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は じ め に

果樹の果実 を 吸汁加害す る カ メ ム シ類 を ， 果樹カ メ ム
シ類 と 総称す る 。 1973 年 に 全国的規模で大発生 し て 以
来， 不規則な周期で多発生が繰 り 返 さ れ， 果樹の重要害
虫 と し て 注 目 さ れ る よ う に な っ た 。 果樹カ メ ム シ類 と し
て 30 種以上が記録 さ れて い る が， 全国的な 発生動 向 か
ら は チ ャ ノTネ ア オ カ メ ム シ ， ク サ ギ カ メ ム シ， ツ ヤ ア オ
カ メ ム シ が重 要 で あ る 。 1996 年 の 大発生時 に 行 わ れ た
実態調査 (農林水産省果樹試験場， 1997) に よ る と ， 東
北地方 と 北陸地方の一部 で ク サギ カ メ ム シ， 四 国や 九州、|
の一部で ツ ヤ ア オ カ メ ム シ， そ の他の ほ と ん どの地域で
チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ が最優占種 (総誘殺数の半数以上
を占め る 種) で あ っ た (表 1) 。

これ ら は果樹園外の針葉樹林な ど で増殖 し， 果樹園 に
飛来 し て 果実 を加害す る 典型的 な 飛来性害虫 で あ る た
め ， 飛来時期や量の的確 な 予測 が防除対策の重要な第一
歩 と な る 。 チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ で は近年， 集合 フ ェ ロ
モ ンが構造決定 さ れ (S UGIE e t  a 1. ， 1996) ， 人工的 な合成
も 可能 と な っ たこ と か ら ， 集合 フ ェ ロ モ ン を利用 し た 発
生予察法や 防除技術の 開発が進 め ら れて い る 。 農林水産

表-1 各県に お け る 果樹カ メ ム シ類の最優先種 (1996)

最優先種.) 県 名
栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川

山梨 長野 静岡 富山 石川

岐阜 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫

奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山

広島 山 口 愛媛 高知 福岡

佐賀 長崎 熊本 大分 鹿児島

岩手 山形 福島 新潟

徳島 宮崎

宮城 茨城

香川

チャノTネ ア オ カ メ ム シ

ク サギ カ メ ム シ

ツ ヤ ア オ カ メ ム シ

チ ャノTネ ア オ カ メ ム シ と

ク サギ カ メ ム シ

チ ャノfネ ア オ カ メ ム シ と
ツ ヤ ア オ カ メ ム シ

a) : 総誘殺数の半数以上 を占め る 種.
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省 に お い て も ， 多角的防除技術の確立事業「集合 フ ェ ロ
モ ン に よ る 果樹カ メ ム シ類の発生予察方法の改善」 を 本
年度 (1998) よ り 実施 し， 基礎的デー タ の収集 と そ れ に
基づ く 実用化 ・ 導入 を 推進 し て い る 。 そ こでここで は ，
チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ を 中心 に ， 集合 フ ェ ロ モ ン に よ る
発生予察技術の 開発 に 際 し て 考慮すべ き 課題 を挙げ， 検
討に供 し た い。

I 集合フェロモン

フ ェ ロ モ ン と は， あ る 生物の体内 で生産 さ れ， 体外へ
分泌 ・ 放出 さ れ る と 同種他個体 に 特有の行動や生理的反
応を起こす化学物質 のこ と であ る 。 そ の作用性 に よ り ，
性 フ ェ ロ モ ン， 集合 フ ェ ロ モ ン， 警報 フ ェ ロ モ ン， 道 し
る べ フ ェ ロ モ ン， な わ ば り フ ェ ロ モ ン ， egg ma rking 
phe romone な ど に 分類 さ れ る 。 性 フ ェ ロ モ ン は 同種 の
異性 に配偶行動 を誘起 さ せ る 化学物質で あ り ， 300 種 を
超 え る 蛾類の雌や他の 多 く の 昆 虫 で そ の成分が同定 さ れ
て い る ( 田付， 1996) 。 農業害虫で は 30 種以上 を対象に
発生予察用 の 性 フ ェ ロ モ ン誘 引 剤 が市販 さ れ， ま た 10

