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リ ン ゴにお ける ク サ ギカ メ ム シの発育 と被害

は じ め に

ク サ ギ カ メ ム シ Halyomoゆha halys (StäI) は 日 本で

は ご く 普通 に 見 ら れ る 種で， 多食性で古 く か ら 農作物の

害虫 と し て よ く 知 ら れて い る 。 カ メ ム シ類 に よ る 果実の

被害が記録 さ れ た の も ， 1905 年 に ク サ ギ カ メ ム シ に よ

る モ モ の 被 害 が 最 初 の よ う で あ る (長 谷 川 ・ 梅 谷，

1974) 。 リ ン ゴ で も ク サ ギ カ メ ム シ は 古 く か ら 害虫 と し

て知 ら れて い た も の の， 本種の リ ン ゴへの飛来 と 加害 は

モ モ ， ナ シ， オ ウ ト ウ に比較す る と 少 な く (柳 ・ 萩原，

1980) ， 一般 に ， リ ン ゴ は カ メ ム シ の 被害 を 受 付 に く い

果樹 と み な さ れ て き た (梅谷， 1976) 。 実 際 に ， 秋 田 県

で も 本種の加害 に よ る リ ン ゴの被害 は 山沿 い な どの一部

の地域 に 限 ら れて い た 。

と こ ろ が， 果樹 カ メ ム シ類が全国的 に 多 発 し た 1996

年 (井出， 1997 : 佐藤， 1997 : 柳瀬， 1997) は， 秋田県

の 多 く の リ ン ゴ園で も 最重要種の ク サ ギ カ メ ム シ成虫が

多数飛来 し， 吸汁加害 に よ る 被害果実が多 く 発生 し て 問

題 と な っ た 。 さ ら に ， 2001 年 に は 1996 年以上 に カ メ ム

シ が大発生 し ， 近年 は リ ン ゴ生産者 に と っ て カ メ ム シ が

最 も 深刻 な 問題 と な っ て い る 。

ク サ ギ カ メ ム シ は 他 の カ メ ム シ 科 の 多 く の 種 と 同 様

に ， 種々 の植物 を季節的 に 渡 り 歩 く (柳 ・ 萩原， 1980 : 

川 田 ・ 北村， 1983) 。 そ の複雑 な 生活史 に は 未解明 な部

分 も 多 く ， さ ら に リ ン ゴで は主要害虫 と し て 登場 し て か

ら 日 が浅 い た め ， 被害の 実態や特徴 に 関 す る 報告 も 少 な

い。 こ の こ と か ら ， リ ン ゴ に お け る ク サ ギ カ メ ム シ の被

害防止対策 を講 じ る た め に も ， 本種 に 関す る で き る だ げ

多 く の知見が求 め ら れて い る (筆者 ら も 調査 を 実施 し て

い る と こ ろ であ る ) 。

こ こ で は ， 1996 年 の カ メ ム シ 多発生時の観察や そ の

後の実験か ら 得 ら れた 知見 と し て ， リ ン ゴ に お け る ク サ

ギ カ メ ム シ の発育 (舟山， 2002 a) と カ メ ム シ類の加害

に 対 す る リ ン ゴ 果 実 の 感 受性の 品種間差 (舟山， 2002 

b) に つ い て 紹介 し た い。
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リ ン ゴ を 加害す る カ メ ム シ類 は 10 数種類が知 ら れ て

お り (安永 ら ， 1993) ， 秋 田 県 の リ ン ゴ 園 で は ， ク サ ギ

カ メ ム シ と チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ が多 く ， そ れ以外 に ヨ

