 実生苗で増殖 し た ミ カ ン ク ロ ア
プ ラ ム シ l 齢幼虫 150 頭 を 24 時間 ご と に刷新 し な が
ら 与 え 続 け た . 供試 3 日 後 に すべて の寄主 を解剖 し ，
ハ チ の幼虫数 を 数 え て 産卵数 と し た . 各温度 区 7 雌
ずつ を供試 し た .
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残 る 。 未 交尾雌 は 普通 に 産 卵 す る が， 雄卵 し か 生 じ な

い。 し た が っ て ， 集団で交尾 さ せ た 成虫 を 次世代 の作出

に 用 い る 場合 に は， 確実 を期 し て 産卵雌数 を 多 く す る 。

個体飼育 し た 雌雄 を 交尾 さ せ る 場合 に は， 雌の羽化後な

る べ く 早 く 雄 を 与 え た ほ う が交尾 を 受 け入れ る 確率が高

い (表一1) 。 雌 は生涯 に l 回 し か交尾を受 け入れな い。

2 カ ン キ ツ鉢植 え 苗 を 用 い た 組放的 な方法

飼育ス ペ ー ス に 余裕が あ る 場合 に は， 鉢植 え の ウ ン シ

ュ ウ ミ カ ン (8�10 号 鉢) や ナ ツ ダ イ ダ イ ， レ モ ン

(3�5 号鉢) な ど を室 内 に 搬入 し ， ミ カ ン ク ロ ア ブ ラ ム

シ と ミ カ ン ノ ア プ ラ パチ を 放 し 飼 い に す る 。 植物育成用

の ガ ラ ス 温室 と ， 寄主 ・ 寄生蜂の飼育 ス ペー ス を そ れ ぞ

れ別 の恒温室 に 確保で き れ ば， そ れ ら の部屋 に カ ン キ ツ

苗 を循環 さ せ る こ と で累代飼育がで き る 。 ウ ン シ ュ ウ ミ

カ ン苗 と ナ ツ ダイ ダイ 苗 を 交互 に 用 い て も 寄主 と 寄生蜂

の発育 に 影響 は な い。 筆者 は 約 30 本 の ウ ン シ ュ ウ ミ カ

ン苗 と 100 本 の ナ ツ ダイ ダ イ 実生苗 を組み合わ せ て ， ミ

カ ン ノ ア プ ラ パチ を 7 年間累代飼育 し た 経験があ る 。 た

だ し， 努定 と 加温 を 繰 り 返 し て い る と 苗が し だ い に衰弱

す る の で， 徐々 に 更新 し た ほ う が よ い。

飼育室 に は， 鉢植 え を 並 べ ら れ る 大 き さ の 棚 を 用 意

し， 天板や仕切 り 板の 下 に 植物培養蛍光灯 を取 り 付 け て

補助照明 と し， タ イ マ ー で制御 し て 長 日 条件 に す る 。 エ

ア コ ン の風が直接植物 に 当 た ら な い よ う に ， 棚の前面 に
す だれ

ゴ ー ス の簾を取 り 付 け る 。

カ ン キ ツ 苗 は努定 し て 高温の ガ ラ ス 温室 内 に 置 く と 比

較的容易 に 新梢 を 展開す る 。 新梢展開初期の苗を寄主の

飼育室 に 持 ち 込み， 別の苦か ら 既 に コ ロ ニ ー の発達 し て

い る 枝葉 を切 り 取 っ て 新梢部 に 乗せ て お く 。 3�5 日 経

過 し て ア ブ ラ ム シ の個体数が増加 し 始 め た ら ， そ の苗 を

ハ チ を 放 し 飼 い に し て あ る 部屋 に 移す。 飼育室が 250C

の場合， ハ チ の飼育室 に は， 少 な く と も 10 日 に 一度新

し い寄主集団 の つ い た 苗 を供給す る 。 マ ミ ー や成虫 を連

続 的 に 得 た い場合 に は ロ ー テ ー シ ョ ン を 早 く す る 。 ま

た ， ア ブ ラ ム シ の増殖が速す ぎ る と 有麹虫 を輩出 し て飼

育効率が悪 く な る の で， 飼育温度 は 20�220Cが適温 と

思わ れ る 。

く留意点〉

当然の こ と で は あ る が， 他の害虫や寄生蜂， 捕食性天

敵類が飼育室 に 紛れ込 ま な い よ う に 注意 す る 。 そ の た

め， 加温前の苗か ら は害虫や天敵 を 除去す る 必要があ る

が， 薬剤散布 は 避 け て 手 で除去す る こ と が推奨 さ れ る 。

ま た ， ナ メ ク ジが鉢底 に 潜 ん で い る と 暗期 に 新檎上 を詳
細す る こ と があ る の で， 忌避テ ー プを株元 に 巻 い て上昇

