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は じ め に

ア ル フ ア ル フ ア ル フ ァ タ コ ゾ ウ ム シ κ沙em þo sli ca 

は， そ の名 の ご と く マ メ 科牧草ア lレブア jレ フ ァの著名 な

害虫 で あ る 。 我が国 で は 1 982 年 に福 岡 県 と 沖縄県で初

め て 発生 が確認 さ れ， 2002 年 5 月 現在， 愛 知 県 以 西 と
東京都， 埼玉県， 栃木県 に発生 し ， レ ン ゲ で被害 を及ぽ

し て い る 。 こ の対策 と し て は薬剤散布， 橋 種H寺jVJの変更
や発生密度が高 い 闘場の耕起 に よ る 防|徐等が指導 さ れて

い る 。 し か し ， 薬剤散布 は， 散布費用 や労力， 1主薬散布

の ミ ツ バ チ へ の 影斡な ど か ら ， あ ま り 実施 さ れて い な い
の が現状で あ る 。 そ こ で， 門司植物防疫所では レ ン ゲ の
被害が深刻化 し た 1 988 か ら 89 年 に か け て ア メ リ カ 合衆

国 で ア ル フ ア ル フ ァタ コ ゾウム シ の|坊除 に 利 用 さ れて い

る 4 種の寄生峰 を導入 し て増殖 し ， 九州各 県 を "11心に放
飼 し て 定 着 を 図 っ て き た 。 そ の結果， 導入 し た空白{生蜂の
な か で， ヨ ー ロ ッパトピチビア メ パチ が 199 6年頃か ら

門司植物防疫所周辺で定着が確認 さ れ る よ う に な り ， そ

の後， 分布地域が徐 々 に拡大 し て い る 。 こ こ で は， 導入

し た 寄生蜂の こ れ ま での経過 と 今後の利用法 に つ い て 解

説す る 。

本文 に 入 る に 先立 つ て ， 原稿を 校閲 し て 頂い た 九州大

学大学院農学研究院附属生物的防除研究施設の高木正見
教授に感謝申 し 上 げ る 。

I 導入した寄生蜂の経過

門司植物防疫所 で は ， USDA 生 物 的 防除研究所 ( ミ
シ ガ ン州 ) か ら 1 988 年 か ら 89 年 に か け て ヒ メ パチ科 2

穏 ( ヨ ー ロ ツパ ト ビチピア メ パ チ Ba thyþl ectes a nul'

us， タ コ ゾ ウチビア メ ノTチ Ba thyþLectes ClI rcu Lio nis) お
よ び コ マユパチ 科 2 種 ( ヨ ー ロ ツノ心、 ラ ボ ソ コ マユパチ

Mi cmcto nus a ethio þoi des， タ コ ゾ ウノ、 ラ ボ ソ コ マユノT

チ Mi cl'octo nu s co lesi lを 導入 し た。 こ れ ら の導入経過
等 に つ い て は， 木村 ・ 加来 ( 1991 ) に よ っ て 報告 さ れて
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い る 。 導入 し た 寄生蜂 4 種 の な か で， タ コ ゾ ウハ ラ ボソ