ツ ボ シ カ メ ム シ， セ ア カ ツ ノ カ メ ム シ ， ト ホ シ カ メ ム シ

な ど も 見 出 さ れ る 。 一般 に ， カ メ ム シ類 に と っ て 果樹 は

必ず し も 好適な寄主植物で は な い 。 例 え ば， チ ャ パ ネ ア

オ カ メ ム シ で は ， 果樹か ら は卵や幼虫が見 い だ さ れ て お

ら ず (志賀， 1980) ， 果実が好適 な 餌 で あ る と は 考 え ら

れて い な い (小田 ら ， 1980 : 山 田 ・ 宮原， 1980 : 志賀 ・

守屋， 1984) 。 ク サ ギ カ メ ム シ で も ， 果樹で は ま れ に 産

卵 は 認 め ら れ る が 幼 虫 は 見 い だ さ れ ず (柳 ・ 萩 原，

1980) ， 果樹で増殖 し な い と 考 え ら れ て い た 。 し か し ，

そ の後 ク サ ギ カ メ ム シ で は ， モ モ (小田 ら ， 1982) や ナ

シ (藤家， 1985) で老齢幼虫が見 い だ さ れ， ふ化幼虫が

成虫 ま で発育 で き る 可能性が示唆 さ れ た 。 ま た ， 筆 者

も ， 1996 年 に は殺虫剤 を 削減 し た リ ン ゴ樹上か ら ク サ

ギ カ メ ム シ の老齢幼虫 を 多数見 い だ し ， 葉上か ら ク サ ギ

カ メ ム シ ， チ ャ ノ T ネ ア オ カ メ ム シ， ヨ ツ ポ シ カ メ ム シ の

卵塊 を見出 し た (表-1) 。

秋田県 の リ ン ゴ 園 で 5 月 中旬�6 月 中旬 頃 に 飛来 し た

ク サ ギ カ メ ム シ越冬世代成虫 は ， 雌雄ぺ ア で見 い だ さ れ

る 場合 も 多 い 。 こ の時期 に リ ン ゴ麗 か ら 採集 し た ク サ ギ

カ メ ム シ の雌成虫 を 解剖 す る と 半数以上 は成熟卵 を 保有

し て い た 。 ク サ ギ カ メ ム シ成虫 は季節 を 追 っ て植物聞 を

移動す る (J I I 回 ・ 北村， 1983) が， こ れ ら の観察か ら ，

リ ン ゴ園への本種の越冬世代成虫 の 飛来 は ， 餌の摂取だ

け で な く ， 産卵 も 目 的 と し て い る 可能性が考 え ら れ る 。

チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ で は ， 本来好適で な い果実 に ，

時 と し て 多 く の チ ャ パ ネ ア オ カ メ ム シ がなぜ飛来す る の

表 - 1 リ ン ゴ樹上 に お け る カ メ ム シ類の産卵部位 と 卵塊数 ( 1998)
(舟山. 2002 a)  

産卵部位 ご と の卵塊数

種 名 葉面
卵塊当 た り の

果実 平均卵数 :t S.D
表 裏

ク サ ギ カ メ ム シ 。 16 。 27 . 63 :t 1 . 02 
ヨ ツ ポ シ カ メ ム シ 9 1 15 . 60 :t 1 . 55 
チ ャ ノ ぜネ ア オ カ メ ム シ 7 4 14 . 00 :t 0 . 00 
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か は， 応用 的 に も 重要 な 問題 と し て 残 さ れ て い る (志

