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火 山 列 島 お よ び南鳥 島 の ミ カ ン コ ミ バエ侵入警戒調査

は じ め に

国土庁の補助 を 受 け 東京都が小笠原i持1島で笑施 し た 不

妊虫放飼法が成功 し ， 1 984 (昭和 59) 年小笠原諸 島 の

ミ カ ン コ ミ パ エ ， DaclIs ( Bac!γoceγα )  do rsa ris 
HENNDEL， の摂絶が確認 さ れ た 。 翌年， 植物防疫法施行

規則の一部が改正 さ れ， 規制 さ れて い た パパ イ ア や パ ッ

シ ョ ン フ ル ー ツ な ど の 果実 お よ び亜熱帯気候 を利用 し た

ト マ ト な ど の果菜類が， 本土へ 自 由 に 出荷 で き る よ う に

な っ た。

ミ カ ン コ ミ パエ は， 果実害虫、 と し て 世界的に も 有名 で

あ り ， そ の分布域 は イ ン ド ， 東南ア ジ ア ， 中 国南11日， ハ

ワ イ ， ミ ク ロ ネ シ ア 等 で あ る 。 琉球列島， 奄美群島， 小

笠原諸島 に 本穏は生息 し て い た が， 各地域で根絶防|徐が

成功 し ， 現在我が固 に は生息 し て い な い。 ミ カ ン コ ミ パ

エ の 寄主植物の種類 は 多 く ， 我が国 で は 農作物 に重要な

被害 を与 え る 害虫 と し て ， 植物防疫 法 に よ り 寄主植物の

iMlì入禁止 ま た は制限の措置が と ら れ て い る 。

東京都 は小笠原諸島 の ミ カ ン コ ミ パエ 根絶後， 一昔Il寄

主植物 の 存在 し な い 島 を 除 き 再侵入 を管戒 し， 諸島全域

で本害虫 の生息調 査 を 継続笑施 し て い る 。 本報で は， 小

笠原諸島 の 中 で も 通常の交通手段がな か っ た り ， 無人島

であ っ た り で， 渡島が困難 な火山列島， 南鳥島での調査

の概要 を紹介す る 。

な お ， 小笠原諸 島 は ， 東京か ら 南約 1 ， 000 km の 父 島

の属す る 小笠原併鳥， 更 に 約 280 km 南 に 位置す る 火 山

列島 (北硫黄島， 硫黄島， 南硫黄島) お よ び西の島， 南

鳥島， 沖 の 鳥 島 の お よ そ 30 の 島々 か ら 成 り 立 っ て い る

( 図 1 ) 。

I ミ カ ン コ ミ パ エ 生息調査

ミ カ ン コ ミ パエ の生息調査は， 誘引 剤 を 用 い た ト ラ ッ

プの架設 と 果実の寄生調査 で あ る 。 ト ラ ッ プは透明 な プ

ラ ス チ ッ ク 製円筒形の ス タ イ ナ ー型 ト ラ ッ プで， 寄主植
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物 も し く は そ の近辺の樹木の校 に 吊 り 下げ る 。 ミ カ ン コ