コ マユパチ は増殖が う ま く い か ず に 絶滅 し た が， 残 り の

3 種 は， 現在 も 引 き 続 き 門司植物防疫所の 天敵増殖施設

(I�卜 1 ) で飼育 し て い る 。 3 種の 寄生 蜂 はレ ン ゲ へ の 被

害が深刻で あ っ た 九州、比山口県 に お い て 放飼 を 実施 し て

き た が そ れ ら の放飼 実績 と 定着状況 は表一lの と お り で
あ る 。

導入 し た 寄生 蜂 の な か で ア メ リ カ 合衆国 に お い て 防除

成果が顕著で， 我が国 で も 有望 と 考 え ら れ て い た タ コ ゾ

ウチビア メ パチ は 輸入後， た だ ち に 九州 の 数県 で放飼 し

た 。 し か し， 放飼 し た 年 に 放飼地点で少数が採集 さ れた

の みで， 定着状況は不明であ る 。 タ コ ゾ ウチ ビア メ パチ

は寄主 の幼虫 に 産卵 す る と 卵が寄主の血球 に よ る 包囲作

用 に よ り 死滅す る こ と が あ る こ と (木村 ら ， 1 992) や 九

州では 繭 か ら の脱出時期 が等主 の幼虫発生の最盛 期よ り
遅れ る こ と が門司植物防疫所の 調 査 で確 認 さ れ て い る
(未発表 ) 。 こ れ ら の こ と が， 我が固に お い て 定着 を困難

に し て い る 要因の一つ で は な い か と 考 え ら れ る 。

成虫寄生蜂 の ヨ ー ロ ツパハ ラ ボ ソ コ マユパチ は， 年 2

化性で寄生 さ れ た ゾ ウム シ は雌雄 と も 不妊に な る こ と

(DIIEi\， 1968) か ら 天敵 と し て の利 用 価値が高 く ， 防除

効果が期待 さ れた も の の ， 定 着 は 確認 さ れ て い な い。 ま
た ， 本観は ニュー ジ ー ラ ン ド に お い て ア ル フ ア ル フ ァタ

コ ゾ ウ ム シ 以 外 の ゾ ウ ム シ 類 に 寄 生 す る こ と が報 告

(B八111<111'1' et a J. ) さ れ て い る こ と か ら ， 生態系へ の 影響

を考慮 し て 現在， 1.皮飼 は笑施 し て い な い。
ヨ ー ロ ツノ什、ビチビア メ パチ (以下， 図表 で は Ba と

図 -1 天敵士曽殖施設

l 
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表ー1 アノレプ7ノレプア タ コゾウ ム シ寄生蜂の放飼笑紡と定着状況

放 飼 の 状 況 放飼1t'" 笥r�1・蜂ぉf
寄生蜂の種類

の経lE 採集頭数り芸名 l侍ltfl 地点数 回数 頭数

LLi仁l 1994， 1995 2 2 1 ，618 l\�9ì!1 335 

初1苅 1 991， 1992， 1999�2002 3 10 6 ， 336 1/ 1 4，295 
ßalilyþ/ecles a17U円日

大分 1 999�2002 3 7，904 1/ 49 
ヨ ー ロツノf卜ピチピアメノfチ

宮崎 1999， 2001 �2002 2 2，404 1/ 1 0  

鹿児島 J994 480 1/ 。
LLJ仁| 1996 I 1，200 士尚死l 。
稲岡 1989， 1991  � 1995， 1 999�200 I 6 12 4，359 導入・lI"ßì1i 18 

佐賀 1989 1 453 導入 l 
ßathyþ/ec/es curw!ionis iミ1I崎 1 989 
タ コゾウチピアメノfチ

I 329 1/ 1 

熊本 1989 2 2 1 ， 180 導入'WI9ì(( I 
宮1I崎 1999 l 468 地耳目 。
鹿児白L\ 1989， 1994， 1998 2 3 1，3 1 4  導入. W!W'( 2 

福岡 1 990� J 994， 1 998� J 999 4 J6 ]5，503 培地 。
佐賀 1 990， 1999 2 2 564 H 。
長崎 1990�1 992， 1999 3 4 2，912 1/ 。

Mic1'OctolluS aelilioþoides 
熊本 1 991， 1999 2 2 720 1/ 。

ヨ ーロツノfハラポソ コ マユパチ

大分 1998， 1 999 2 2 620 H 。
宮崎 1 998， 1999 2 2 605 ノ/ 。
腿児品 1 990�1992 3 4 1 ，681 1/ 。

※放飼虫の経歴「導入」はアメリ カ 合衆院| よ り 輸入後， た だち に 成虫 を 放飼 し た もの ， r附殖」は輸入後， 門司相f(物防疫所の!野外網室あ
るいは天敵刑殖施設で明殖 し た 闘も しくは成虫 を放飼 し た ものであ る . ※※寄生蜂採集iïJl数は放飼試験， 分布拡大調査等で得られた 寄
生蜂の合計ーであ る.