数種 を対象 に 交信か く 乱に よ る 防除用資材 と し て 実用化
さ れて い る 。 これ に 対 し ， 集合 フ ェ ロ モ ン は 同種の雌雄

成虫や幼虫 を誘引 す る 。 チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ や ミ ナ ミ
ア オ カ メ ム シ， ホ ソ へ リ カ メ ム シ な ど の カ メ ム シ類 を は
じ め ， キ ク イ ム シ類， 貯穀害虫， ゴ キ プ リ ， シ ョ ウ ジ ョ
ウ パエ な どで成分が同定 さ れて い る 。 し か し ， 農園芸作
物害虫 に 限れば集合 フ ェ ロ モ ン が明 ら か に な っ た 種 は極

め て 少 なし害虫管理 を 目 的 と し た利 用 へ の 取 り 組み も
始 ま っ たばか り であ る 。

と こ ろ で， チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ の成虫聞 に誘引性が
存在す る こ と は昭和 50 年代 か ら 指摘 さ れ て お り ， そ こ
に集合 フ ェ ロ モ ン の よ う な生理活性物質が介在す る こ と
も あ る 程度 予測 さ れ て い た 。 成 虫 間 の 誘 引 性 に つ い て
は， 雄成虫 を誘引 源 と す る ト ラ ッ プが考案 さ れ， 雄成虫
が雌雄両個体を誘引す る こ と が実証 さ れた (M ORIYA and 
S IlIGA ， 1984 ;守屋， 1995) 。 こ の 一連 の 観察 で は， さ ら

に い く つ か興味深い知見が得 ら れて い る 。 例 えば，
・ 雌成虫や死亡 し た 雄成虫 は他個体 を誘引 し な い
-他個体 を 誘引 す る 雄成虫 は脂肪体が発達 し ， 栄養状

態が よ い
・ 誘引 さ れ る 個体は栄養蓄積が劣 り ， 性的に未熟であ る

一一一 5 一一一



516 植 物 防 疫 第 52 巻 第 12 号 (1998 年)

-誘引 さ れ る 成虫の性比 は雌の割合が高 い
・ 誘引飛来の時刻に は 日 周性が認め ら れ， 日没の薄暮

期が最 も 多 い
-天敵類 も 誘引 さ れ る

な ど であ る 。 こ こ で， 誘引 す る 雄成虫 と 誘引 さ れ る 雌雄
成 虫 聞 で栄養状態 に 差 が あ る こ と は 注 目 す べ き で あ ろ
う 。 栄養蓄積の良い個体が誘引 さ れ に く い と すれば， 集
合 フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プ を 用 い て誘殺 を 図 る と き に個体群
の栄養状態 に よ り 捕れ方が違 っ て く る 可能性があ る か ら
で あ る 。 こ の 点 は 実験的 に 確 か め る 必 要 が あ ろ う 。 な
お， 志賀 ・ 守屋 (1989) は栄養蓄積の差異 を も と に ， 餌
を 発見 し た 雄成 虫 が栄養 を 蓄積 し て 誘 引 性 を 発揮す る
と ， 栄養状態 の 劣 る 未熟 な成虫が反応 し て 餌 に た ど り 着
く こ と がで き る と 考 え ， チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ の 集合性
は， 個体群 に お い て 餌資源を 有効 に 探索 し利用す る シ ス
テ ム と し て機能 し て い る と 推察 し た 。

一方， チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ の 集合性 に 関与す る 生理
活性物質の検 出 に も 努力 が払わ れ た 。 18 万 頭の雄成虫
を 用 い た 分 析 の 結 果， 集 合 フ ェ ロ モ ン の 成 分 と し て
Me th yl (E， E ，  Z) 一2 ， 4 ，  6-deca t rienoa te ( デ カ ト リ エ ン
酸 メ チ ル) が同定 さ れた (S UGIE 巴 t al . ，  1996) 。 こ れ は ミ
ナ ミ ア オ カ メ ム シ の集合 フ ェ ロ モ ン と ま っ た く 異 なって
い た が， Euschistus 属 の カ メ ム シ と 似た構造であ っ た 。

