
522 植 物 防 疫 第 56 巻 第 12 号 (2002 年)
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は じ め に

ヤ マ ノ イ モ コ ガ Acrol，ψioρsis suzukiella は ス ガ 上 科

ア ト ヒ ゲ コ ガ科 に属 し， ナ ガ イ モ や ヤ マ ノ イ モ の害虫 と

し て 知 ら れ て い る ( 日 本応用 動物昆虫学会編， 1987) 。

最近， ナ ガ イ モ に は ヤ マ ノ イ モ コ ガ で は な く 同属 の別種

ナ ガ イ モ コ ガが寄生す る こ と ， そ し て ヤ マ ノ イ モ に は ヤ

マ ノ イ モ コ ガ に加 え て ヤ マ ノ イ モ ム カ ゴ コ ガが寄生す る

こ と が明 ら か と な っ た (YASUDA， 2000) 。 ま た 同 属 に は

ネ ギ の害虫であ る ネ ギ コ ガや ネ ギ コ ガ の フ ェ ロ モ ン ト ラ

ッ プ に も 混入す る ト コ ロ ミ コ ガが含 ま れ る 。 こ れ ら の種

は そ の大 き さ ， 色彩， 紋様な どが互 い に よ く 似て お り ，

肉眼での識別 は か な り 困難であ る 。

そ こ で本稿で は ヤ マ ノ イ モ と ナ ガ イ モ を 食害す る 3 種

の食性 に 関す る 知見 を整理 し， そ れぞれの寄主植物 と 寄

生部位 を 明 ら か に し て お き た い。 ま た こ れ ら の種の識別

を容易 に す る た め ， 同属近縁種 2 種 と と も に 成虫形態 と

交尾器 を 図示 し， それぞれの特徴につ いて簡単 に説明す る 。

I 食用 ヤ マ ノ イ モ 類の 呼称、

ヤ マ ノ イ モ コ ガや ナ ガ イ モ コ ガ の 寄主植物であ る 食用

ヤ マ ノ イ モ 類 は ヤ マ ノ イ モ ， ヤ マ イ モ ， ナ ガ イ モ ， ジ ネ

ン ジ ョ ， ヤ マ ト イ モ な ど様々 な名前で呼ばれて い る 。 そ

こ で， 本論 に 入 る 前 に こ れ ら の植物の呼称 に つ い て 整理

し て お き た い。

日 本 の 食 用 ヤ マ ノ イ モ 類 に は Dioscorea alata， D. 

J�ρonica ， D. opposita の 3 種が あ る 。 D. alata は南方系

で ダイ ジ ョ と 呼 ばれ， 日 本 で は 主 に 南九州、| や沖縄で栽培

さ れ て い る 。 D. japonica は 日 本 お よ び極東地域 の 山 野

に 自 生 し ， 一般 に 「 自 然薯」 と 呼 ばれ， 野生の も の が食

用 に供 さ れ る が， 栽培 さ れ る こ と は ほ と ん ど な い。 日 本

に お い て 経 済 栽 培 さ れ て い る も の は ほ と ん ど が D.

0伸osita であ る 。 い も の形 は長形， 扇形， 塊形 な ど変異

に 富 み， ‘ キ ネ イ モ '， ‘ イ チ ョ ウ イ モ '， ‘ ツ ク ネ イ モ '， ‘ ヤ

マ ト イ モ ' な ど 品種や 系統 ご と に 多 く の名称が用 い ら れ

て い る 。 中 国原産で 日 本 に は 中世に伝来 し た と い わ れ て
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い る 。

今回 は ダ イ ジ ョ D. ala仰 の 害虫 に 関 す る 調査 は 行 っ

て お ら ず， 関 係 す る 植物 は D. japonica と D. 0ρ.posita 

の 2 種であ る が， こ の両穫の 呼称 は植物学分野 と 農学分

野 で 異 な っ て い る 。 す な わ ち 植 物 学 分 野 (堀 田 ら ，

1989) で は D. japonica を ヤ マ ノ イ モ ， D. opposita を ナ

ガ イ モ と 呼ん でお り ， 農学分野で も 同様の 用 法 を 採用 し

て い る 学会 も あ る が， 野菜名 と し て は 前者 を ジ ネ ン ジ ョ

( ウ ) ， 後者 を ヤ マ ノ イ モ も し く は ヤ マ イ モ と 呼ん で い て

極 め て ま ぎ ら わ し い (佐 藤 一 郎， 1990 ; 星 川 清 親，

1980) 。 こ こ で は植物学分野の用 法 に 従 っ て ， D. japon. 

zca を ヤ マ ノ イ モ ， D. opposita を ナ ガ イ モ と 呼ぶ こ と と

す る 。

E ナ ガ イ モ お よ びヤ マ ノ イ モ の小蛾害 虫

ナ ガ イ モ の 葉 や新芽を食害す る 小蛾類 の 害 虫 は， “ イ

モ コ ナ ガ" や “ ヤ マ イ モ コ ナ ガ" の名 で高橋奨 ( 1916)

