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は じ め に
新た に ミ ツ メ ト ピム シ Anurida trioculata (KINOSHITA) 

の ム ギ へ の加害 を 高崎市で 12 月 中旬 に 確認 し た と し て

毎年 11 月 下句 に な る と ， r ト ピ ム シ に加害 さ れて い る い る 。
た め に コ ム ギ の発芽が悪 く ， 播 き 直 そ う と 思 う の だが対 ト ピ ム シ類 は 多 く の和名が存在 し て 混乱 を 招 い て い る

策 を 教 え て ほ し い」 と の 相談 を 受 け る 。 1998 年 ま で は が， 現在， 表-1 に 示 す 5 種 が ム ギ を 加 害 す る と さ れ て
後述す る 種子粉衣剤 も 市販 さ れ て い た が， 1999 年の 場 い る 。 し か し ， 吉井 ( 1986) に よ る と ， ヤ ギ シ ロ ト ピ ム

合は そ の薬剤 も 製造中止 に な っ た こ と か ら 生産現場での シ に 関 し て は 原 記 載 と の 相 違 が あ り ， 現状 で は Ony-

混乱が生 じ た 。 chiurus (ρrotaphorura) sp_ と さ れ る べ き で あ り 分類学

シ ロ ト ピ ム シ類 に よ る 発芽障害 は水田作ム ギ な ど， 湿 的再検討が必要 と し て い る 。

潤な土壌で問題 と な る た め ， 世界の大産地では問題 と な 一方， ム ギ を加害す る 主要 な ト ピ ム シ は， こ の分類学
ら な い よ う で あ る が， 水田農業 の 一翼 を 担 う 日 本では避

け て 通れ な い 問題 と 思わ れ る 。 本稿で は ， こ れ ま での ム

ギ を加害す る シ ロ ト ピ ム シ類の研究 に つ い て ， そ の生態

と 防除の知見 を 紹介す る 。

I 加害程の認識 と 分布

松本 ら ( 1930) は 岡 山 県 に お い て ム ギの発芽 を 害す る

ト ピ ム シ類 と し て ヤ ギ ト ビ ム シ モ ド キ Onychiurus y，唱が
KINOSHITA， マ ツ モ ト ト ピ ム シ モ ド キ Onychiurus mat

sumotoi KINOSHITA， ワ タ ナ ベ ト ピ ム シ モ ド キ Onychiur

us watanabei MATSUMOTO の 3 種 を 確認 し ， そ の 習性や

環境 と の 関 係 の 詳細 な 調 査 を 報 告 し た 。 そ の 後 YOSII

( 1957) は， 0_ watanabei と さ れて い た個体は採集 さ れ

て い な い と し ， 前 2 種 に つ い て の考察 を加 え た う え で，

的 に 再検討 を 要 す る と さ れ る ヤ ギ シ ロ ト ピ ム シ で あ る

(前田， 1932 : 内藤， 1986 : 桜井， 1959) 。 本種の分布地

域 は本州以南で確認 さ れ， 北海道 で は 確認 さ れて い な い
(多 国 内， 1989) 。 深谷 (1952) は ， ト ピ ム シ類の被害の

大 き い地域 は 九州 か ら 埼玉 ま で と し て お り ， ヤ ギ シ ロ ト

ピム シ の分布様式 と 一致 し て い る 。 ま た ， 過去の研究が

九州 か ら 近畿地域 で 多 く な さ れ て い る こ と を 考慮 す る

と ， 本種 は暖地性 の 昆虫 と も 考 え ら れ る 。 こ こ 数年， 埼

玉 県 内 で本種 に よ る 被害が 目 立 ち 始 め て い る 要 因 と し

て ， 近年の温暖化 と の 関連 も 考 え ら れ る 。
な お ， 桜井 (1959) は フ ォ ル ソ ム シ ロ ト ピ ム シ の詳細

な生態の記録 を 残 し ， そ の 中 で， こ の種 は ヤ ギ シ ロ ト ピ

ム シ の よ う な 大 き な 害 を 及 ぽす こ と は な い と 述 べ て い

る 。

表 - 1 日 本で知 ら れて い る ム ギ を加害す る ト ピ ム シ類

学 名

ONYCHIURIDAE 

シ ロ ト ピム シ科 ( = ト ビム シ モ ド キ 科)

