
1990) 。 本稿 で は こ の 1989 年 の 全 国 的 な 調 査 か ら 10 年

以上が経過 し た 現在 に お け る 2 種 の 寄生蜂の分布 を 明 ら

か に す る と と も に ， 今後の カ ン キ ツ 害虫の総合管理 に お

け る 天敵の役割 と 展望 に つ い て ， 全 国 の 調査者 を 代表 し

て紹介す る 。

1 寄生率調査地点

千葉県以西， 沖縄県 ま で の カ ン キ ツ 栽培県 24 都 府 県

に対 し て ， ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ に 寄生 し た 寄生蜂の調査

を お願い し た 。 こ の う ち 静岡 県 ， 愛知県， 大阪府， 兵庫

県， 熊本県， 大分県， 沖縄県 の 7 県 に つ い て は今回調査

は行わ れ な か っ た の で， 愛知県， 兵庫県， 沖縄県 に つ い

て は電話 に よ る 聞 き 取 り を行 い ， そ の他の 4 県 に つ い て

は 1989 年前後 の 前回調査結果 を 参考 に し た 。

2 調査地の概況

各都県 に お け る 寄生蜂調査 地 点、 の概況 を 表一 I に 示 し

た 。 概況の不明 な 県 も あ る が， 調査地 と し て 一般管理園

や減農薬管理園 よ り も 概 し て 放任園 (家庭果樹 を 含 む )

が中心で あ る こ と がわ か る 。 ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ の発生

ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ発生程度
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ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ UnasPis yanoηensis KlIWi\Ni\ は

1907 年 に 長崎県で初発見 さ れ て か ら ま た た く ま に 全国

の カ ン キ ツ 産地 に 広が り ， 第二次世界大戦以前 は も と よ

り ， 戦後 も 有機 リ ン 剤 が登場す る 1950 年代後半 ま で は

産地 を 崩壊 さ せ る ほ ど の 大害虫 で あ っ た 。 こ れ は原産地

で あ る 中 国西南部か ら 侵入 し た 際， 有効 な天敵 を伴わ な

か っ た こ と か ら ， 防除手段が な か っ た 時代 で は 木 を 枯 ら

す ま で指数関数的 に 増加す る こ と が可能だ っ た た め であ

る 。 1965 年以降防除効果 の 高 い 有機 リ ン 剤 等 の 合成殺

虫剤 の 登場 と 発生予察技術の発達 に よ る 適期防除 に よ っ

て 一般管理園 で そ の 姿 を 見 る こ と さ え 難 し い程密度 は低

下 し ， 発生 は 潜在化 し た 。 し か し一度防除の手 を 抜 く と

大発生す る 危険性 を は ら ん で い た 。 さ ら に 有機 リ ン剤 を

は じ め と し た 薬剤散布 の ス ケ ジ ュ ー ル化 に よ る 潜在害虫

の 多 発， 顕在化 と 環境汚染 の 問題 も 生 じ て き た 。

こ の よ う な状況 の な か， 1980 年 に 静 岡 県 の 柑橘害虫

天敵利用技術交流団 に よ っ て ， 中華人民共和国四川省重

慶市 お よ び成都市か ら ， 本種の天敵寄生蜂 ヤ ノ ネ キ イ ロ

コ パチ Aρhytis yanonensis DEBACI I and ROSE:-; (以下 キ

イ ロ コ パ チ ) と ヤ ノ ネ ツ ヤ コ パ チ Coccobius ルlvus

CO�IPERE et AN>，ECKE (以下 ツ ヤ コ パ チ ) の 2 種が導入 さ

れ た 。 こ れ ら 寄 生 蜂 は 日 本 の 気 候 に 十 分 適 応 で き

(FUIW I li\SI I I  and N ISI I I NO， 1983) ， さ ら に ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ

ム シ の 密度 低下 に 効果 が 高 い こ と が判 明 し ( 高 木 ら ，

1986) ，  1981 年か ら 静岡県柑橘試験場 と 果樹試験場 口 之

津支場 (現 果樹研究所 カ ン キ ツ 研究部 口 之津) を 核 に

全国の カ ン キ ツ 産 地 に 放飼 さ れた 。 放飼が始 ま っ た 後の

全国 的 な 寄生蜂分布の一斉調 査 は 1989 年 に 行 わ れ， ャ

ノ ネ キ イ ロ コ パ チ は全国 の カ ン キ ツ 産地 の ほ ぽ全域 に分

布 を拡大 し ， ヤ ノ ネ ツ ヤ コ パ チ は静岡県， 和歌山県， 徳

島 県， 長崎県 で は ほ ぼ全域 に 分布 し て い た が そ の ほ か の

県 で は 点 在 し て い る こ と が 明 ら か に さ れ た (大 久 保

Present Situation of the Distribution of Imported Parasitoids 
Against Arrowhead Scale. Unaspis yanonensis KlIWi\Ni\. and 
Future Perspectives on Their Potential  for Biological Control .  
By Nobuo 0 1 1 1、 t: I旧

( キ ー ワ ー ド : ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ ， 導入寄生的， 分布)
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ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ の 導入寄生蜂の全国分布状況

中 国 か ら 導入 し た ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ 寄生蜂の分布の現状 と そ の活用 に 関 す る 今後 の 展望

表 - 2

寄生率 (2 種混在)分布地点数調査
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1 全国的 な 寄生録の分布概況

今回調査が行わ れた 1 7 都県 と 1989 年前後の調査デ ー

タ の あ る 静岡 県， 大 阪府， 熊本 県， 大 分 県 の 4 府県 の 2

種寄生蜂 の 分 布状況 を 表ー2 に 示 し た 。 各都府 県 に お け

る 今 ま での放飼状況 と 現状 は 以下の と お り で あ っ た 。

千葉県 で は 放飼 は 4 地点、 で あ っ た が 2 種の寄生蜂 と も

カ ン キ ツ 栽培地全域 に 分布 し て い た 。 寄生の見 ら れ な い

園 は薬剤散布園 で あ っ た 。

東京都 で は放飼 は 全 く 行わ れて い な し 3 。 調査 は 1 地点、

で あ っ た が. 2 種 と も 寄生が見 ら れ. 1988 年の調査結果

(小坂. 1988) を考慮 す る と 全域 へ の 分布拡大が推定で

き る 。

神奈川 県 で は こ れ ま で に 4 地点 の 放飼が あ っ た 。 調査

19 地点 の う ち ， 雑草が か ら む な ど 圏 内 が暗 い 地点 で キ

イ ロ コ パチ の寄生が見 ら れ な か っ た が， 全域で 2 種の分

布 を 確認 し た 。 特 に ツ ヤ コ パチ は 全 て の 地点 で寄生 を確

認 し た 。

三重県 で は 現在 ま で全 く 放飼 は な い が. 2 種 と も ほ ぼ

全域 に 分布 し て い た 。 和歌 山 県 か ら の 分散 と 考 え ら れ

る 。 た だ し 全体 に 寄生率が低 く ， 薬剤散布の影響が大 き

い と 推察 さ れ る 。

和歌 山 県 で は 2 種 と も ほ ぼ全域 に 放飼 し た 。 現在 2 種

と も 全域 に 分布 し て い る 。 薬剤散布 闘 で は寄生率が低 い

傾向 で あ っ た 。

岡 山 県 で は こ れ ま で放飼 は行わ れて い な い が調査 し た

1 地点で 2 種の寄生 を確認 し た 。

広 島 県 は 10 地点程度 に 2 種 の 放飼 が行 わ れ て い る 。

結 果 と 考 察H 

叫 ヤ ノ ネ キ イ ロ コ パ チ ， 叫 ヤ ノ ネ ツ ヤ コ パ チ ， 叫 ) 40%. d' lO� 
40%. c， 1 0%> . 静岡県， 大阪府， 熊本県， 大分県 は 1988�1990 年

の デー タ .