他の主要 な果樹カ メ ム シ であ る ツ ヤ ア オ カ メ ム シ に お
い て も ， 雄成虫が誘引 活性 を持つ こ と が知 ら れて お り ，
単離 に 向けた 取 り 組みが現在行わ れて い る 。 ツ ヤ ア オ カ
メ ム シ の成虫 は チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ の合成集合 フ ェ ロ
モ ン に誘引 さ れ， 逆 に ツ ヤ ア オ カ メ ム シ の雄成虫か ら 捕
集 し た 気体の組抽出物に チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ が誘引 さ
れ る こ と か ら ， こ れ ら 両種の集合 フ ェ ロ モ ン は似た構造
を持つ も の と 想像 さ れて い る 。 ま た ク サ ギ カ メ ム シ に 集

合 フ ェ ロ モ ン は な い と さ れて い る も の の， チ ャ パネ ア オ
カ メ ム シ の集合 フ ェ ロ モ ン に 集 ま る こ と か ら ， 集合性 は
認め ら れ る 。 た だ し ， ク サ ギ カ メ ム シ の雌雄成虫が放出
す る 物質 に は， チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ集合 フ ェ ロ モ ン の
類縁体 は含 ま れて い な い (杉江， 私信) 。

E 発生予察への利用目的

果樹カ メ ム シ類の野外個体群 を モ ニ タ リ ン グす る 方法

と し て ， 従来か ら 光 を誘引源 と す る 予察灯が用 い ら れて
き た 。 し か し ， 例 えば主要 な 発生場所であ る 針葉樹林で
の発生動向 を 知 ろ う と し て も ， 予察灯の新設に は コ ス ト
がかか り ， ま た電源の確保 を 必要 と す る な どの制限があ
り ， 収集 で き る 情報 を 拡大 す る の は 一般 に 容易 で は な
い。 こ れ に対 し集合 フ ェ ロ モ ン を誘引源 と す る ト ラ ッ プ

では， 誘引性が高 い こ と ， 種特異性が高 い た め 捕獲個体
を分類す る 手聞が省け る こ と ， 取 り 扱い が簡便であ る こ
と な ど か ら ， よ り き め の細か い情報 を 簡易 に 得 る こ と が
で き る と 期待 さ れ て い る 。

野外個体群 を モ ニ タ リ ン グ す る 目 的 は 単一で は な い。
中村 ・ 玉木 (1983) は ， 性 フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プの目的 と

し て ， ①害虫 の検出， ②発生消長調査， ③発生時期の予
察， ④発生数の 予察， を挙げて い る 。 集合 フ ェ ロ モ ン ト
ラ ッ プで も 目 的 は 同様であ る が， チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ

では越冬場所か ら の離脱や針葉樹林での繁殖 に よ る 「発
生J と ， 果 樹 園 へ の「飛 来J と い う 二 つ の 局面で， 消
長 ・ 時期 ・ 量 を 予察す る 必要があ る 。 ま た 予察の 目 的が
異 な れば， フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プ に 求 め ら れ る 条件 も い く
ぶん変わ る 。

果樹カ メ ム シ類の検出 に 関 し て は， あ る 時期 の 生息地
や越冬場所 と い っ た 分布域 の調査が挙げ ら れ る 。 こ の場
合に は そ こ に存在す る か ど う かが問題であ り ， フ ェ ロ モ
ン ト ラ ッ プの誘引性の 強 さ が重要 と な る 。 発生 ・ 飛来消
長の調査で は， 捕獲数 を経時的 に比較 し て 動向 を 見 る た
め， ト ラ ッ プの誘殺効率が必ず し も 高 い必要 は な く ， 一
定の誘殺効率であ る こ と が む し ろ 重要 で あ る 。 発生 ・ 飛

来時期の予察 は 消長調査 と も 関連す る が， 発生 ・ 飛来盛
期， 産卵期， 次世代発生期 な ど を 前 も っ て 予測 し ， 防除
適期 を把握 し よ う と す る も の であ る 。 こ の場合 も 誘殺効
率の高 さ は必ず し も 要求 さ れ な い。 一方， 発生 ・ 飛来量
の予察 は野外個体群の密度 を 推定 し ， 防除が必要か ど う
かの判断基準 と す る も の であ る 。 こ の場合， よ り 信頼度
の高い密度推定 を す る た め に は ， よ り 高い誘殺効率が必
要であ る 。 こ の よ う に ， 集合 フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プの誘殺
効率 を そ の つ ど チ ェ ッ ク し て 誘殺数 を 補正 で き な い 以
上， 安定 し た 誘殺効率で あ る こ と が ま ず重要 で あ り ， そ