い う ) は北九州市門司 区白野江の寄生蜂増殖用 ア ル フ ア
ル フ ァ闘場 と福岡県田 川郡方城町に 1 99 1 か ら 92 年に か
け て 放飼 し た と こ ろ ， 1.政飼場所の 近 く で 1 996 年 に 初 め

て 繭が採集 さ れた。 以後， 定着地域が徐 々 に拡大す る と
と も に 発生地 内 の 密度 も 上昇 し て い る 。

H ヨーロッパ ト ビチビアメパチの生態

ヨ ー ロ ッ パ原産でアノレブア ル フ ァタ コ ゾウム シ幼虫 に

単寄生 す るヒ メ パチ科の本種は， 年 l化性の寄生蜂であ
る 。 成虫寿 命 は 約1 か月， 1雌 当 た りの 産 卵 数 は 約
1 ， 000 個 で あ る (YEAllGi\N and L.HI IEEIぅ 1977) 。 寄 主 の 図 ー2 アルプアノレプア タ コゾ ウ ム シ繭内 に 形成された

1�2齢幼虫 に 産卵 す る が， 卵 は タ コ ゾウチビア メ パチ Baの悩

と異 なり寄主の 包囲作用 を受 け な い。 ふ化後， し ば ら く

は寄主 の体液か ら の 栄養 摂取だ け で生育す る た め， 寄主 の 卵 期 間 は 3�4 1三1， 幼虫 期 間 は 1 8�21 1三| で あ る 。 繭

の発育 に は 影響 を与 え な い。 そ の後， 脂肪体の 摂食 に移 は， は じ め白色 であ る がやがて赤褐 色 と なり中央部 に細
行 し， や が て 体 内組織 を 摂食す る よ う に な る 。 寄主が 老 い明|僚 な白帯 が 見 ら れ る よ う に な る (侶B!八川、
F黙熟再熟1幼虫 と なり繭 を形 成 す る こ ろ に な る とイ体本内 か ら 乳白色 1 凹9 80ω ) 。 繭 は， 光や 熱 な ど に 反 応 し て 高 さ 5 cαmη1 く ら い

の ウジ と なりj脱悦 出 し て 卵形の 繭 (医卜2幻) を 作 る 。 2幻lOCで 跳雌 す る 。 こ の行動 は 二次寄生蜂 な ど の 天 敵 に 対 す る 防

一一一 2 一一一
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御反応あ る い は直射 日 光 や 高温な ど の本 種 に と っ て 不適

な環境条件 を 回避 し て休眠幼虫の 生存率の高 め る の に 役
立 っ て い る 。 跳躍行動 は， 繭 内 の幼虫が踊化 す る 少 し前
ま での約 4 か月 間見 ら れ る 。 こ の行動 は飼育や野外調査

時 に 本 積 を分隊す る の に利用 で き る o 繭 内 で休眠 し て 越
夏 し た 幼虫は， 秋に は嫡化 ・ 羽化 し ， そ の ま ま 越冬 し て
翌春 ま で経過す る (D川 ， 1970) 。 北九州市で は ア ル フ ア

ル フ ァタ コ ゾ ウ ム シ の 食 害 が 目 立 つ よ う に な る 3 月 中

~下旬頃 に な る と 本 種の成虫が出現 し ， 寄主が9m化す る
4 月 中~下旬に な る と 繭 が見 ら れ る よ う に な り ， 両種の
生活 史はよ く 同調 し て い る 。 な お ， こ れ ま でtl雪'外採集 し
た 繭 か ら 二次寄生蜂 は確認 さ れ て い な い。