が潜在化 し て い て 一般管理菌 で は そ の 姿 を 見 つ け る の が

困難な状況 で あ る た め ， 薬剤散布 の な い 放任闘 を探 さ な

け れ ばな ら な か っ た と 判断 さ れ る 。 し か も 1990 年以降，

と く に 95 年 か ら 始 ま っ た 果樹園地転換特別対策事業 に

よ り ， 放任園や管理不十分 な 園 は ほ と ん ど廃園 と な っ て

放任 カ ン キ ツ 類が な く な っ た 所 も 多 く ， 寄主 の ヤ ノ ネ カ

イ ガ ラ ム シ を 見 つ け る の が非常 に 困難 で あ っ た 。 こ の 中

で減農薬園や管理不十分 な (無農薬で は な い ) 園 を 中 心 に

一部多発園 も 見 ら れた が， ほ と ん ど は一部の枝 に 集 中 的

に 寄生す る か全体的 に低密度 の 園が ほ と ん ど で あ っ た 。

3 調査方法

2000 年 4 月 �2001 年 9 月 に 寄 主 の ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム

シ を採集 し て ， 殻 に 残 さ れた 寄生蜂の脱出孔数 を調査す

る と と も に ， 一部 の 地域 で は 解剖 に よ り 寄生蜂の幼虫 お

よ び踊 を直接観察 し た 。 寄生率 は 寄生蜂の脱出孔率 と 虫

体寄生率の 合計， ま た は脱出 孔率 の み で示 し た 。

調査 3 地点 で 2 種 の 寄生 を 確認 し て い る こ と か ら ， 全域

へ分布 し た も の と 推定 さ れ る 。

山 口 県 で は キ イ ロ コ パ チ は 全域， ツ ヤ コ パ チ は一部で

放飼 さ れた 。 現在， キ イ ロ コ パ チ の い な い地点、 は あ る も

の の ， ツ ヤ コ パチ は全地点、 で分布が確認 さ れ て お り ， ツ

ヤ コ パチ の健闘が 目 立 つ て い る 。

徳島県 で は 県 内 全域 に 2 種 を 放飼 い 現在 も 全域 に 分

布 し て い る 。 寄生の 見 ら れ な い 園 は 全 て 薬剤散布 を 行 っ

て い る 一般管理園 で あ っ た 。 ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ は 全 園

に分布す る の で な く ， 一部 の 枝 に 見 ら れ る 程度 と な っ て

い る 。

香川 県 で は 現在 ま で放飼 は な か っ た 。 調 査 は 1 地点の

み で あ る が. 2 種 と も 寄生 を 確認 し た 。 徳 島 県 あ る い は 愛

媛県か ら の分散 と 考 え ら れ， 全域で の分布が推定 さ れ る 。

愛媛県 で は 2 種 が ほ ぼ全域で放飼 さ れて い て ， 現在未

放飼地 を 含 め て 全域 に 分布 し て い る 。 ツ ヤ コ パ チ の寄生

率が高 い 地点、が多 か っ た 。

高知県で は 2 種 と も 全 く 放飼 は行 っ て い な い が， 全域

で 2 穫の分布 を 確認 し た 。 寄生率 も 高 い 園 が 多 か っ た 。

愛媛県 あ る い は徳 島 県 か ら の 分散 と 考 え ら れ る 。

福 岡 県 で は 2 種 の 放飼 が北部 を 中心 に 行わ れた 。 現在
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は 2 種 と も ほ ぼ全域 に 分布 し て い る 。

佐賀 県 で は 2 種 と も 一部地域 に 放飼 し て い る が， ほ ぽ

全域 に 分布 を 拡大 し て い る 。 薬剤散布園 での寄生率が低

か っ た 。

長崎県 で は ほ ぼ全域 に 2 種 を 放飼 し て い る 。 現 在 2 種

と も 全域 で分布 を確認 し て い る 。 特 に ツヤコパチ の 分布拡

大が顕著でツヤコパチ の み の 寄生が見 ら れ る 園 が あ っ た。

宮崎県 で は 今 ま で 2 種 と も 放飼 は な か っ た 。 調査 は 2

地点、 の み で あ る が. 2 種 と も 寄生が確認 さ れ た 。 キ イ ロ

コ パ チ に つ い て は， 前 回調査か ら 全域 に 分布 し て い る こ

と は 明 ら か で あ る が， ツ ヤ コ パチ に つ い て は不明であ る 。

鹿児島 県 で は キ イ ロ コ パ チ は全域， ツ ヤ コ パチ は一部

地域 に 放飼 し て い る 。 現在 キ イ ロ コ パ チ は全域 に 分布 し

て い る が， ツ ヤ コ パ チ は一部の み (2 地点、/1 1 調査地点)