の う え で高水準の誘殺効率であ る こ と が望 ま れ る 。

皿 ト ラップ利用の課題

ト ラ ッ プの有効性 は， 野外個体群の実際の 密度や 密度
変動 を ど の程度 の精度 で検出 す る か に よ り 判断 さ れ る 。
も ち ろ ん， 前述のよ う に ， ト ラ ッ プ を利用 す る 目的 によ
って は誘殺効率 を厳密 に 求 め な く て も そ の安定性が確保
さ れて い れば， 実用上問題な い こ と も 多 い 。 し か し ， そ
の場合で さ え ， 捕獲効率の安定性 を あ ら か じ め 定量的 に
保証 し て お く こ と が不可欠で あ り ， そ の こ と か ら も 誘殺
効率の水準 と 安定性 に かかわ る 要因 を検証 し て お く 必要
があ る 。

1 誘殺効率の評価

誘殺効率が ど の程度 の水準であ る か は野外個体群の密
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度 と の比較で求め ら れ る も の であ る が， 野外密度 を把握
す る こ と は困難であ る た め ， 従来 よ り 予察灯 に よ る 誘殺
数が そ れ に代わ る 尺度 と し て 用 い ら れて き た 。 経験的 に
も 予察灯 に よ る 消長 は 実際の発生消長 を よ く 表 し て い る
と 考 え ら れて き た 。 し か し， 予察灯誘殺数 と 実際の密度
と の 関係が直接証明 さ れて い な い以上， こ の誘殺数 を誘
殺効率の推定 に 用 い る に は無理が あ る 。 標識再捕法 な ど
の手法 に よ り ， 困難な作業で は あ る が野外密度 と ト ラ ッ
プの誘殺効率 を直接関連づけ る こ と が， 今後必要 に な る
であ ろ う 。

ま た ， 予察灯 と 雄成虫 (集合 フ ェ ロ モ ン ) ト ラ ッ プの
間で， 季節的 な誘殺消長 に し ば し ば食 い 違 い の見 ら れ る
こ と が知 ら れて い る 。 チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ の生活史 を
見 る と ， 越冬世代成虫が 6 月 ご ろ か ら 産卵 を 始 め ， 7 月

下旬以降新成虫 に世代交代す る の が一般的であ る 。 こ の
7 月 末 を境 と す る 前後 に 予察灯の 誘殺 ピ ー ク が出現す る
か否か に よ り ， 前期型， 後期型， 双峰型， 無峰型の発生
消長 に 分類 さ れ る (宮原 ら ， 1977) 。 雄成虫 ト ラ ッ プ に
よ る 誘殺消長 は地域や年に よ り パ タ ー ン の違 い は あ る も
の の こ れ と 対応 し な い こ と が多 い。 図l に つ く ばの 一

例 を示 し た 。 予察灯 と 雄成虫 ト ラ ッ プの ど ち ら が， 実際

の個体群動態 を よ り 忠実 に 示 し て い る の だ ろ う か。 結局

は野外個体群の 密度 を 知 る こ と が必要 と な る 。
2 誘殺効率の安定性

チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ の 合成集合 フ ェ ロ モ ン の 成 分

は， ロ ー プタ イ プの担体に封入 さ れて い る 。 担体 に必要
な物理化学的性質 に つ い て は 他書 (例 え ば， 中 村 ・ 玉
木， 1983) を参照 し て ほ し い が， 一般 に ， 最適な蒸散量
を一定期間安定 し て放散 し， 紫外線な ど に よ る 成分の分
解を 防 ぐ こ と が求 め ら れ る 。 こ れが誘殺効率の安定 に 寄

与す る 最大 の条件であ る 。 チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ では，
最大の誘引 性 を 示す最適 な蒸散速度が現在検討 さ れて い
る 。 ま た ， 蒸散速度 は 温度 に影響 さ れ る の で， 春や秋の
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。

