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は じ め に

ナ ス 科作物や ウ リ 科作物 を加害す る マ ダ ラ テ ン ト ウ 類

に は， オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ テ ン ト ウ (以下， オ オ ニ ジ ュ

ウ ヤ ホ シ ) ENαchna vigintioctomaculata， ニ ジ ュ ウ ヤ

ホ シ テ ン ト ウ ( 以 下 ， ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ ) E.  

v1.旨intioctopunctata お よ びル イ ヨ ウ マ ダ ラ テ ン ト ウ (以

下， ル イ ヨ ウ マ ダ ラ ) E. yasutomii が害虫化 し た と 考 え

ら れて い る 東京西郊型エ ピ ラ ク ナ (以下， 東京西郊型)

の 3 種が あ る 。 ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ は他の 2 種の マ ダ ラ テ ン

ト ウ よ り も 小ぶ り な の と 麹鞘斑紋の位置が異な る の で容

易 に 区別 で き る 。 東京西郊型 の斑紋 は ア ザ ミ テ ン ト ウ 類

( エ ゾ ア ザ ミ テ ン ト ウ E. pustulosa， ヤ マ ト ア ザ ミ テ ン

ト ウ E. niPonica) に よ く 似 て い る 。 こ れ ら テ ン ト ウ ム

シ は卵 を ひ と か た ま り に 産 み つ け る が， ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ

で は卵がた がい に く っ つ い て い る の で， 1 個 ずつ離れて

い る 他の種類 と は容易 に 区別で き る 。

オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ ， ア ザ ミ テ ン ト ウ 類お よ びル イ ヨ

ウ マ ダ ラ (東京西郊型 を含む) は た がい に い ま だ完全 に

独立分化 し た と い え ず， オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ テ ン ト ウ 群

と し て 扱わ れ， 種の分化 に 関 す る 研究領域で格好の テ ー

マ と な っ て い る が， こ こ で は こ れ ら の問題 に は ふれず，

ジ ャ ガ イ モ な ど を 主 な食草 と し て い る 3 種の マ ダ ラ テ ン

ト ウ ( オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ ， 東京西郊型， ニ ジ ュ ウ ヤ ホ

シ ) の分布， 化性お よ び摂食植物 に つ い て述べ る 。

I 分 布

オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ は， 本州 中部以北 と 本州西部， 四

国， 九州 の 山地 に 分布 し ， ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ テ ン ト ウ は そ

れ以南の地方 に 分布す る 。 境界部分では生息地が重 な っ

て い る o
東京西郊型 は南関東か ら 東海地方 に か け て オ オ ニ ジ ュ

ウ ヤ ホ シ や ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ と 混生 し て い る 。 東京西郊型

と オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の交雑 は低 い ふ化率を示す こ と が

実験的 に 明 ら か に さ れ て い る (NAKANO， 1987) 。 野外で
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( キ ー ワ ー ド . オ オ ニ ジ ュ ウヤ ホ シ テ ン ト ウ， ニ ジ ュ ウヤ ホ シ テ
ン ト ウ， 東京西郊型エ ピ ラ ク ナ ， ナ ス 科作物， ウ リ 科作物)

と き ど き 東京西郊型 と ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ と の 交尾 を み か け

る こ と が あ る が， 持続時聞 は短 く 離れや す い 。

1 分布制限因子 と し て の温度条件

オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ と ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ : 両種が南北 に
す

棲み分 け る よ う な分布 を 示す と い う こ と は ， そ れ ぞ れ生

存可能 な温度範囲が決 ま っ て い て ， 分布， 生息 を制限す

る 要因 と な っ て い る と 考 え る の は 当 然 の こ と で あ ろ う 。

llAKAHASHI ( 1932) は， お よ そ 年平均 wcの 等温線が

両 種 の 分 布 の 境 界 と な っ て い る と 発 表 し た 。 渡 辺

(1950， 1951) は 両種の 中 国大陸 に お け る 分布状態か ら ，

こ れ ら テ ン ト ウ ム シ の活動時期 で あ る 夏期 (5�10 月 )

平均気温 2 10C の 等 温線 を 指標 と す る こ と を 提案 し た 。

九 州 地 方 で は 概 し て 8 月 が 最 も 気 温 が 高 い が， 松 沢

(1953) に よ る と オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の 九州地 方 に お け