を 防 ぐ 。 ま た ， 使用後の苗は， 新梢部 を切除 し て か ら 野
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外 に放置す る 。 新た な 出芽がな け れ ば生存個体 も や がて

死滅す る が， 周 囲 に 気 を 使 う 場合 は DDVP 乳剤 な ど残

効の短い殺虫剤 を 散布す る 。

ウ ン シ ュ ウ ミ カ ン苗で増殖 し た ユ キ ヤ ナ ギ ア ブ ラ ム シ

(以下では， ウ ン シ ュ ウ ミ カ ン + ユ キ ヤ ナ ギ ア ブ ラ ム シ

の よ う に 表記) を 用 い て 同 様 の 方法でハ チ を 飼 育 で き

る 。 し か し， ナ ツ ダイ ダイ 苗や レ モ ン苗 は ユ キ ヤ ナ ギ ア

プラ ム シ の増殖に は 適 さ な い。 ま た ， カ ン キ ツ 苗 で ワ タ

ア ブ ラ ム シ を 累代飼育す る こ と は さ ら に難 し い。

国 そ の他の ア ブ ラ パ チ の採集 と 飼育 に つ い て

ミ カ ン ノ ア フ。 ラ パチ以外 に 筆者が試 み た 2 種の ア プ ラ

パチ の採集 ・ 飼育法 を以下に 記す。

1 Diaeretiella rapae (M 'INTosH ) 

こ の ハ チ は春季 あ る い は秋冬季 に ア ブ ラ ナ花科野菜上

の ダ イ コ ン ア ブ ラ ム シ {Brevicoηne br国sicae (L.) ) ，  

ニ セ ダ イ コ ン ア プ ラ ム シ ( L iþaρ h is e rysimi  

(KALTENBACH) )  ， モ モ ア カ ア プ ラ ム シ な ど の コ ロ ニ ー か

ら 採集 さ れ る 。 し か し ， 夏季 に は こ れ ら の ア ブ ラ ム シ 自

体が低密度 と な り ， 採 集 す る の は き わ め て 難 し い (高

田， 1976 a， b) 。

飼育 に 当 た っ て は， 温室 内 で ダ イ コ ン を 栽植 し ， 葉 を

水差 し に し て 上記 い ずれかの ア プ ラ ム シ を育て て 寄主 と

し た 。 飼育容器 に は透明塩 ビ製広 口 T 型 ビ ン ( 内 径 72

mm， 高 さ 167 mm) を 使 い， 通気性 を 保 つ た め に ふ た

の部分 に穴 を あ け て ゴ ー ス を 張 っ た 。 マ ミ ー化後の取 り

扱い や成虫 の飼育法 は， ミ カ ン ノ ア プ ラ パチ に 準 じ る 。

カ イ ワ レ ダイ コ ン の段階で使用 す る と 小 さ な培養試験

管で飼 え る が， ハ チ の発育期間内 に 苗が萎凋す る こ と が

多 く ， マ ミ ー 化前死亡率が 50% を 超 え た 。 カ ラ タ チ +

ミ カ ン ク ロ ア プ ラ ム シ や カ ボ チ ャ + ワ タ ア プラ ム シ で も

産卵 と 羽化 は 見 ら れた が， 生存率や交尾率が世代 を 追 っ

て低下 し た 。

2 Ephedrus nacheri QNTOSH 

本種 は き わ め て 広食性の ハ チ で， 多様 な ア プ ラ ム シ か

ら 羽化す る (TAKADA， 1968) 。 筆者 は毎年春か ら 初夏 に

ユ キ ヤ ナ ギ上 の ユ キ ヤ ナ ギ ア プ ラ ム シ で こ のハ チ を採集

し て い る が， 6 月 中旬以降 に採集 し た 経験 は な い。 本種

の 寄生 に よ る マ ミ ー は 寄主 の 体色 に 関係 な く 黒色 に な

り ， ミ カ ン ノ ア プラ パチ に 寄生 さ れた場合の暗褐色 の マ

ミ ー と は容易 に 見分 け がつ く 。 ま た， ミ カ ン ノ ア プ ラ パ

チ に 寄生 さ れた ア プ ラ ム シ は摂食部位か ら 移動せ ず に マ

ミ ー化す る の に対 し， E. nacheri の寄生 に よ る マ ミ ー は

コ ロ ニ ー か ら やや離れた と こ ろ に 点在す る 傾向 が あ る の

で， 採集時 に は 旧棄 な ど ア プ ラ ム シ の存在 し な い部位 ま
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で広 く 見 る 必要 が あ る 。
カ ラ タ チ + ミ カ ン ク ロ ア ブラ ム シ， グPイ コ ン + モ モ ア