賀 ・ 守屋， 1984) 。 近年， 果実種子 を 与 え た チ ャ パ ネ ア

オ カ メ ム シ幼虫 の飼育実験で， リ ン ゴの種子 を与 え た場

合に も 羽化が確認 さ れ， 発育が成熟種子 の存在 に 強 く 依

存 し て い る こ と が示唆 さ れ た (守屋， 1995) 。 こ の こ と

か ら ， チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ で は ， 果樹の 品種改良過程

に お け る 果肉部分の肥大化 に よ っ て ， 本来の餌であ る 種

子が加害 で き な く な っ て も ， 栽培品種 を 餌 と し て 認識

し， 果肉部分 を 吸汁加害 し 続 け て い る 可能性が考 え ら れ

て い る (守屋， 1996) 。

リ ン ゴ樹上で ク サ ギ カ メ ム シ の幼虫が発育で き る か ど

う か を観察 し た と こ ろ ， 6 月 に リ ン ゴ樹上 でふ化 し た 幼

虫では い ずれの発育ス テ ー ジ で も 果皮か ら 種皮 ま での長

さ が 口 針長 を 上回 っ て お り ， 果実内 の種子の摂食 は 明 ら

か に 不可能 で あ っ た が， 8 月 に は 羽化個体が確認 さ れ

た。 リ ン ゴ樹上 に お け る ク サ ギ カ メ ム シ幼虫の摂食部位

は果実以外 に新梢や果 そ う 葉 に も 認め ら れた が， リ ン ゴ

樹上の果実 の み に放飼 し た 2 齢幼虫 で も 羽化個体が確認

さ れ， 本種 は リ ン ゴ果実の果肉部だ け で も 発育可能であ

っ た 。 し か し， リ ン ゴ樹上で発育 し た ク サ ギ カ メ ム シ成

虫 は越冬成虫 に比較 し て ， 体サ イ ズ は雌雄 と も 小 さ か っ

た ( 図-1) 。 ま た ， 乾燥 ダイ ズ餌で飼育 し た ク サ ギ カ メ

ム シ の 発育速度 (発育限界温度 は l l TC， 有効発育積

算温量 は 630 日 度 (藤家， 1985) ) か ら 試算 し た 羽化 日

は， リ ン ゴ樹上の羽化確認 日 よ り も は 2 週間程度 も 早か

っ た 。 こ の こ と か ら ， リ ン ゴ樹 は 本種幼虫 の発育の た め

の栄養源 と し て は や や不十分 と 思わ れ る 。 た だ し ， ク サ

ギ カ メ ム シ で は ダイ ズ を餌 と し て も 野外で飼育す る と 発
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図ー1 ク サ ギ カ メ ム シ 成虫の リ ン ゴ樹で発育 し た 個体 と
越冬個体の体サ イ ズ の比較 (1997) (舟山， 2002 a 
を 改変)