低温期 と 夏 の 高 温期 に 同 等 の 蒸散速度 を 実現 す る 方策
や， 誘引数が ピ ー ク を迎 え る 時刻で最適な蒸散速度 を 実
現す る 方策 も 考慮 さ れ る 必要が あ ろ う 。 さ ら に ， 一定 の
蒸散速度が維持 さ れ る 有効期間 に つ い て も 検定が必要で
あ る 。

誘引源の性状の ほ か に ， 野外の成虫密度 も 誘殺効率 に
影響す る ( 中村， 1996) 。 集合 フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プ を 配
置す る こ と は い わ ば人工の雄成虫 を 加 え て い る こ と であ
り ， 野外 に 生 息 す る 雄成虫 と 競合 が 起 こ る 。 し た がっ
て ， 誘殺効率 は野外の雄成虫密度 と 逆依存的 に 減少す る
と 考 え ら れ る 。 こ の 関係 は 実験的 に 定式化 さ れ る か も し
れな い。 ま た ， 前述 し た よ う に成虫の栄養蓄積の度合い
に よ って誘殺効率が影響 さ れ る 可能性が あ る 。 誘殺個体
を解剖調査す る こ と に よ り ， こ の点 は検証で き る と 思わ
れ る 。

3 誘殺効率の向上

同 じ誘引源を 用 い て も ， 使用 法 に よ り 誘殺数 は大 き く
異な る 。 誘殺効率 を 高 め る た め の 方法 に つ い て 検討 し て
お く 必要があ る 。

( 1 ) フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プの形状
フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プ は 誘 引 剤 と ト ラ ッ プ本 体 か ら な

り ， 本体 は誘引 し た 個体 を 捕獲 し保持す る 。 ト ラ ッ プの

構造 は誘殺効率 に 大 き な影響 を 及 ぽす た め ， 対象害虫 ご
と に様々 な形状の も の が工夫 さ れて き た 。 フ ェ ロ モ ン ト

ラ ッ プは捕獲す る 方法 に よ り 粘着型， 捕獲型， 水盤型 に
大別 さ れ る (望月 ， 1992) 。 粘着型 は 粘着版の 表面 に 飛
来昆虫 を付けて捕獲す る も の で， 武 田式粘着 ト ラ ッ プ，

SE ト ラ ッ プ， ウ イ ン グ ト ラ ッ プ， ニ ト ル ア ー ト ラ ッ プ
( シ パッ ト ガ用 ) な ど が あ る 。 捕獲型 は侵入 口 が ロ ー ト
状や返 し の付 い た 状態 に なって お り ， 侵入 し た 昆虫が脱

出 で き な い構造 と なっ て い る 。 ファネ ル ト ラ ッ プ， フエ

ロ デ ィ ンSL 用 ト ラ ッ プ， ニ ト ル ア ー ト ラ ッ プ ( ヒ メ コ
ガ ネ 用 ， コ ガ ネ ム シ 用 ) な どが あ る 。 水盤型 は 水盤 に 張
った水 に落下 し た 個体 を 捕獲す る も の で， コ ガ ネ コ ー ル
用誘引器や大型パ ッ ト ト ラ ッ プが あ る 。 水 に 少量の 中性

洗剤 を添加 し て見虫 の脱出 を 防 い だ り ， 塩化べ ン ザル コ
ニ ウ ム 液 を 0 . 1%の濃度 で加 え て 捕獲個体の腐敗 を 防止
す る 。

チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ で も ， 上述の 既存の ト ラ ッ プの
誘殺効果が比較検討 さ れて お り ， 水盤型が最善の よ う で
あ る 。 た だ し ， 既存の形状 と 異 な る 新 し い タ イ プの ト ラ
ッ プが開発 さ れ る 余地 は あ る だ ろ う 。 特 に ， チ ャ パ ネ ア
オ カ メ ム シ で は誘 引 飛淘 し で も 誘引源の周 辺 に 着地す る
個体が少 な か ら ず い る (守 屋， 1995 ; 大 平， 1997) 。 性
フ ェ ロ モ ン が配偶相手 と い う 「点jへの定位 を必要 と す
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る のに 対 し， 集合 フ ェ ロ モ ンで は そ れ ほど 厳密な定 位は