皿 北九州市周辺での ヨーロッパ

ト ビチビアメパチの定着状況

門司植物防疫所で は 1 998 年 以 降， 毎年， 分布状況 を

把握す る た め の調査 を 笑施 し て い る (木村， 1999) 。 こ
れ ま での調査結果 は 図-3 お よ び表 -2 の と お り で， 本 種

の定着地域 は 徐 々 に拡大 し て い る 。 昨 年の調査では， 初
発見場所か ら 半径約 1 0 km ま での 地 域 で は 約 10% の 寄

生率が確認 さ れ て お り ， 定 着 地 内 の 最 高寄生 率 は 45%

であ っ た。 ま た ， 最 も 持í�れ た 採集地点 は1�飼地点か ら 約

30 km の場所で あ っ た 。 な お， 今春の調査で は さ ら に l

市 4 町 に 定着地域 が拡大 し て い る こ と が確認 さ れ て お

り ， 北九州市周辺に お い て は， 本 種が着実 に 定着 し て 分
布地域 を 拡 大 し つ つ あ る 。 1999 年 以 降， 定着地 で は放

飼地点 に 近い北九州市門司 区 に ， 定点 を 設 け て本 種の寄
生状況 を 調査 し て い る 。 図-4 は 定点 調 査 で採集 さ れ た

繭 の数であ る が， 毎年増加 し て い る こ と がわ か る 。 定点
調資に お け る 植物 別 の 寄 生 率 は 図-5 の と お り で あ る 。

調査年次 に よ っ て 若干の差 は あ る も の の， 1住III�'や路肩な

ど に 見 ら れ る 野生植物の カ ラ ス ノ エ ン ド ウ や ウ マ ゴ ヤ シ

に比較 し て ， 被害が問題化 し て い る レ ン ゲ への寄生率が

低い。 こ の原因 に つ い て は， 現在調査 中 で あ る が， レ ン
ゲが栽培ー さ れ て い る 水田 で は 田植 え11寺の湛水で死亡 し て
定点 に お け る 密度が上が ら な い こ と や， 我が固 に 定着 し

て 聞 も な い本 種 は ， 欧米の発生地 に は な い 中|主l原産の レ

ン ゲ を食害す る ア ル フ ア ル フ ァタ コ ゾ ウ ム シ を認識す る
能力が低いこ と な ど が考 え ら れ る 。 し か し， 定点での本

種の発生密度が上昇す る に従い， レ ン ゲ での笥〈生率 も 少
し ず つ 上昇 し て い る こ と は注目 さ れ る 。

W 放飼県での ヨーロッパ ト ビチビアメパチ

定着の試み

門司植物防疫所では， 本 種 を 政飼 す る 場合の定着 に 適

、、、、

-一 、一.・ーー司、、 、
， ・ '、 .'、 ，、 ，、t‘ 
、

:1ヒ九州市
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ーー- --'--ー・ー �ij田町
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ノ J、 f

\ .行橋市
Jイ徐池II�!/方城町j \ 勝山町

〆ベ ーーイ ， 
，・・ :

，l ~ hjib-- :“ 香森川 \ λ、~ ‘ -
' 、\\\、\\、\、存μμμH刊11ザ . :' 古放飼品場馴;川川月

1"-

. .1一一一----， ・保集場所0平成1111:分布範囲IEI川市 o平成12年分布削

川\ \、 ど\ j 平成13年分布範囲

図 3 稲岡県北九州市周辺でのBaの分布鉱大状況
注) 分布fJiìí聞は アノレプア ノレファタコゾウ ム シへの 寄
生率が 10%以上の地域を示す.