り 異符号 は雄雄別 に t 検定 で有意差 が あ る こ と を 示
す (p < O . Ol) 。

育の ば ら つ き が大 き い (藤家， 1985) こ と や， 一般 に ，

カ メ ム シ の餌 と し て の 実 の 好適度 は季節 に よ っ て 大 き く

変化す る (小滝 ら ， 1983) こ と か ら ， リ ン ゴ の樹勢や果

実の成分組成の季節的変化 と の 関係 を 調査 し た う え で再

検討が必要であ る 。

大竹 (1981) は ， 果樹カ メ ム シ類の生活史 に 関与す る

植物 に つ い て ， 成虫 お よ び幼虫， あ る い は そ れ ら の い ず

れかが吸汁 し ， 産卵が行わ れ， 次世代が正常 な成虫 に ま

で発育す る 植物 を 寄主 植物 と 呼ぶ べ き で あ る と 提案 し

た 。 前述の知見か ら ， リ ン ゴ樹 は 好適 と い え な い ま で

も ， ク サ ギ カ メ ム シ の寄主植物 と な り 得 る こ と が明 ら か

と な っ た 。 し か し ， 秋 田 県 の現地 リ ン ゴ園 で ク サ ギ カ メ

ム シ の卵塊 は よ く 見 い だ さ れ る も の の ， 幼虫 は ほ と ん ど

見 い だ さ れな い。 こ れ は ， カ メ ム シ は リ ン ゴ で使用 さ れ

て い る 各種殺虫剤 に感受性が高 い ( 山 田， 1980) こ と か

ら ， お そ ら く ， ふ化後の幼虫が殺虫剤 に 接触 し死亡 し て

い る こ と が考 え ら れ る 。 現在， リ ン ゴ 園 では殺虫剤使用

削減 を 目 的 と し た 合成性 フ ェ ロ モ ン剤 を利用 し た 交信か

く 乱法 な ど の 防除技術が普及 し 始め て い る 。 今後， こ れ

ら の殺虫剤削減防除技術が一般的 に な れ ば， 本種 に よ る

果実被害 は ， 圏外か ら 飛来 し た 成虫 だ け で は な く ， 圏 内

で発生 し た 幼虫 に よ っ て も 引 き 起 こ さ れ， 防除上重要な

問題 に な る 可能性が考 え ら れ る 。

E 果実被害の様相 と 品種間差

カ メ ム シ類の 吸汁加害 に よ る リ ン ゴ果実 の 被害痕 は ，

カ ル シ ウ ム 欠乏症 に よ る 斑点や各種病害 に よ る 病斑 な ど

と 様相が類似 し て い る こ と も 多 い。 大正末期か ら 昭和初

期 に 病害 と 思わ れて い た リ ン ゴ果実の コ ル ク 質や ス ポ ン

ジ症状が， ク サ ギ カ メ ム シ に よ る 被害 で あ る こ と が確認

さ れた (青森 り ん ご試， 1952) 。

果実の肥大過程 は樹種 ご と に い く つ か の 関数式で表 さ

れ る 生長 曲 線 に 類別 さ れ， リ ン ゴ は や や 曲 線 の 弱 い S

字 曲線 を 示 す ( 池 田 ， 1991 ) 。 こ の こ と か ら ， リ ン ゴ 果

実の生長 ス テ ー ジ は幼果期， 果実肥大生長期 お よ び成熟

期 に 区分 さ れ る 。 カ メ ム シ類の加害 に よ る リ ン ゴ果実の

被害様相 は， 加害 を 受 け た 時の 生長 ス テ ー ジ に よ っ て 異

な る こ と が報告 さ れて い る 。 幼果期 の加害で は ， 果実表

面が吸汁痕 を 中 心 に 窪 ん で奇形 に な る 場合 も あ る (上

野 ・ 庄司， 1978) が， 窪 み は収穫期 に は 目 立た な く な る

場合が多 い (前田， 1978) 。 果実肥大生長期 の加害 で は ，

果実表面が吸汁痕 を 中心 に 緑色 を伴 っ て 大 き く 窪 ん で奇

形 と な り ， 内部 の 果 肉 も 広 い 範 囲 で褐 変 す る (舟 山，

1996) 。 果実肥大生長後期 の加害で は果実表面 の 窪 み幅

以上 に果肉の褐変幅が大 き い こ と も あ る 。 成熟期 の加害
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で は ， 果実表面が若干窪む程度であ る が， 内部の果肉 は

果汁が抜 け て 白 く ス ポ ン ジ状 に な る (安永 ら ， 1993) 。

カ メ ム シ に よ る 果実 の l汲汁痕の断面 は， 幼果期の被害

で は 口針の帰入 に よ る 線状の褐変が認め ら れ る が， 果実

肥大生長期の被害 で は 広 い範囲で褐変 し て ス ポ ン ジ状 に

な っ て お り ， 口針挿入痕の確認 は難 し い。 し か し， カ メ

ム シ が植物 を 吸汁加害す る と き ， 1.放す|官Il位 に は11垂液輸 を

残 す こ と か ら ， こ れが カ メ ム シ に よ る 被害 の 指標 と な

る 。

1996 年 の カ メ ム シ 類 の 大発生時 に は， リ ン ゴ果 実 の

被害が多発 し た 。 被害果実の ほ と ん ど は， そ の様相か ら

推測す る と 果実肥大生長期の加筈 に よ る も の と 見 ら れた

が， そ の被害率や被害程度 は 品種 に よ っ て か な り 異 な っ

た 。 東北地方で栽培 さ れて い る リ ン ゴの主要品種 に は数

品種が あ り (今， 1993) ， 各品種 は熟期 の違 い か ら 9 月

末 ま で に 収穫す る 早生， 10 月 に 収 穫 す る 中 生， そ れ以

降 に 収穫す る l晩生の 3 種類 に 大別 さ れ る (土屋， 1991 ) 。

1 996 年の カ メ ム シ類の加害 に よ る リ ン ゴ果 実 の 被害度

は， 早生の t さ ん さ '， 中三i三の ‘ ス タ ー キ ン グ デ リ シ ャ ス '