る 分布状態 は 8 月 の 平均最高気温 300C の 等 温線 に か な

り よ く 一 致 す る と い う 。 さ て ， 銚 子 (千 葉 県) ， 大 島

(東京都) ， ム 西郷 (島根県隠岐) は ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の 分布

地域で あ る が， 渡辺説で は オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の 分布地

域 と な る 。 新保 ( 1978) に よ る と ， オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ

と ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の 分布状態 は 両種別個 の そ れ ぞ れ 11

月 平均最高気温 14 . 90C， 7， 8 月 の 平均最低気温 2 1 . 60C 

を組み合わ せ る こ と に よ っ て よ く 説明 で き る と い う 。

温度が主 な分布制限要因 だ と い う 説 は い ろ い ろ な 実験

に よ っ て 支持 さ れ て い る 。 2， 3 代表 的 な も の を 拾 っ て

み よ う 。 ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の 発育 に と っ て 最適温度 と さ れ

る 25�260C は オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ に と っ て は 生育限界

と な っ て い る (新保 ・ 金元， 1952) 。 両種 を 異常 高 温 に

さ ら し た 実験 も ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ は オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ よ

り も 強 い 耐熱性 を 示 す (稲垣， 1950) 。 ま た ， オ オ ニ ジ

ュ ウ ヤ ホ シ は 高温下で卵 巣 は 発育 が 抑制 さ れ (牧 ・ 栗

原， 1965) ， 精子 は運動性 を失 う (稲垣， 1950)。

オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の分布南限 は夏季の高温に よ る 活

動や発育阻害， あ る い は越冬中 の 高温 に よ る 休眠阻害 な

どがかかわ っ て い る と 考 え ら れ る 。 こ れ に 対 し ， ニ ジ ュ

ウ ヤ ホ シ の分布北限 は 夏季の低温 に よ る 活動や発育阻害

あ る い は低温に よ る 越冬不能 な どがかかわ っ て い る と 考

え ら れ る o な お， 1 1 月 は オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の 南 限地

域 に お け る 越冬成虫 の潜伏期 に 当 た っ て い る 。 気温の高

い こ と が休眼前期 を 経て 休眠状態 に 入 る 過程 を か く 乱す
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る 可能性 も 考 え ら れ る 。

東京商郊型: 神奈川 県 に お け る 東京西郊型の分布南限

は冬期の 高温が制限要因 と な っ て い る と い う 主張があ る

(佐藤 ・ 池本， 1996) 。

2 地形的背景

分布の状態 を小地域 に 見 る 場合 に は 等温線 な ど は 問題

で は な く な り ， 地形 に 由来す る 局所的 な気候そ の他の フ

アク タ ー がかかわ っ て く る と 考 え ら れ る 。 次 に 東京西郊

型の分布， 生息 を地形の立場か ら 考 え て み た い。

中 田 (1950) は ， 関東地方の マ ダ ラ テ ン ト ウ 類の分布

を調査 し 次 の よ う に 報告 し て い る 。 オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ

の生息 を認めた 地点の 多 く は雑木林 を ひ か え た 山地， 丘

陵地 ま た は 窪地であ っ た 。 こ れ に 対 し ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ は