和 名

1 .  Onychiurus folsomi (SCHAFFER) フ ォ ル ソ ム シ ロ ト ピ ム シ ( = シ ロ ト ピム シ モ ド キ )

2 .  Onychiurus matsumotoi (KINOSHlTA) マ ツ モ ト シ ロ ト ピ ム シ ( = マ ツ モ ト ト ピム シ モ ド キ )

3 .  Onych iurus þseudarmatus yagii ヤ ギ シ ロ ト ピム シ ( = ヤ ギ ト ピ ム シ モ ド キ )

(KINOSHITA) 
4 .  Onychiurus sibiricus (TULLBERG) ワ タ ナベ シ ロ ト ピム シ ( = シベ リ ア シ ロ ト ピ ム シ，

= ワ タ ナ ベ ト ピム シ モ ド キ )
HYPOGASTRURIDAE 

ヒ メ ト ピ ム シ科 ( = ム ラ サ キ ト ピム シ科)

1 .  A nurida trioculata (KINOSHlTA) ミ ツ メ ト ピム シ ( = ミ ツ メ ア カ ト ピム シ )

日 本応用動物昆虫学会編 (農林有害動物 ・ 昆虫名鑑， 1987) を 改変.

Ecology and Control of the White Collembola which Harms the Wheat. By Kaoru EMURA 
( キ ー ワ ー ド : ム ギ， 害虫， シ ロ ト ピム シ類， 生態， 防除)

一一一 33 一一一



198 植 物 防 疫 第 54 巻 第 5 号 (2000 年)

E 生 態

ヤ ギ シ ロ ト ビ ム シ の地上へ の 出 現時期 に つ い て 前 回

(1932) は ， 佐賀 県 で は 9 月 下旬 か ら 一部の 個体が地表

へ出現す る も の の， 夏眠 し て い た 個体の大部分が地中か

ら 地表近 く へ移動 す る の は 10 月 下旬 か ら 1 1 月 と し た

(表 2) 。 一方， 埼玉県での 12 月 13 日 調査 に お い て ， 地

表 か ら 15 cm 以 下 (地 表~地 下 80 cm ま で 調 査) に

42% の 個体が生息 し て い た 調査事例 も あ り (村上 ・ 石

川 ， 1982) ， 休眠覚醒時期 と 地表への移動 に つ い て は 大

き な差異があ る 。

シ ロ ト ピ ム シ 類 の 産卵 期 間 に つ い て 深谷 ( 1952) は

1�4 月 と し ， 平均気温が 170C前後 に な る と 幼虫 は 土壌

の 間隙， あ る い は植物の根が腐朽 し て 生 じ た細孔を伝わ

っ て 地 中 に 移動 し て 夏 眠 に 入 る と し て い る 。

本種の餌は植物の根あ る い は有機物であ り ， 後述す る

よ う に ダイ ズ粕や ア ブ ラ ナ粕 を好むた め ， 被害回避 を 目

的 と し た誘引餌 と し て こ れ ら の有機物 を 活用 で き る (前

田， 1932) 。 ム ギ類への加害 は， シ ロ ト ビ ム シ 類 は 夏眠

か ら 覚 め て地上 に 出現す る 時期 と ム ギの矯種期 と が丁度

一致す る た め と 考 え ら れ る 。

皿 被害の特徴 と 発生地帯

深谷 (1952) は， シ ロ ト ビ ム シ類 は 主 と し て ム ギ の幼

板を食害す る も の の， 幼芽 も 食害 し ， 著 し い場合 は種子

表 - 2 ヤ ギ シ ロ ト ピム シ の水団地中 に お け る 様息位置

(前回. 1932) 

調査年月 日 調査個体数

1927 . 10 . 27 48 

1928 . 10 . 17 168 

1929 . 10 . 14 

10 . 24 

81  

66  

1 1 . 29 448 

A 

土壌の各階層での個体割合 (%)