お よ び t北斗' で は高 く ， J悦生の ‘王林' で は 極 め て 低か っ

た (表 2) 。 前 田 (1978) も ， 放飼 し た ク サ ギ カ メ ム シ

に よ る リ ン ゴ果 実 の 被害程度が 王鈴' と ‘ ゴ ー ル デ ン

表 - 2 カ メ ム シ類の加害 に よ る リ ン ゴ果実の被害皮 ( 1996) (舟 山，
2002 b) 

品穏1名 制査
果実数

' さ ん さ ' 522 
‘紅玉' 1 . 159 ‘ス ターキ ン グ 126 
デ リ シ ャ ス '‘北斗 ' 278 ‘ジ ョ ナ ゴ ー ノレ 623 
ド '‘陸奥' 765 

‘王林' 885 
Eふ じ ' 950 

果実数

被害程度1)

I l  1 1 1  IV  V 

418  40 26 23 1 5  
1 ， 136 

1 06 

252 
6 10  

747 
882 
932 

8 1 5  。 。
2 13 3 2 

1 4 7 1 4  
3 6 4 。

l 6 1 1  。
3 。
2 1 0  

。 。
3 3 

被害度2)

1 0 . 6".3) 
0 . 8' 
8 . 9".0 

7 . 7" 
l . 1' 

l .  5' 
0 . 1 " 
l . 1' 

川 被害程度 は， 最大窪み幅 か ら 窪 ん で な い， I l 微小な窪
み (幅 1�2 111m 程度) ， 1 1 1 ・ 小 さ な窪み (幅 2�5 ml11 程度) ， IV : 
比較的大 き な窪み (偏 5�1 O mm 存度) ， V 著 し く 大 き な 窪み (幅
lO ml11 以上) に分類 し ， 各段階に 0�4 の ス コ ア を与 え た .

日 の果笑数+ 111の果実数
X 2 + fV の果実数 ×

幻 被害度 ? ..L " fl'\ ff: 1 '3õt :*"l t v .1 X 100. 3 + V の架実数 X 4

調査果実数 X 4
3) 奥 符 号 は Steel-Dwass 法 で 有 志 差 が あ る こ と を 示 す (pく

0 . 05) . 

デ リ シ ャ ス ' の 方 が ‘紅玉' と ‘ふ じ ' よ り も 大 き く ， 品 種

に よ っ て異 な る こ と を報告 し て い る 。

植物が昆 虫 に 食害 さ れ る と 組織中 に 一連 の傷反応、が起

こ り ， 摂食部伎 と 周辺の細胞中 の ポ リ フ ェ ノ ー ノレ物質が

ポ リ フ ェ ノ ー ル オ キ シ ダー ゼ に よ り 酸化 さ れ て 褐変 す る

(HULME， 1956) が， リ ン ゴ の ポ リ フ ェ ノ ー ル オ キ シ ダー

ゼ活性 は果実が成熟す る 時に 増加 し ， フ ェ ノ ー ル性物質

の量; は そ れ と 付随 し て 減 少 す る こ と が報告 さ れ て い る

(ZOCCA and RYUGo， 1975) 。 こ れ は， カ メ ム シ に よ る リ ン

ゴ果実の加害時期が同 じ で も ， 熟期の異 な る 品種 間 で は

被害度 も 異 な る 可能性 を 示唆 し て い る 。

カ メ ム シ の加害 に よ る 各品種の リ ン ゴ果実の被害度 は

時間的 に 変化 し ， 成熟の 早 い 早 生 (‘ さ ん さ つ が成熟 の

遅 い l晩生 (‘ふ じ ，) よ り も 早 い 時期 に 被害度 の ピ ー ク が

認 め ら れた (図 2) ( た だ し， リ ン ゴ果 実 の 生長 に は，

気象条件や栽培条件な どが影響す る こ と か ら ， 年次や地

域 に よ っ て被害度の ピ ー ク が若干異 な る こ と に 注意す る

必要が あ る ) 。 こ の よ う に熟期の奥 な る 品種間 で は， 外
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筈 50
度 40
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10  
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90 
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被 60
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‘ き ん さ '

‘ ジ ョ ナ ゴー ル ド '