HJi 
1，000 

採 800

Jl� 600 

繭
400
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図 -4 福岡県北九州市門司区の定点調査でのBa 繭採集
数の折i移

し た 環境， 放飼頭数， 定着 ま での期間 な ど を知 る た め，

宮崎県， 大分県， 福 岡 県 に お い て 県や 養 !蜂関係者の 方々
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表-2 有iil日iV，l北九州市周辺のßaの定着状況

40 

寄30

去 20

10 

0 

調 査 場 所

初岡県北九州市門司区

小倉北|夫

小倉�jl玄

戸知l区
若松区

行橋市
日IJII市

直方市

m川1�1香春町
方城l1lJ

赤池川T
JII山守l1lJ

金田l1lJ

京都羽1苅EEll1lJ

ILJ円 以FI羽市

司tj査H年Jgj

2001 ，ド4 J-J 26 1ヰ

4月28 H�5)J l5日

5月41-1�5)J 16日

5月15円

5月1511

5月16 1=1 

5月9n

5月 H I

5月911

5月9卜|

5月91]

5月9 1=1 

5月911

5月16 H 
2001 'I� 5 J=J 7・14 n 

合 ，:1・

一←レンゲ
ー ・ー カラ ス ノ エ ン ドウ
ー+ーウマコeヤシ

-r~Lーでプ

1999年 2000年 2001年

図 5 1"]司区定点てeの'ifM均別ßa寄当率

の 協力 を得 て 定着状況の調査 を 1999 年か ら 実施 し て い
る 。 ま ずア ル フ ア ル フ ァタ コ ゾ ウム シ が発生し， 周辺の
環境が安定 し て い る な どの放飼条件 に 合 っ た場所 を 県 ご

と に 1 か所選定 し ， 天敵増殖施設で増殖 し た 約 2，000 頭
の 繭 を 放飼 し た 。 放飼 1 か 月 後 に ， 放飼地点か ら 半径 3

k m ま で栽培 さ れて い る レ ン ゲ や野生1漬物の カ ラ ス ノ エ

ン ド ウ ・ ウマ ゴ ヤ シ な ど か ら 寄 主 の 幼 虫 を 採 集 し て
(図 6) 持 ち 帰り， 踊化す る ま で飼育 し て 本 種 の 繭 を 計
数 し て 定着状況 を 調 べ た。 そ の 結果， 1 年 目 で も 2� 3
km の 地点 ま で寄生が確認 さ れ た が， 寄生率 は 1%以下
であ っ た 。 寄生率が低 い原因の一つ に ， 放飼 に 用 い た 繭
が当所で人工増殖 し た も の で あ る た め活性が低い こ と や
放飼頭数の不足 と 考 え ら れた こ と か ら ， 大分県 に お い て
は今春か ら 門司植物防疫所周辺で採集 し た 繭 (野生繭)
を 直接放飼 し て い る 。
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笥'生 ßa繭Ba繭
司，�'l't地点

採集地点数 調査頭数 採集数
寄生率

28 25 

7 7 

28 10 
0 

7 0 

6 

2 

6 0 

0 

0 

3 0 

0 

6 

18 10 

116 56 

17，756 1，969 l1. 0 

872 60 6. 8 

3， 229 30 0.9 

12 。 。
177 。 。
98 2 2.0 

73 6 8.2 

400 。 。
23 。 。
60 。 。
24 。 。
J 7 。 。
19 3 15.7 

92 。 。
864 87 10.0 

23，716 2，157 9.0 

図- 6 Baの定粉状況制査

V 今後の利用方法

門司植物防疫所がこれ ま で導入 し た 寄生 蜂 3 種の放飼
結果か ら ， 我が国 に う ま く 定着 し， 今後防|徐 に 利用 で き
る と 考 え ら れ る の は ヨ ー ロ ッ パ ト ビチビア メ パチ の み で

あ る 。 ア メ リ カ 合衆国 に お い て は， 導入 し た 寄生 蜂 を 定
着地で採集 し て 米発生地 の マ メ 科牧草栽培地 に 放飼す る
こ と に より防除 に 利用 し て い る 。 我が国 で も ， 養 蜂 業 に
と っ て 重 要な蜜源植物であ る レ ン ゲ への被害 を 回避す る
た め ， 寄生蜂 は放飼後， 永続的 に利 用 で き る 点で は有効