八丈島， 大島， 城 ヶ 島 な ど の 島 お よ び南方平地 に 多 く 認

め ら れ， 一部混生地帯では丘陵地帯 に も 分布 し て い る 。

当時の記録 は オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の 中 に 東京西郊型が含

ま れて い る も の が多 く ， 中 田 の採集資料 は 主 に 東京都，

神奈川 ， 千葉県か ら 得 ら れた も の で， こ れ ら 地域では主

に東京西郊型が生息 し て い る 。

今 ま で， 東京西郊型 は静岡県 中部地区では南 ア ル プス

近 く の 奥大 井 (宮本 ら ， 1975) お よ び安部奥 (安 江，

1963) か ら 記録 さ れて い た に す ぎ な か っ た が， 最近， 南

部の山地あ る い は丘陵地帯か ら も そ の生息が確認 さ れた

(佐藤 ・ 池本， 1997) 。 生息地の い く つ か は富士川 ， 安部

川， 大井川 ( の 中流か ら 下流で) に 東西か ら 流れ込む小

支 流 ぞ い の 山 間部 の 山 陰 と な っ て い る 畑 で あ る 。 富 士

川 ， 安部川 ， 大井川 は 中流か ら 下流 に か け て 沖積地が広

がっ て い る が， こ こ か ら は 東京西郊型 は確認 さ れて い な

い。 山地で も 野田 山 (富士川 町) の 南麗 に 広 が る ミ カ ン

畑の よ う に ， 日 当 た り の よ い と こ ろ で は ジ ャ ガ イ モ も か

な り 栽培 さ れて い た が東京西郊型 は 見付か っ て い な し h

目に つ く の は ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の み で あ る 。

東京西郊型 は 広 い平た ん地 に 生息で き な い ( あ る い は

適 さ な い ) の で は な い。 東京郊外の小金井， 府中， 国分

寺周 辺 は 広 い 平た ん地が広が っ て い る が， か つ て は雑木

林や竹や ぶで広 く 覆 わ れ， 多数の 東京西郊型が繁殖 し て

い た 。 1960 年代 に 入 っ て 急速 に 開発が進み雑木林 な ど

が失わ れ， 日 当 た り や風通 し が よ く な る (気温上昇 と 乾

燥化 を も た らす) に 伴 い し だ い に 姿 を 消 し ， 代わ り に ニ

ジ ュ ウ ヤ ホ シ が目立 つ よ う に な っ た 。 し か し， こ の ニ ジ

ュ ウ ヤ ホ シ も 開放 し た 広 い 圃場 に は 見 ら れ な い。 現在，

東京西郊型の生息地 は比較的開発 を 免れて い る と こ ろ で

あ る 。

山間地や丘陵地で も 細 い 農道が一帯の樹木が伐採 さ れ

幅広 い (舗装 さ れた ) 道路 に 改修 さ れ る と ， ま わ り か ら

東京西郊型 は見 ら れ な く な る (例: 神奈川 県津久井町) 。

こ の よ う に ， 東京西郊型の 生息環境 は そ れぞ れ異 な る

が， 共通 し て い え る こ と は 日 陰 に な り や す く 風通 し も あ

ま り よ く な い と こ ろ であ る 。 少 な く と も 日 陰 は 高温 に よ

る 発育や活動血害 を 免れ る 場 を提供 し て い る と 考 え ら れ

る 。 ま た ， 涼 し い夏眠潜伏場所 も 提供 し て い る の で あ ろ

う 。 昆虫の生活 は 温度 ばか り で な く 大気の 関係湿度 も 大

い に かかわ っ て い る こ と は よ く 知 ら れて い る 。 例 え ば同

じ マ ダ ラ テ ン ト ウ 属 で あ る イ ン ゲ ン テ ン ト ウ E. varives. 

tお は 高 温 お よ び干 ば つ に 対 し て 弱 い と の 報 告 が あ る

(CHAPMAN and GOULD. 1928) 。 今 ま での経験か ら い え ば東

京西郊型 に よ る 著 し い被害 を 見掛 け る 地点、 は風通 し が悪

く “ じ っ と り " と し た と こ ろ で あ る 。 東京西郊型の発育

や活動 に と っ て適当 な湿潤 さ を 必要 と し ， 前述 し た 生息

環境 は こ の よ う な 条件 を満た し て い る の で あ ろ う 。

東京西郊型 は ， 山地で林床性の ル イ ヨ ウ マ ダ ラ か ら そ

の南限付近で分化 し 平野部へ も 進出 し た も の と 考 え ら れ

る が， 林辺部か ら 完全 に 離れ ら れず， 開放 し た 広 い 圏場

(草原性) に 進 出 で き な い の で あ ろ う 。

な お ， 岡 山 県 での オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の 分布地域 は ニ

ジ ュ ウ ヤ ホ シ の そ れ よ り も 気温が低 く 降水量が多 い と の

こ と であ る (安江 ・ 浜 田 ， 1954) 。

E 化 性

オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ : 本種 は 通常 1 化で あ る が， 北海

道や本州、|北部 な どで時に 2 化 の 発生が見 ら れ る 。

北海道 で は ， 春が例年 よ り も 暖か い 年 に 新成虫 に よ る

産卵が見 ら れ る と い う 。 こ う い う 年 は 幼 虫 の 発育が速

し 昼 の 長 さ が臨界 日 長 (14 時間) を 切 る 前 に 新成 虫

が出現す る た めに起 こ る の で あ る (黒沢， 1960) 。

岩手で は新成虫 は 7 月 中旬 ご ろ の盛夏 に 羽化 し ， そ の

雌成虫 の一部 は産卵す る が， 大 多 数 は 夏 の 末 期 に は肥大

卵 は 退化消失す る (牧 ら ， 1964) 0 KOYAMA et al. ( 1964) 