で確認 さ れた に す ぎ な い。 ツ ヤ コ パ チ の分布拡大が鈍か

っ た 。

こ の よ う に 今回調査の 17 都 県 で は 地域的 な偏 り は あ

る が， い ずれ も キ イ ロ コ パ チ と ツ ヤ コ パ チ の 2 種 と も 分

布が確認 さ れた 。 こ の う ち 現在 ま で人為的な放飼が全 く

行わ れて い な い 未放飼県 で も 新た に 岡 山 県， 香川 県， 高

知県の 3 県 で 2 種 と も 分布が確認 さ れた。 調査 は な い が

聞 き 取 り に よ り ， 愛知県 で 1994 年 に 2 種 の 分布 を 確認

し ， 兵庫県 で も 2 種が分布 し て い る と の こ と で あ っ た 。

沖縄県 で は寄主 の ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ を発見で き ず， 寄

生蜂の 分布 は確認で き な い と の こ と で あ っ た 。 今回調査

の な か っ た 静岡県等 4 府県の う ち ， 大分県の ツ ヤ コ パチ

を 除 い た 3 府 県 で は 既 に 1989 年 に 2 種寄生蜂 の 分布 を

確認 し て い る の で全域， 部分的分布の違い は あ れ， 全国

の カ ン キ ツ 産地 に お け る 2 種の分布 は ほ ぼ全域 に わ た る

と 考 え ら れ る 。

2 分布の特徴

キ イ ロ コ パ チ の 寄生地点、 は 全調 査地 点 の 87 . 7%. ツ

ヤ コ パ チ の 寄生地点 は 68 . 3%. 2 種 と も 寄生の見 ら れた

地点 は 6 1 . 6% で あ っ た 。 こ の う ち キ イ ロ コ パ チ の 優 勢

県 は静 岡 県， 徳島県， 熊本県， 大分県， 鹿児島県の 5 県

で あ っ た ( た だ し静岡県， 熊本県， 大分県 の 3 県 は今回

調査が な く . 1 989 年 の 結果 で あ る の で現状 は 不 明 で あ

る ) 。

ツ ヤ コ パチ の優勢県 は神奈川 県， 和歌 山 県， 広島県，

山 口 県， 長崎県の 5 県 で放飼初期 の分布拡大が遅か っ た

ツ ヤ コ パ チ が現在 に 至 っ て 遅 れ を 取 り 戻 し た 感があ る 。

寄 生 率 の 高 い 地 点 は 全 体 の 28%. 中 程 度 の 地 点 は

52%. 低 い 地 点 は 20% で あ っ た 。 中 程度 以 上 の 寄生率

が確保 さ れ て い た 。 特 に 千葉県， 神奈川 県， 徳島県， 愛

媛県， 高知県， 鹿児島県 で寄生率 の 高 い地点が多 か っ た。

表 - 3 薬剤散布が寄生率 に 及 ぽす影響

一般管理園 省農薬管理園 放任閤
県名

園数 寄生率 園数 寄生率 園数 寄生率

千 葉 3 4 . 5  l 40 . 6  7 4 1 . 5  

和歌山 。 3 18 . 5  22 26 . 4  

広 島 2 1 . 1  2 13 . 9  

長 崎 8 4 . 8  35 25 . 6  

3 薬剤散布 な ど栽培管理と の 関係

寄生蜂 の 寄生率や分布の特徴 に 関係 す る 要因 と し て カ

ン キ ツ 圏 の管理状況が考 え ら れ る 。 そ こ で薬剤の散布程

度 と 寄生率の 高 さ と の 関係 を ま と め て み た 。 薬剤散布の

多 少 に よ っ て 一般管理 と 滅農薬栽培や放任 を比較的 は っ

き り と 区別 し て い た 千葉県， 和歌 山 県， 広 島 県， 長崎県

の 4 県 の 調 査結果 を 表-3 に ま と め た 。 慣行的 な 薬 剤 散

布 を 行 っ て い る 一般管理園 での 寄生率 は低 く ， 薬剤 を 全

く 散布 し な い放任園 の 寄生率が高か っ た 。 中 間 的 な省農

薬管理園 は そ の 中 間 で あ っ た 。 こ の よ う に 薬剤散布が寄

生蜂の活動 に 悪影響 を 及 ぼす こ と も 明 ら か に な っ た 。

4 1989 年調査後の変化