地表~地下 15 cm 地下 15�30 cm

91 . 7 8 . 3  

99 . 4  

86 . 4  

90 . 8  

99 . 6  

0 . 6  

13 . 6  

9 . 2  

0 . 4  

内部 に も 食入 し 空調化 さ せ る と し て い る 。 筆者の観察で

も ， 一定の発育段階 に 到達 し た ム ギ畑 で は ， 多少の発生

があ っ て も ム ギの発育への影響 は ほ と ん ど な い よ う に 見

受 げ ら れた 。 石井 ( 1949) は コ ム ギ に 比較 し て オ オ ム ギ

での被害 の 少 な い こ と に 着 目 し ， そ の 差 異 が食害 の 順

序， す なわ ち ， 始 め に 根 を 食害 し て 次 い で芽 を食害す る

こ と に起因す る と し ， オ オ ム ギ で は カ ワ ム ギ， ハ ダカ ム

ギ を 問 わ ず発根部位 と 発芽部位が離れて い る た め に ， 幼

根 を 主 に 食害す る 本種 は 発芽部位 を容易 に 食害 で き な い

と し て い る 。 こ れ に 対 し ， コ ム ギ で は発根部 と 発芽部が

接近 し て い る た め に幼根 を加害後， 発根後 に 生 じ る 発芽

部位 を容易 に 加害す る と し て い る ( 図ー1) 。

被害多発地域 に つ い て 深谷 (1952) は， 底土が重粘で

一度乾燥す れ ば固化 し て容易 に水の浸透 し な い土性地域

と し ， 常 に 湿潤な場所 を 好む が過度 の 湿潤 は 好 ま ず， こ

の た め ， 適度 な湿気 を持つ水田作ム ギ作地帯 は恰好な食

餌が存在 し て 多発す る と し た 。 事実， 埼玉県 内 で現在多

発 し て い る 地域 は水田作 コ ム ギ 圃場， あ る い は河川敷の

コ ム ギ圃場であ り ， 畑作地域 で は 問題 と な っ て い な い。

IV 防除技術 な ど

前田 ( 1932) は誘引物質 お よ び餌 と し て の有機物処理

に よ っ て ， ト ビ ム シ を 餌 に 引 き 寄せ て い る 期間 に ム ギ の

発芽 を完了 さ せ て 被害 を 回避す る 手法 を 開発 し た 。 試験

を行っ た 資材の 中 で誘引効果が最 も 高か っ た の は ダイ ズ

粕であ り ， 次 い で米糠， コ ム ギ糠の順であ っ た 。 ま た ，

橋種時 に 多量の処理 を行 う 場合 に は ， 播溝内 は発芽障害

を起 こ す の で播溝 の 中 間 に 処理 を す る こ と ， 少量の場合

に は播溝内 で も 問題が な い こ と ， 播種数 日 前の処理 に よ

っ て も 効果があ る と 述べ て い る 。
播種時期 と の 関連 で は ， 早期播種 に務 め て 被害 を軽減

す る 提 案 が 多 く な さ れ て い る (前 田， 1932 : 深 谷，

1952 : 村上， 1983) 。 遅 い 播種 で被害 の 多 い 理 由 は， 地

温が低 い た め に 発芽 に 時間 を 要 し て 食害 を助長す る た め

であ り ， 被害対策の一手法 と し て 催芽播 き を す る こ と で

図 - 1 オ オ ム ギ と コ ム ギの発芽様式の差異 (石井. 1949) 
A : オ オ ム ギ (ハ ダカ ム ギ) . B : オ オ ム ギ ( カ ワ ム ギ) . c : コ ム ギ
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発芽期 間 を 短縮 し て 被害 を軽減 し (前田， 1932 : 滝 口 ，

1956 : 藤吉 ら ， 1984) ， 浅播 き に よ っ て さ ら に 被害 の軽

減 を 可能 に す る (藤吉 ら ， 1984) 。 風 呂 湯漫漬 は 発芽 を
促進す る と と も に 黒穂病の予防 も 兼ね て 有効かつ便利 な

方法であ る (前田， 1932) 。

2000 年 3 月 現在， 登録農薬 と し て は PHC 水和剤があ

り ， そ の処理方法 は種子重量 の 0 . 3% 相 当 量 を種子 に 粉

衣す る と い う も の で あ る 。 し か し ， 消費量が少 な い た め

に生産が中止 さ れて 発売 も さ れて い な い た め ， 前記 し た

よ う に 生産現場で混乱が生 じ て お り ， 新た な対応策が必

要であ る 。

薬剤防除の研究事例 は比較的少 な し そ れ ら の知見 は
今後の研究推進の た め に有効 と 考 え る の で， そ の概要 を
以下に示す。 1950 年代 に BHC， ア ル ド リ ン， デル ド リ