に よ る と 群馬 で は新成虫 は盛夏， 適温 を求め冷涼 な場所

に移動す る が， し ば ら く す る と 再び現れ， そ の一部 に よ

る 産卵が行わ れ る と い う 。

筆者 ら (未発表) は ， 山 形県 お よ び群馬県産の オ オ ニ

ジ ュ ウ ヤ ホ シ を 240C， 長 日 条件 ( 16 時 間 照 明 ) で飼育

を行い産卵前期聞 を 調査 し 次の よ う な結果 を 得 た 。

山 形 県 産 : 10�37 日 ( 平 均 1 9 日 ) ， 群 馬 県 産 :

64�1l6 日 (平均 88 日 ) 。

群馬 県産 の場合， 産卵近 く に な る と 飼育容器の底 に 敷

い て い た 炉紙 の 下 に 潜伏 し て い た の が， 容器の上部 (照

明の 当 た る ) に 現れ， そ の う ち 摂食 を 始め る よ う に な っ

た 。 群馬 県産の も の は 夏眠性が遺伝的 に プ ロ グ ラ ム さ れ
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て い る 可能性が強 い。

東京商郊型 : 年 1 化で神奈川 県湘南地方で は 6 月 中句

こ ろ が新成虫の羽化 ピ ー ク であ る 。 新成虫 は し ば ら く す

る と ジ ャ ガ イ モ 畑 か ら 見 え な く な る 。 9�10 月 ご ろ ， 夏

栽培の ジ ャ ガ イ モ 畑や雑木林の ナ ス 科植物で見掛け る こ

と が あ る 。 新成虫 を長 日 条件で飼育 し た と こ ろ ， 羽化後

ま も な く 一部 の成虫 に よ る 産卵が認 ら れ， ま た ， 野外で

新成虫 と 思わ れ る 個体 に よ る 産卵や そ の ふ化幼虫が確認

さ れた と い う 報告があ る (佐藤 ・ 池本， 1993) 。

ニ ジ ュ ウ ヤホ シ : 通常 2 回 の 発生 を行 う が， ま れ に 3

化が見 ら れ る と い う (KOYAMA et al . ，  1964) 。 ニ ジ ュ ウ ヤ

ホ シ の 産卵 に 必 要 な 臨界 日 長 も 約 14 時 間 で あ る (安

江 ・ 河田， 1964) 。 卵巣発育が決定 さ れ る 日 長感受期 は

羽 化 後 数 日 間 に 限 ら れ て い る (安 江 ・ 河 田， 1964 ; 

KOKO， 1979) 。 羽化後 5 日 間短 日 条件 に さ ら し た の み で

休眠誘導 を決定 し ， そ の後の 日 長の長短 に かかわ ら ず羽

化後 16 日 こ ろ か ら 摂食 を 停止 し ， 休 眠状態 に 入 る 。 羽

化後 5 日 以 内 に 短 日 か ら 長 日 に移す と 卵巣が発達 し産卵

に い た る 。

し か し ， 短 日 条件で も 成虫 を 生葉でな く ジ ャ ガ イ モ の

輪切 り (塊茎) で飼育す る と ， 脂肪体 は あ る 程度発達す

る が， い つ ま で も 摂食 を つ づ け休眠に入 ら な い (河野，

1980) 。 河野 は 輪切 り イ モ で飼育 し た 成虫 を 用 い て 脂肪

体の発達 と 休眠 と の 関係 に つ い て さ ら に研究 を続 け， 次

の よ う に 論 じ て い る (河野， 1980 ; KONO， 1982) 。 甲 虫

の成虫休眠 は脳の神経分泌細胞が抑 え ら れア ラ タ 体が不

活性 さ れ る た め に起 こ る と 考 え ら れて い る が， ホ ル モ ン

系 の 不活性化 に 伴 っ て 脂肪体の発達 ( あ る 程度 の ) や卵

巣の発育抑制 と い っ た 顕著な生理現象が起 こ る と ， こ の

よ う な変化が原因 と な っ て ， さ ら に神経分泌系 の不活性

化 を き た し ， そ の結果摂食 を 止 め休眠 に 入 る と い う の で

あ る 。 最初の ス テ ッ プが 日 長感受期， 次の ス テ ッ プが 日

長感受消失期 に 当 た る 。
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マ ダ ラ テ ン ト ウ 3 種 の野外摂食植物