1989 年 の 調査以降現在 ま で の 寄生蜂 の 分布 の 変化 を

み る と 89 年当 時 は キ イ ロ コ パ チ は ほ ぼ全 国 の カ ン キ ツ

産地 に 分布 し て い た が， ツ ヤ コ パ チ は一部 の 県 を 除 き ，

全 く 分布 し な い か分布が限 ら れ て い た 。 今 回 の 調査 で，

前 回 キ イ ロ コ パ チ の み 分布 し て い た 東 京 都 区部， 三 重

県， 広島県， 宮崎県 の 4 県で新た に ツ ヤ コ パ チ の 分布が

確認 さ れ た 。 ま た 前 回 未 確 認 の 愛 知 県， 岡 山 県， 香 川

県， 高知県の 4 県 で 2 種の分布 を 確認 し た 。 一方 ツ ヤ コ

パ チ が一部地域 に し か分布 し て い な か っ た 1 4 県 の う ち

千葉県， 神奈川 県， 山 口 県， 愛媛県， 福 岡 県， 佐賀 県 で

ほ ぼ全域 に 分布拡大， ま た は そ れ と 推定 さ れた 。 ツ ヤ コ

パチ を放飼 し た に も か か わ ら ず， そ の後 の 分布拡大 が な

く ， い ま だ に 一部地域 に 限定 さ れて い る 県 は鹿 児 島 県 の

1 県 の み で， そ の原 因 は 不 明 で あ る o

今回調査がな く ， 電話で の 聞 き 取 り で愛知県 と 兵庫県

で 2 種の分布 を 確認 し た が， ど の程度 の範囲 に 分布 し て

い る か は 不明 で あ っ た 。 沖縄県 で は 1983 年 に 2 種 の 放

飼があ り ， 定着 を 確認 し て い る が， 現在 は ヤ ノ ネ カ イ ガ

ラ ム シ を確認で き な い た め ， 寄生蜂 の 分布 は 不明 と の こ

と で あ っ た 。 1996 年 に 筆者 が 宮 古 島 を 訪問 し た 際， 農

家 の庭先でか な り 高密度 の ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ を 発見 し

た が， 寄生蜂の脱出孔 は確認で き な か っ た 。 こ の た め 再

度の調査が必要 で あ る 。

今回調査 の な か っ た 4 県 の う ち ， 前回調査で 2 種 と も

全域 に 分布 し て い た 静岡 県 で は ， 現在 も 全域 に 分布 し て
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い る こ と は 間違 い な い と 考 え ら れ る 。 他の 3 県 の う ち 大

阪府， 熊本 県 の 2 県 で は前 回 の結果 と 他県 の状況か ら キ

イ ロ コ パ チ と ツ ヤ コ パ チ と も に 全域への分布拡大 は推定

で き る が， 確証 は な い の で今後の確認調査が待た れ る 。

大分県で は キ イ ロ コ パ チ の 全域分布 は 間違 い な い と し て

も ツ ヤ コ パチ に つ い て の情報が な い の で こ れ も 今後の調

査が待た れ る 。 同様の懸念 と し て 宮崎県が上 げ ら れ る 。

今回の調査が 2 地点 に 限 ら れ る た め ， キ イ ロ コ パ チ の 全

域分布 は前回調査 で確認で き て い る が， ツ ヤ コ パ チ の分

布拡大 を 確認す る た め ， よ り 広範 囲 な 調査が必要 と 思わ

れ る 。

皿 今 後 の 展 望

今回の ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ の 導入寄生蜂， ヤ ノ ネ キ イ

ロ コ パチ と ヤ ノ ネ ツ ヤ コ パチ の 分布調査 に よ り ， 一部の

地域 を 除 い て ほ ぽ 2 種 と も 全国 の カ ン キ ツ 産地 に 分散 ・

拡大 し ， 未分布地域が な く な っ た こ と が判明 し た 。 導入

か ら 20 年 を 経過 し て や っ と ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ の 密度