な生物的防除素材 と 考 え ら れ る 。 寄生蜂の定着率 は比較
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的か く 乱の少な い環境 に お い て 高 い の に 対 し ， レ ン ゲ畑
は 多 く の場合， 春 に 耕起・湛水 さ れて 7.1<聞 に な る た め寄

生蜂 を 放飼 し て も 定着 す る 可能性が低い た め ， 放飼 に 当

た っ て は何 ら かの工夫が必要で、あ る こ と が指摘 (村上，

1997) さ れて い る 。 そ こ で， 放飼す る 場合 は 放飼場所の

周囲に アjレ フ アjレ フ ァタ コ ゾウム シ の 寄主植物であ る カ

ラ ス ノ エ ン ド ウ， ウマゴヤ シ や 寄生蜂の訪花組物な どが

毎年見 ら れ， か く 乱が少 な い河川敷や休耕回な ど寄生!峰
が保護で き る 生息環境 を選定す る 必要があ る 。 さ ら に ，
定着 さ せ る た め に は放飼場所の環境条件 だ け で な く 放飼
頭数 ・ 虫質な ど を考慮す る 必要 が あ り ， 放飼後の寄生率

が低い場合は数年間継続 し て放飼 を 行 い 寄生率 を 上 げ る

こ と も 必要 と 考 え て い る 。

ア ル フ ア ル フ ァタ コ ゾウム シ に は東部型， 西部型およ

びエ ジ プ ト 型の系統 (BOSCII et a!， 19 82) が知 ら れて お

り ， 我 が 国 に 侵 入 し た 個 体群は エ ジ プ ト 型 (大戸，
199 1) と 考 え ら れて い た 。 し か し ， 最近の D N A 解析を

用 い た研究 (鍬田， 2002) でエ ジ プト 型 と 西部型が混在
し て い る こ と が判明 し た 。 我が固で ヨ ー ロ ツノ川、ビチビ

ア メ パチ を 定着 さ せ て い く 場合， ア ル フ ア/レ フ ァタ コ ゾ

ウム シ の 国 内 に おり る 各系統の分布状況や寄生蜂の各系

統 に 対 す る 寄ー生性 を事前 に知 っ て お く こ と は有意義な こ

と と 考 え ら れ る 。

お わ り に

我が国 で は， ア ル フ ア lレ フ ァタ コ ゾウム シ の分布地域

次号 9 月 号に 予定 さ れて い る 記事 は 次 の と お り で

す。

ス イ カ の新病 害・墨腐病
日本 に お け る 白絹病 菌の巡伝的変異

ïii!長永真 史
阿部有11子

イ ミ ュ ノ キ ャ プ チ ャ - fCR に よ る 植物 ウ イ ノレスー

JYM V の 高感度検出 飽谷満朗

リ レ ー随筆 産地， 今
( 8  ) 大分県の根深 ネ ギ の産地か ら

新殺虫剤 ク ロ チ ア ニ ジ ン 剤 の 使 い 方
吉松英明

赤山敦夫

が年々 拡大 し て い る 。 ま た ， 昨年 は こ の 1 0 数年で最大
の発生誌 と な り 花や警が食害 さ れて 採蜜量が大幅に減少
し ， 養蜂業 に と っ て 深刻 な 問題 と な っ た 。 ア ル フ ア ル フ
ァタ コ ゾウム シ の発生地域 で は ， 景観作物 と し て も 重要

な レ ン ゲ に お け る 有効 な防除対策が求め ら れ て い る 。 本

稿で紹介 し た ヨ ー ロ ツノマ ト ビチビア メ パチ は鹿児島県 な

どが利用 の た め の 試験 を 開始 し て い る 。 ま た ， 窯 き ょ う
病理jM ela 1'hi ziu 1n a niso 戸lia e を 用 い た 防 |徐 実証試験 が

岐阜大学の指導 に よ り 試み ら れて い る 。 こ れ ら の生物的

防除や各種の防除手段 を 組み合わ せ た総合的防除体系 の
確立が望 ま れ る 。
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