オ オ ニ ジ ュ 東 京 ニ ジ ュ ウ
ウ ヤ ホ シ 西郊型 ヤ ホ シ
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表 ー 1
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グ ミ 科
ナ ツ グ ミ

キ ク 科
ゴ ボ ウ

メ ギ科
1レ イ ヨ ウ ボ タ シ

ケ シ科
ヤ マ プ キ ソ ウ

ア プ ラ ナ幸ヰ
ハ ク サ イ
チ ン ゲ ン サ イ

マ メ 科
ダイ ズ
イ ン ゲ ン
サ サ ゲ

ナ ス 科
ク コ
ハ シ リ ド コ ロ
ホ オ ズ キ
イ ガ ホ オ ズ キ
ハ ダ カ ホ オ ズ キ
ワ ル ナ ス ビ
イ ヌ ホ オ ズ キ
ヒ ヨ ド リ ジ ョ ウ ゴ
ヤ マ ホ ロ シ
タ マ サ ン ゴ
ナ ス
ジ ャ ガ イ モ
ト マ ト
ト ウ ガ ラ シ
ケ チ ョ ウ セ ン ア サ ガオ
ヨ ウ シ ュ チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ

ウ リ 科
ミ ヤ マ ニ ガ ウ リ
ス イ カ
キ ュ ウ リ
プ リ ン ス メ ロ ン
キ カ ラ ス ウ リ
カ ボ チ ャ

O O 

O 

表-1 に 3 種の マ ダ ラ テ ン ト ウ 類 の 野外摂食植物 を 示

し た 。 オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の 記 録 は 青 森 県 (富 岡，

1981， 1982 a， 1984) お よ び 群 馬 県 (KoyAMA et al， 

1964) で確認 さ れた も の を 引 用 し た 。 岡県でイ ヌ ホ オ ズ

キ の摂食 は 未確認の よ う で あ る が， 他の地域で格好の食

草 と な っ て い る ( 内 田 ・ 渡辺， 1952 ) 。 ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ

の資料 は筆者 ら が主 に 東京都お よ び神奈川 県で確認 し た

も の であ る 。

オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ : オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ は ジ ャ ガ イ

モ を 主 な食草 と し て い る 。 青森県で成虫 に よ る ミ ヤ マ ニ

E :  Jjß塊. L : 幼虫. A は成虫 を示す. 産卵お よ び幼虫 と 成虫 に よ
る 摂食が確認 さ れた植物 に O印 を 付 し た . な お， 東京西郊型がエ ゴ
ノ キ 科の オ オ パ ア サ ガ ラ を 摂食 し て い た と い う 報告 も あ る (井上，
1995> . 

物植食摂E 

ガ ウ リ ( ウ リ 科) の摂食が確認 さ れて い る が， 同植物か

ら 卵や幼虫 は 見付か っ て い な い (富岡， 1984) 。 本 州 産

オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ が ミ ヤ マ ニ ガ ウ リ を寄主植物 と し て

い る と い う 確実 な 資料 は な い。 北海道で は ミ ヤ マ ニ ガ ウ

リ (KATAKURA， 1975) や ナ ス 科 の オ オ マ ル パ ノ ホ ロ シ

(片 倉 ら ， 1977) も 食 草 と し て 利 用 さ れ て い る 。
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マ ニ ガ ウ リ に対す る 選好性 に 明 ら か な違 い が見 ら れ る 。