ミ パエ の雄が誘 引 さ れ る メ チ ル オ イ ゲ ノ ー ル (ME) を

主体 と し た誘殺剤ユ ー ゲ ル ア D 8 (ME 75%， キ ュ ウ ル

ア - 8%， ダ イ ア ジ ノ ン 5%) を 2 g を 染 み 込 ま せ た 綿

棒 (径 1 cm， 長 さ 3 cm) を ト ラ ッ プ内 に セ ッ 卜 す る 。

ト ラ ッ プの架設期 間 は ， 架設の た め の波島か ら ， 回収の

た め の波島 ま での約一か月 であ る 。 な お ， ト ラ ッ プに 捕

獲 さ れ る ミ パエ が， ア リ 等 の 食筈 を避 け る た め粘着剤 タ

ン グ /レ を ト ラ ッ プを 吊 り 下 げた樹木の校 に塗布す る 。

ミ カ ン コ ミ パエ の寄主植物 は， ミ カ ン 科， ナ ス 科， パ

ラ 科 な ど約 40 科 170 種 に 及 び， 小笠原 諸 島 で は板絶前

に ， 野生， 栽培極合わ せ 29 科 49 積 に つ い て 寄生 を確認

し て い る 。 採 集 し た 果 実類 は 持 ち 帰 り ， 250C前 後 に 約

1 0  1::1 保管 し た 後， 分解 し 幼 虫 の 有無 を 調 査 す る 。 ミ カ

ン コ ミ パ エ が好 ん で寄生す る 野生果実， モ モ タ マ ナ ( シ

ク ン シ 科) の熟す る 時期 や 気 象条件の安定 し た l時期 を考

慮 し， お お むね夏か ら 初冬 に か け て 渡島， 調査 を 行 っ て

い る 。

H 火 山 列 島の調査

火 山 列 島 は ， 大戦末期 の玉砕で有名 な硫黄島， そ れ を

挟 む よ う に 北硫�白鳥， 南硫黄島 が南北約 80 km の 海上

に突 き 出 て い る 。

硫 黄 J誌 (2 ， 3 1 6 ha) は す り 鉢山 ( 169 m) 以外比較的

な だ ら か な 島 で あ る 。 島 に は空， 海両 自 衛隊が駐屯 し て

い る が， 一般島民 は終戦直前 に 本土へ引 き 上 げて 以来住

ん で い な い。 侵入管戒の調査 を始め た 当 初， 小笠原 父 島

か ら 約 1 0 t 弱 の 漁船 を 術船 し ， 片道約 16�17 時 間 か け

て 調査 に 出 か け た 。 し か し ， 調査後上陸地点か ら 沖合の

漁船 に戻 る ボ ー ト へ乗 り 込 む 時 に ， 高 波 を 受 け て ボ ー ト

が破損， 漁船への帰船不能 と な る 事故が発生 し た た め ，

現在では 防衛庁の協力 を 得 て ， 東京 よ り 自 衛隊 の 輸送機

を利用 す る よ う に な っ た 。 島 内 の移動 も 隊員 の 案 内 に よ

り 車で、道路沿 い に ， ト ラ ッ プの 架設， 果実採集 等 を 実施

し て い る 。 ト ラ ッ プは 6 か所 に 吊 り 下 げて い る 。

本 島 は カ ヤ ツ リ グ サ 科 な ど の雑草 の 草 原 と 1 925 年 頃

に持 ち 込 ま れた ギ ン ネ ム ( ギ ン コ ウ ガ ン) に 覆 わ れ た 場

所が多 く ， 寄主他物 は パパ イ ヤ ( パ パ イ ア 科) ， 柑橘類，
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図 1 小笠原諸品の{立ìif-t図

ガ ジ ュ マ /レ ( ク ワ 手ヰ) ， テ リ ノ 、 ボ ク ( オ ト ギ リ ソ ウ 科 :

防風林) な ど戦前 に 段家， 島民が植裁 し た な ご り と ， w.;

2業高木の モ モ タ マ ナ が散在す る 程度 で， J創立 に熟 し た 十

分 な数の果実 を 確保す る に は苦労す る 。 な お ， 本 島 に は

植物防疫法で寄主植物 と 共 に 移動禁止 と な っ て い る ア フ

リ カ マ イ マ イ Achatina fulica BりWD1C1 1 ， サ ツ マ イ モ の害

虫 ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ Cylas formical'i山・ F八HlnじIUS の 発

生 を確認 し て い る 。

北硫黄島 (557 ha) は， 富 士 山 の 山頂部が海上 に 突 き

出 た よ う な標高約 800 m の 島 で あ り ， 島 の 周 囲 は 一 部

を 除 き ， 海岸か ら い き な り 急斜面 に な っ て い る (図ー2 ) 。 図 ー 2 船か ら 見た 北硫黄島
特 に 本 島 南 部 は 約 200 m を 一 気 に 溶 ち る 断崖 に な っ て

い て ， 海岸 を 一周 す る 事は不可能で、あ る 。 lj災前 に は 多 い 上陸 す る こ と に な る 。 砂浜 は な い。 そ の た め ， 気 象 状