カ ア ブ ラ ム シ， カ ボ チ ャ + ワ タ ア ブラ ム シ， ジ ャ ガ イ モ
ま た は ウ ン シ ュ ウ ミ カ ン + ジ ャ ガ イ モ ヒ ゲ ナ ガ ア ブ ラ ム
シ等 で い ずれ も 良好な飼育がで き る 。 本種 は ミ カ ン ノ ア
プ ラ パ チ や D. mpae に 比 べ て 成 虫 生 存 期 聞 が 長 く

(250Cで 14 日 程度) ， 寄主 の{共給が断続的 に な る 条ド|ー で

も 飼育 を 維持 し や す い。
近縁穫の E. plagialo1' ( NEES) も 同様の方法で採集，

飼育がで き る 。

お わ り に

ア プ ラ パチ類の飼育 は， 寄主 で あ る ア ブ ラ ム シ の飼育
の可 否 に 依存 す る と い っ て も 過言 で は な い。 し た が っ
て ， 広食性の ア ブ ラ パ チ で， モ モ ア カ ア ブラ ム シ や ワ タ

ア ブ ラ ム シ， ジ ャ ガ イ モ ヒ ゲ ナ ガ ア ブ ラ ム シ， ユ キ ヤ ナ

ギ ア ブラ ム シ な ど既に飼育法が十分 に 確立 さ れて い る ア
ブ ラ ム シ (湯嶋 ら ， 1991) を寄主 に 含 む種 で あ れ ば飼育
で き る 可能性が高 い。 し か し ， 例 え ば ミ カ ン ノ ア プ ラ パ
チ は ジ ャ ガ イ モ 上 の モ モ ア カ ア ブ ラ ム シ に は産卵 し て 発

育可能で、あ る が， ダ イ コ ン上の同種に は定位 し な い (高

回， 1976 a) と い う 知見 も あ り ， 飼育 に 際 し て は寄主 と 寄
主植物の組み合わせ に配慮す る 必要性 も 示唆 さ れて い る 。

ま た ， イ タ リ ア で は ア ブ ラ パ チ の一種 A戸hidius e1'UY 
HALlD!lY の人工飼料 に よ る m uztro 飼育に 成功 し て い る
(DIGILlO et a!，  1996) 。 し か し ， 現段階では ア ブ ラ ム シ に

替わ る 適当 な産卵基質が開発 さ れて お ら ず， 累代飼育す
る 場合 も 一度 ア ブ ラ ム シ の体 内 に 産下 さ れた卵 を取 り 出

し て 人 工 飼 料 内 に 移 す 作 業 が必 要 と さ れ て い る 。 m
vztro 飼育法 は ， ア ブ ラ パ チ 類の基礎研究や応用 技術開

発に新 し い展開 を も た ら す も の と し て 興味深い。
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性 フ ェ ロ モ ン剤等使用 の手引
内容 ・ 性フ ェ ロ モ ン と その利 用 法

・ 発生予察 ・ 交信か く 乱
・ 大量誘殺

害虫の発生予察用 に 広 く 利用 さ れ て い る 性 フ ェ ロ モ ン

剤 を ， 初 め て 使用 さ れ る 方 を 対象 に 編集 し た 手引 書 で す 。

性 フ ェ ロ モ ン 剤 の 基礎的知識 を 得 る 参考書 と し て ， 現場

に お け る マ ニ ュ ア ル と し て 平易 に 解説 さ れ て お り ま す 。

ま た ， 旧版 で は 取 り 上 げて い な か っ た 防除 用 の性 フ ェ ロ

モ ン 剤 に つ い て も ， 交信 か く 乱 ・ 大量誘殺 に 分 け て 各製

剤 ご と に 解説 し で あ り ま す 。

B 5 判 86 ペ ー ジ ( カ ラ ー 4 ペ ー ジ )
定価 本体 1 ， 7 48 円 (税別) 送料 3 1 0 円

く お 申 し 込み は 前金 (現金書留 ・ 郵便振替 ・ 小為替な ど) で本会 ま で〉
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