1�� r ‘王林'
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1 0  
0 

1 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10  
6月 7 月 8 月 9 月

放f.iiJJl寺J切

‘北斗 '

‘陸奥 '

‘ ふ じ '

1 1 0 20 30 1 0 20 30 1 0 20 30 1 0  
6月 7 月 8 月 9 月

放飼時期

図 2 放飼 し た ク サ ギ カ メ ム シ成虫の加害 に よ る リ ン ゴ
果 実 の 被 害 度 の 季節 的 変 化 (1998) (舟 山 ， 2002 
b) 

被害皮 は表-2 と 同様に し て 求 め た 。
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傷に対す る 感受性 も 時間的 に 変化す る と 考 え ら れ， カ メ

ム シ に よ る 各品種の リ ン ゴ果実 の被害様相か ら ， おお よ

そ の加害時期 を 把握 で き る と 思 わ れ る 。 例 え ば， 1996 

年の カ メ ム シ の 加害 に よ る リ ン ゴ果実の被害度 は， 早生

の t さ ん さ ' がlぬ生の 品 種 よ り 高か っ た こ と か ら ， こ の 年

は 7 月 中下旬 に リ ン コ・園への カ メ ム シ の飛来数が多 く ，

吸汁が最 も 盛ん で， そ の後は減少 し た 可能性が考 え ら れ

る 。

以上の観察か ら ， カ メ ム シ の加害 に 対 し て リ ン ゴ品種

間で感受性が異 な っ た こ と ， ま た 同 じ 品種であ っ て も 加

害 の 時期 に よ り 感受性が変化す る こ と が明 ら か に な っ

た。 し か し ， カ メ ム シ の リ ン ゴ品種に対す る 選好性 は不

明であ る 。 リ ン ゴ生産者 の 中 に は カ メ ム シ類が 6 さ ん さ '

や ‘北斗' を 好 ん で加害 し て い る と い う 声 も 多 く ， 今後は

こ の点 を調査す る 必要 が あ る 。

お わ り に

カ メ ム シ類 は リ ン ゴの重要害虫 と な り ， 被害は恒常化

し つ つ あ る 。 リ ン ゴが ク サ ギ カ メ ム シ の寄主植物 と な り

得 る こ と は明 ら か に な っ た も の の ， 本種の複雑 な 生活史

に お け る 極め て部分的な知見が得 ら れた に す ぎ な い。 ク

サ ギ カ メ ム シ の生活史 に お け る リ ン ゴの位置付け は果樹

圏外での生態 に 関す る 知見 を統合 し た う え で検討 し な け

ればな ら な い。 近年， チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ では集合フ

ェ ロ モ ン の構造が決定 さ れ (SUGIE et  a l . ，  1 996) ， 合成 も

可能 に な っ た。 こ の集合 フ ェ ロ モ ン に は ク サ ギ カ メ ム シ

も 集 ま る こ と か ら ， こ の資材 を利用 し た 発生の モ ニ タ リ

ン グ も 検討 さ れ て い る (多 田 ら ， 2001 ) 。 果樹園外 に お

主 な 次 号 予 告 |
次号 6 月 号 は特集号 「花 ・ 野菜類 ・ 緑化樹木の う

ど ん こ 病j を 掲載 し ま す。 予定 さ れて い る 記事は次

の と お り です。

う ど ん こ 病菌の分子系統 と 新 し い 分類体系 高松 進

シ ユ ッ コ ン カ ス ミ ソ ウ う ど ん こ 病の発生生態 と 防|徐

法 松浦昌平

ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病の発生生態 と 防除法

岡本 潤 ・ 高松 進

イ チ ゴ う どん こ 病の発生生態 と 防除法 神頭武嗣
パセ リ う ど ん こ 病の発生状況 と 防除法 小板橋基夫

け る カ メ ム シ の生態 に 関 し て ， こ れ ら 新 し い技術の利用

か ら も ， よ り 多 く の知見が得 ら れ る も の と 期待 さ れ る 。
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築尾嘉章
近年， 発生が確認 さ れた 緑化樹木類の う ど ん こ 病

堀江博道
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