時で 200�300 人程度の島民が住 ん で い た が， 硫黄島同 況， 海の状況 を 判 断 し て 調査計画 を 立 て る が， た びた び

様終戦直前に本土ヘヲ | き 上 げ， そ の後 は無人島の ま ま で 変更 を 余儀な く さ れ る 。 や っ と 上陸 し で も 絶 え ず天候 に

あ る 。 気 を 配 ら せ， 短時間 で ト ラ ッ プの 架設 ( 回 収 ) ， 果 実 の

小笠原父 島 か ら 漁船 を 傭船 し ， 一晩か け て 北硫黄島 に 採集 を す る 事 に な る 。 ト ラ ッ プ は 北 半 分 の 海岸 に 沿 っ

到着す る 。 沖合 よ り 小型 ボ ー ト で島北部の東西 2 か所に て ， 5 か所 吊 り 下 げて い る 。 ミ カ ン コ ミ パエ の野生寄主

し か な い 旧村落近 く の際浜 に近づ き ， 半 身 海 に 浸 か つ て 植物 は約 8 種鎖存在が確認 さ れ て い る が， 鳥 での滞在時
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聞の制約 と ， 急峻な斜面 の た め 果実の採集 は ， 海岸 に 沿

っ て モ モ タ マ ナ ， 人家跡 の ガ ジ ュ マ ル に な る 。

小笠原群島 の ミ カ ン コ ミ パエ根絶以前の調査で向島 と

も ミ カ ン コ ミ パ エ の 生 息 は 雌認 さ れ て お ら ず， 1 984 年

以 降 5�6 回 の 調 査 を 笑施 し て い る が， 今 1 1 ま で侵入 は

認 め ら れて い な い。 な お ， 南硫1 it 島 は北J討if古島以上 に上

陸が困難であ り ， 歴史的 に 見 て も 無人島の ま ま で あ る 。

1 982 年の環境庁 に よ る 学術調査 の 際， 向 島 に ト ラ ッ プ

が 吊 り 下 げ ら れ た が ミ カ ン コ ミ パ エ は 誘殺 さ れ て い な

し '0

田 南鳥 島 ( マ ー カ ス 島 ) の調査

南 鳥 島 ( 1 5 1 ha) は， 硫 黄 品 か ら さ ら に 東 約 1 ， 1 00

km の海上 に 浮 か ぶ 三 角 形 の 羽If�H�午、 の 小 島 で、 あ る (図

3) 。 本島 は我が国の最東端 に位置す る 。 披 も 高 く て も 標

高 6�7 m の平坦 な 島 で， ，1ゐ全体が高 波 に 袈わ れ で も お

か し く な い よ う な 烏 で あ る o 三角形の一辺 に 消 走路があ

る 。 本 島 に は， 1897 年 頃 か ら 海鳥 の 羽毛， 鳥 312 採 集 の

た め 30�50 名 が入植 し た が， そ の 後取 り 尽 く し ， 1 928 

年 に 無人島 に な っ た 。 戦時1:1' に は， 海軍が!駐屯 し ， 全車J

に 繁茂 し て い た パ パ イ ア ， コ コ ヤ シ 等 を ほ と ん ど 切 り 倒

し ， 飛行場 を始めmの施設が作 ら れ た 。 当時数千人 も の

兵隊が こ の狭い!誌 に!な屯 し て い た と 言わ れ る 。 現在 は航

空 自 衛隊， 気象庁， 海上保安庁 に 勤務 す る 合わ せ て 30

名 ほ どが常駐 し て い る が， 一般島民 は 住 ん で い な い。

小笠原言者島の 品 々 は， 洋ー|二 に孤立 し た 海洋j誌の特徴 を

示 し 生物相 は単純であ る 。 特 に ， 南鳥島 は そ の面積お よ

び大陸や他の島 々 と の距離か ら し て ， 小笠原諸砧の他の

島々 に比べて も い っ そ う 単純で‘あ る 。 樹木 と し て は モ モ

タ マ ナ ， モ ンパ ノ キ ， ガ ジ ュ マ ル， コ コ ヤ シ ， パパ イ ア

な ど お よ そ 8 種類 し か存在 し な い と 思わ れ， そ の11制本数

は必ず し も 多 く な い。 ミ カ ン コ ミ パエ の寄主植物 は モ モ

タ マ ナ ， ガ ジ ュ マ ノレ ， パ パ イ ア の み で あ る 。