必要な い た め と 考 え ら れて い る 。 こ の周 辺 に 着地す る 個

体 を減少さ せる こ と は 誘殺効率の向 上 に 直接つ な がる た

め， 飛淘行動 や着地 に かか わる 条件 を詳しく 解析す る こ
と は有 議で あろう 。

( 2 ) フ ェ ロ モ ン 源の高 さ

フ ェ ロ モ ン は 一般 に か な り重 い分子で あり， 鉱散 も 激

しく な い た め， 風 下へ長い プル ー ム ( フ ェ ロ モ ン が存在

す る 空間) を作 る 。 プルーム の広 がりは水平方向 の風，

地面か ら 発生す る 鉛直方 向 の乱流， 土壌面 や葉面 へのフ
ェ ロ モ ン 分子 の吸着 な ど に 影響 を受 け る ( 内嶋， 1993) 。

特 に フ ェ ロ モ ン 源を地面 に 置く と ， 地 表面 の植物 に よ り

フ ェ ロ モ ン の拡散 が妨げら れ る な ど， 設置の高 さ がプル

ー ム の広 がりに 影響す る 。 性 フ ェ ロ モ ン を用 い た リ ン ゴ
モ ン ハマキの場 合 で は ， フ ェ ロ モ ン 源の高 さ が1 m違

う だ け で 捕獲数が数倍異 な っ た ( 佐藤 ら ， 1987) 。 チ ャ
パ ネ ア オカ メ ム シで も フ ェ ロ モ ン 源の高 きが現在検討 さ

れて い る 。 こ の場合， 周辺に 低木がある か高 木がある か

に よ り最適 な高 さ は異 な る と 考 え ら れ る ので， 周辺植生

と の関 連に も 注意 が必要で あろう 。

(3 ) 設置場所 の周囲の獄境

フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プ の設置場所 の周 辺 に 障害物 がある
場合， フ ェ ロ モ ン の拡散 が妨げら れた り， 成虫 の定 位が

妨害 さ れ 障筈物 に 取 り付く 個体 が多 く な る な ど の影響 が
考 え ら れ る 。 一般 に は， 聞け た場所に 設置す る こ と が誘

殺効率の向 上に つ な がる が， 周辺植生 と の関 連も 考 慮す
る 必要がある 。

( 4 ) 有 効範囲の推定

フ ェ ロ モ ン の有 効範囲 ( active space) は， 感知した

成虫 の風上飛鈎が誘起 さ れ る 範囲と 定義 さ れ る ( 中村，
1996) 。 有 効範囲がわかれ ば， 単一 のフ ェ ロ モ ン ト ラ ッ

プに よ りカ バー で き る お お よ そ の範囲を把握した り， 複

数のフ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プ を互 い が競合 しな い 位置に 配置

す る こ と がで き る な ど， 実用上 の有 用 な 基準と な る 。 フ

ェ ロ モ ン 源か ら 異な る 距離で 標識個体 を放逐した り， 行

動 を追跡す る こ と に よ り推定 は 可能で あろう 。

お わ り に

フ ェ ロ モ ン を農業害虫 の防除 に 活用 しよ う と す る 試み
は ， コ カ ク モ ン ハマキの性 フ ェ ロ モ ン が構造決定 さ れた

1971 年 に 始 ま る と さ れ る 。 そ の後， 発生予察， 大 量誘

殺お よ び交信か く 乱へと 利用 拡大 が図 ら れ， 実用化 さ れ

て き た。 こ のう ち 発生予察 で は ， 一部 の害虫 種に 対 し，

性 フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プ の利用 法 が詳細 に マニ ュ ア lレ化 さ

れて い る 。 こ れ は集合フ ェ ロ モ ン を用 い た ， 果樹カ メ ム

シ類 の発生予察法 の開発に も 多 く の示唆 を与 え る も ので
ある 。 こ こ で は そ れ を参考 に して 検討す べき 課題をい く
つ か考察 して みた 。 こ う した課題を解明 し， 集合 フ ェ ロ

モ ン利用技術の確立 を図 る に は， 全国的規模で取 り組み
が行 われて い る 現在が好機で あり， 多 く の成果 が上げら

れ る こ と を期待した い。
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