制御条件が整 っ た と も 見 ら れ る 。 10 年前 の 分布 か ら 見

る と キ イ ロ コ パ チ と 比べ て ツ ヤ コ パチ の健闘が 目 立 ち ，

分布拡大 は も と よ り ， む し ろ キ イ ロ コ パチ よ り 寄生率が

高 い地点、が多 く ， ま た ツ ヤ コ パ チ の み の 寄生地点 も 見 ら

れ る 。 こ の よ う な 未放飼地域への分散 ・ 定着 と そ の後の

寄生率の上昇は本種 の 寄主特性 を 発撫 し て い る よ う に 見

ら れ る 。 大久保 ら ( 1986) は 2 種の 寄生蜂 の う ち ， キ イ

ロ コ パチ は初期の密度低下の働 き を 示 す が， 最終的 に は

ツ ヤ コ パ チ が密度制御 の 中心 と な り ， 作用 す る と 推測 し

た が， ま さ に 現状 は こ れ を証明 し て い る よ う に 思 え る 。

分布地の 特徴か ら 寄生蜂 の 寄生が見 ら れ る 園 は 管理不

良， 放任闘や無農薬園 な ど を 中心 と し た 薬剤散布 の 少 な

い 園 で あ っ た 。 こ の こ と は 今後 の 天敵利 用 に 農薬 の影響

は避 け て 通れな い 問題 で あ る こ と を 示 し て い る 。 こ の 中

で最近定着 し て い る 有機栽培 園 で は本人の知 ら な い 聞 に

放飼 の恩恵 を 受 け て い る よ う で あ る 。 こ の よ う な 園 は 家

庭果樹 を 含 め て 今後 の 寄生蜂の活用 の核 と な る の で そ の

利用， 保護の正 し い理解 を啓蒙す る 必要が あ る 。

一般の 通常管理園 に お い て は天敵 の 経済効果 は現状で

は不明であ る 。 寄主の ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ が い な い場合

が多 い か ら で， そ の原因 は 有機 リ ン 剤 な ど の散布 に よ っ

て い る 。 こ の た め ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ の た め の薬剤散布

が省略 で き て い な い よ う で あ る 。 現状で は む し ろ 一般管

理 に 近 い ， 省力管理園 で問題 と な る 。 そ れ ら で は 寄生蜂

の活動 は 高 い 寄生率 を保持 し て い る 場合 と 低 い 寄生率で

寄主の密度が高 い場合 に 二分 さ れ る 傾向 に あ る 。 そ の 原

因が薬剤 ( お そ ら く 寄生蜂 に 影響 の大 き い薬剤) 散布 に

起因 し て い る と 考 え ら れ る 。 こ れ は チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ

ウ マ を は じ め 他の害虫 の 防除 に使用 さ れ る 薬剤 の不用 意

な散布が寄生蜂 の 活動 を 抑 え ， 寄主 の 高 い 密度 と 寄生蜂

の 低 い 寄生率 と な っ て 現れて い る も の と 考 え ら れ る 。 こ

の た め 今後の 一般管理園 で の 寄生蜂利 用 で は ， 主 要 な 害

虫 の 密度制御 の た め の 発生予察 の 活用 に よ る 要防除密度

の把援 と 被害許容水準以下の適期防除や農薬以外 の 防除

法の 開発利用 な ど に よ る 薬剤散布回数の低減 を 行 う 必要

があ る o す な わ ち 薬剤散布 と 調和 の と れ た 総合管理が大

切であ る 。 こ の た め に も ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ以外の重要

害虫 を 含 め た カ ン キ ツ 園 昆 虫群集の総合的な管理 を 行 う

た め の技術開発が必要で あ る 。 ヤ ノ ネ カ イ ガ ラ ム シ の天

敵の全国分布 は そ の第一歩 に す ぎ な い。
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