本 島 へ は ， や は り 自 衛隊の輸送機 に便乗 し て j&鳥す る

が， 入間基地か ら 直行 で 4 時11，\'1， 硫黄島経 由 で行 く と 6

時間以上か か る 。 軍用 ト ラ ッ ク や 多 量;の物資 と 共 に 乗 り

組む。 プー /レ サ イ ド に 置 かれ て い る 網のパ イ プ イ ス の よ

う なベ ン チ に バ ン ド で固定 さ れ， 窓が少な く 郊H背 い， 大

き な エ ン ジ ン 背 の す る 機 内 で， 配管や ワ イ ヤ ー を 見 つ

め ， じ っ と 我慢 で あ る 。

こ れ ま で本烏の調査 は ， お お むね 1 0 月 末 か ら 1 2 月 に

か け て 行 わ れ た 。 午 後 3 1時 半 頃， 輸送機 は 島 に 若 |箆 す

る 。 急 い て、 自 衛隊の方 と 若干の打ち 合わせ を行い， 隊員

の案内で ト ラ ッ プの 吊 り 下 げ に 島 内 を 一周 す る 。 1 1 の入

り は早 く 午後 4 時 に は 真 っ l情 に な り 作業 は 中 止せ ざ る を

図 - 3 I+Î，I，'，，� ，I;llj令: l;1:

制 な い 。 翌 1 1 は， 1 1 の 出 が始 ま る 4 H寺過 ぎ に は果実採集

を l�iVIM し ， j:9J食後 8 11寺過 ぎ に l作 1 1 よ り 停、治 し て い た 11輸送

機で島 を削れ る と い う 大忙 し の 制究であ る 。 者千生 に 適 し

た 朱 実 は パ パ イ ア ， モ モ タ マ ナ な ど 1 00 倒前後 を集 め る

の がや っ と であ る o

な お ， ;Ljζμ に も ア フ リ カ マ イ マ イ が生息 し て い る が，

近年小笠原鮮品 父島， 母烏 に な い 日 い密度で あ り ， 殻の

大 き さ も 大 き い。 約 1 5 cm の 殻 の 死貝 も 見 っ か り ， 生

貝 で も 7�8 cm 貝 が す ぐ に 見 つ か る 。 ス コ ー ル な ど 雨

が|降 る と 大挙 し て 消'走路 に 出 て く る ら し い。 ま た ， 海岸

を紙、越の よ う に能 っ て い る グ ン パ イ ヒ ル ガ オ に は ア リ モ

ド キ ゾ ウ ム シ が為'生 し て お り ， ifJJ し 3密度て、生}，斗 し て い る

の を確認 し て い る 。

お わ り に

1 985 年以降約 1 5 年間， 東京都 は ミ カ ン コ ミ パエ の侵

入 を 管戒 し ， 小笠原鮮島， 火 山 列 ，ç�j， 南鳥山で生息調査

を笑施 し て き た が， 侵 入 は 認、 め ら れ て い な い。

現在， ミ カ ン コ ミ パエ が分布 し て い る 地域 は 小笠原諸

向 か ら 1 ， 000 km も し く は そ れ以上離れて い る 。 そ の た

め， 飛朔， 気流等 自 然 の 力 に よ る 本諸島への ミ カ ン コ ミ

パエ再侵入 は考 え 難 い。 し か し ， 小笠原諸島の ミ カ ン コ

ミ パ エ は， 1 925�26 年 (大 正 末 J91) 頃 に サ イ パ ン か ら

船舶 で持 ち 込 ま れ た 朱実 と 共 に 父品 に 侵入 し ， 小笠原群

内全域 に 分布 を 広 げた と 言わ れ て い る 。 そ し て ， 小笠原

JI'(O'!; . .!i 父 鳥の二 見 浴 に は， 遠洋漁業 の漁船や近年南洋諸島

等へ航海す る 多 く の大型 ヨ ッ ト 等 の 入浴， ま た }.!i\\波 を避

け る た め 島影 での停泊， さ ら に は近海で密漁 を す る ス ピ

ー ド の早い外国漁船 の 出 現 な ど， 船舶 に よ る ミ カ ン コ ミ

パエ生息地域か ら の 人為的な侵入の可能性 は 不定で‘ き な

い。 再侵入の可能伯 が あ る 以上， 今後 も ミ カ ン コ ミ パエ

:P"J侵入笠戒調子主 は続 く 。
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