ン の検討が行わ れ， ア ル ド リ ン の播種溝散布の効果が安

定 し て い る が， 乾燥種子への処理 は 防除効果が不十分な

場合が あ る (滝 口 ， 1956) 。 次 い で， ア ル ド リ ン， デル

ド リ ン， ク ロ ー ル デ ン各粉剤の比較研究が行わ れ， ア ル

ド リ ン と デル ド リ ン の 播溝施用 が有効で種子粉衣 は効果

が不十分 と さ れた (高野 ・ 石 川 ， 1957) 。 ま た ， テ ロ ド
リ ン粉剤 の 種子 1 kg に 対 し て 3 g の 粉衣が有効 と さ れ

た (高野 ら ， 1961) 0 1980 年代初期 に は PHC 粒剤が安

定 し た 防除効果 を 示 す こ と ， BPMC 粉 剤 の 土壌混和 や

種子粉衣 も 有望で あ る こ と ， こ れ ら の剤 を 米糠 に 混和 し

て施用 す る 方法で も 被害回避 に効果の あ る こ と が判明 し

た (野 田 ら 1980) 。 さ ら に ， BPMC 粉剤， PHC 粉剤，

同粒剤， BPMC ・ ダ イ ア ジ ノ ン 微粒剤 F な ど の 10 a 当

た り 6 kg 播種溝， あ る い は 全面施用 が有効 で あ る こ と

(村 上 ・ 野 田， 1983) ， PHC 水 和 剤 の 1%種 子 粉 衣，

BPMC 粉 剤 の 3%種子粉衣， エ チ ル チ オ メ ト ン お よ び

PHC 粒 剤 の 播溝施用 が有効 で あ る こ と が解明 さ れ た

(藤吉 ら ， 1984) 。

お わ り に

シ ロ ト ピム シ類 は土壌中 の微小 な 昆虫 の一群であ り ，

分類の 困難性 も あ っ て 基本的 な研究 は進んでお ら ず， こ

こ 50 年聞 は 農薬 に よ る 防除法の研究 に 終始 し て い た 。

し か し ， 官頭で も 述べた よ う に ， 薬剤防除がで き な い現

状での 防除対策が求 め ら れて い る 。 環境影響 を 考慮 し た

新規農薬の研究 を早急に行 う 必要 が あ る 。 そ の一方で，

こ の害虫が土壌見虫 と し て 普遍的 に 存在す る 土壌生態系

の構成種であ る こ と を考 え る と ， 土壌生物 の 管理 と 活用

を基軸 と し た 耕種的な被害防止技術 を研究す る 必要が あ
る 。
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人 事 消 息

会農業生物資源研究所
平井一男氏 (農業研究セ ン タ ー ) は企画科長へ

会農業環境技術研究所
陽 捷行氏 (企画調整部長) は所長へ
藤井園博氏 (環境資源部長) は環境研究官へ
清野 総氏 (資源 ・ 生態管理科長) は企画調整部長へ
松田 泉氏 (農業研究 セ ン タ ー) は研究交流科長へ
塩見敏樹氏 (研究交流科長) は微生物管理科長へ
西山幸司氏 (微生物特性 ・ 分類研究室長) は微生物管理

科上席研究官へ
封馬誠也氏 (東北農業試験場) は微生物特性 ・ 分類研究

室長へ
安田耕司氏 (企画調整部主任研究官) は 昆虫分類研究室

長へ
吉松慎一氏 (草地試験場) は 昆虫分類研究室主任研究官

J\ 

杉江 元氏 (昆虫行動研究室主任研究官) は見虫行動研
究室長へ

上垣隆一氏 (草地試験場) は殺菌剤動態研究室へ
原 口和朋氏 (殺菌剤動態研究室) は食品総合研究所素材

利用部穀類特性研究室主任研究官へ
西尾道徳氏 (所長) は退職
原因二郎氏 (環境研究官) は退職
鳥山重光氏 (微生物管理科上席研究官) は退職
植松 勉氏 (微生物管理科長) は退職
松村 雄氏 (見虫分類研究室長) は退職
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0言ト報
田 中福三郎氏 (現 岡 山 県農業総合セ ン タ ー農業試験

場副場長) は 3 月 27 日 す い臓ガ ン に よ り 死去 さ れ ま し
た 。 慎んでお悔や み 申 し 上 げ ま す。 自 宅 は ， 岡 山 県赤磐
郡瀬戸町江尻旭 ケ 丘 4-1 -7， 電話 08695-2-4337

一一一 35 一一一