な お ， マ ルパ ノ ホ ロ シ ( ナ ス 科) が九州産オ オ ニ ジ ュ ウ

ヤ ホ シ の産卵， 摂食植物 と し て 記録 さ れ て い る (片倉

ら ， 1977) 。

東京西郊型 : 東京西郊型 も ジ ャ ガ イ モ を 主 な食草 と し

て い る が， ハ シ リ ド コ ロ (新保， 1977) ， ハ ダ カ ホ オ ズ

キ ( 田 村 ・ 竹 内， 1992 : 池 本 ・ 佐藤， 印 刷 中 ) ， ル イ ヨ

ウ ボ タ ン ( メ ギ 科) (富岡， 1982 b) ， ヤ マ ブ キ ソ ウ ( ケ

シ 科) (安富， 1973 : 富 岡， 1982 b) な ど へ の 依 存 集 団

が知 ら れて い る 。 神奈川 県湘南地方で は 4 月 に 入 る と 越

年成虫が出現す る が， ジ ャ ガ イ モ が若葉 を 出 し て い な い

と ， 畑 の 周 辺 に 生 え て い る ク コ に 飛来摂食 し て い る の を

見掛 り る 。 4 月 20 日 こ ろ に な る と ジ ャ ガ イ モ 畑 で普通

に見掛 け る よ う に な る が， 越年成虫 の一部 は ク コ に も 産

卵 し ， ク コ か ら 幼虫や嫡が発見 さ れ る こ と が あ る 。 ジ ャ

ガ イ モ収獲後， ジ ャ ガ イ モ 畑 の近 く で， ヨ ウ シ ュ チ ョ ウ

セ ン ア サ ガ オ ， ケ チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ ， ワ Jレ ナ ス ビ， ヒ

ヨ ド リ ジ ョ ウ ゴ， ホ オ ズ キ ( ナ ス 科) や ゴ ボ ウ ( キ ク

科) な ど を加害 し て い る 新成虫 を 見掛 け る 。 ヨ ウ シ ュ チ

ョ ウ セ ン ア サ ガオ ， ワ ル ナ ス ビ お よ び ヒ ヨ ド リ ジ ョ ウ ゴ

で実験的 に発育で き る こ と が確認 さ れて い る (池本 ・ 佐

藤， 印刷 中) 。

ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ : 表 l に 示 す よ う に ， 本種の野外摂

食植物 は ほ と ん ど が ナ ス 科植物で あ る 。 ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ

は オ オ ニ ジ ュ ウ と 異 な り ジ ャ ガ イ モ と 同 じ よ う に ホ オ ズ

キ で よ く 発育す る こ と が で き る (小山， 1962) 。 幼虫が

発育完了 で き る 植物で農作物お よ び帰化植物 を 除 く と ク

コ ， ホ オ ズ キ お よ び ヒ ヨ ド リ ジ ョ ウ ゴ と な る 。 こ れ ら の

植物がニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ の本来の寄主植物 と 考 え ら れ る 。

ク コ は 川 原 に 多 く 自 生 し て い る が史前帰化植物だ と い う

異論 も あ る 。

昆虫が宿主植物 を 確認 し， 摂食 し て 正常 に発育す る ま

での過程 は複雑で， い ろ い ろ な “ し く み" がかかわ っ て

い る 。 3 穫の マ ダ ラ テ ン ト ウ 類 は そ れ ぞ れ異 な る 選好性

を 示 す が食物選択機構の 解明 は と り 残 さ れ た ま ま で あ

る 。 ナ ス 科植物 は 弱 い毒性 を 示 す も の が多 い が， そ の解
毒機構 も こ の よ う な研究過程で明 ら か に さ れ て い く も の

と 考 え ら れ る 。

お わ り に

オ オ ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ テ ン ト ウ や ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ テ ン ト

ウ と い う 和名 は ふ だ ん使 う に は長 す ぎ る た め ， 食草の名

を つ け て 前者 を ジ ャ ガ イ モ テ ン ト ウ ， 後者 を ナ ス テ ン ト

ウ と で も し た ら よ い の で は な い か と い う 提案が あ る ( 片

倉 ， 1988) 。 長 す ぎ る と い う 主 旨 で い く と ル イ ヨ ウ マ ダ

ラ テ ン ト ウ は ル イ ヨ ウ テ ン ト ウ で よ い の で は な か ろ う

か。 ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ テ ン ト ウ は ホ オ ズ キ が本来の食草の

ーっ と 考 え ら れ る の で， オ ホ ズ キ テ ン ト ウ で も よ い と 思

わ れ る 。 た だ し ， こ の場合， ナ ス テ ン ト ウ と い う 名称 に

比べ害虫 と い う 印 象 は 薄 れ る き ら い は あ る 。
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