に よ っ て 初め て 記録 さ れた 。 高橋奨 ( 1922， 1928) は後

に刊行 し た 著書の 中 で も こ の 害虫 を 取 り 上 げ， 栽培種で

あ る ナ ガ イ モ の み な ら ず山 野 に 自生す る 自 然薯 ( ヤ マ ノ

イ モ ) に も 寄生す る こ と ， ま た 秋季 に は ナ ガ イ モ の む か

ご に も 寄生す る こ と な ど の 知見 を 追加 し た が， 学名 に つ

い て は 未詳 と し た 。

MORIUTI ( 1960) は 山 野 に 自 生 す る ヤ マ ノ イ モ ， ト コ

ロ ， タ チ ド コ ロ な ど の葉や新芽 に 寄生 し て い る 小蛾 の 1

種 を AcrolePia dioscoreae (和名 : ヤ マ ノ イ モ コ ガ) と

し て 新種記載 し た 。 こ の 時， ナ ガ イ モ を加害 し て い る 個

体は調査 し な か っ た が， ナ ガ イ モ を加害 し て い る 個体 も

ヤ マ ノ イ モ コ ガ で あ る と 判断 し ， ヤ マ ノ イ モ コ ガ の寄主

植物 リ ス ト に ナ ガ イ モ を 加 え た 。 そ の結果， 長年 に わ た

り ヤ マ ノ イ モ コ ガ は ヤ マ ノ イ モ の み な ら ずナ ガ イ モ の 害

虫 と さ れ て き た 。 た だ し学名 に つ い て は ， 先取権 を も っ

種小名 が存在 し た こ と や 属 が分割 さ れ た こ と に よ り ，

Acrol，ψiopsis suzukiella と 変更 さ れて現在 に至 っ て し 〉 る 。

筆者 は 1996 年 ご ろ に 鳥取県 園芸試験場か ら の 依頼 を

受 り ， ナ ガ イ モ を 食害 し て い る 小蛾 の 同 定 を 行 っ た 。 調

査の結果， そ れ ら は ヤ マ ノ イ モ コ ガ よ り 小型で あ り ， 交

尾器の形態が雌雄 と も ヤ マ ノ イ モ コ ガ と は 明 ら か に 異 な

る こ と がわ か っ た 。 そ の後， 北海道， 青森， 茨城か ら も

ナ ガ イ モ に寄生 し て い た 標本 を 得 て 調べた と こ ろ ， や は
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り 鳥取県の も の と 同 じ種で あ り ， ヤ マ ノ イ モ コ ガ で は な

か っ た 。 検討の結果， こ れ ら の 小蛾 は未記載種で あ る と

判断 し ， A.  nagaimo 和名 : ナ ガ イ モ コ ガ) と 命名 し

た (yASUDA， 2000) 。

MORIUTI ( 1960) 以 降 は ヤ マ ノ イ モ コ ガ に 関 す る 分類

学的研究 は な く ， ヤ マ ノ イ モ コ ガが ナ ガ イ モ を加害す る

こ と を 示す確か な証拠 は存在 し な い と 恩わ れた 。 ま た筆

者の調査で も ナ ガ イ モ 加害個体 は す べて ナ ガ イ モ コ ガ で

あ っ た こ と か ら ， ナ ガ イ モ の害虫の正体 は ヤ マ ノ イ モ コ

ガ で は な く ， ナ ガ イ モ コ ガで あ ろ う と 考 え ら れ る 。

ヤ マ ノ イ モ ム カ ゴ コ ガ A . japonica は ア メ リ カ の 国 立

自 然史博物館 に 所蔵 さ れて い る 日 本産の雄 1 標本 に 基づ

い て 1982 年 に 記載 さ れた が， 寄主植物 や 生活史 は 不 明

で あ っ た (GAEDIKE， 1982) 。 筆 者 の 知 る 限 り で は こ の 穏

を 扱 っ た文献は 日 本 に は な し こ れ ま で我が国で は本穫

の存在 そ の も の が知 ら れて い な か っ た と 思わ れ る 。 筆者

は一連の調査 の 中 で， 山野に 自 生す る ヤ マ ノ イ モ の む か

ご に 本種が寄生 し て い る こ と を発見 し ， ヤ マ ノ イ モ ム カ

ゴ コ ガ と い う 和名 を与 え た 。 本種 は ナ ガ イ モ コ ガ と 極め

て よ く 似て い る が， 後述す る よ う に 雄交尾器 の形態で区

別 で き る 。 そ の後の調査で， 本種 は ヤ マ ノ イ モ の む か ご

だ け で な く ヤ マ ノ イ モ や ト コ ロ の 葉 に も 寄生す る こ と が

明 ら か と な っ た (安田耕司， 2001 ) 。

以上の よ う に ， ヤ マ ノ イ モ と ナ ガ イ モ の葉 ・ 新芽 ・ む

か ご を食す る 害虫 は， か つ て は ヤ マ ノ イ モ コ ガ た だ 1 種

と さ れて い た が， 現在で は上述の 3 種が寄生 し て い る こ

と が明 ら か と な っ た 。 表- 1 に そ れ ぞ れ の 種 の 寄主植物

と 寄生部位 を ま と め て お く 。

皿 Acrolepiopsis 属各種の形態的特徴

Acrolepiopsis 属 は世界か ら 約 40 種が知 ら れ て お り ，

主 に ユ リ 科や ヤ マ ノ イ モ 科 を 寄主植物 と し て い る 。 日 本

か ら は こ れ ま で 12 種の記録が あ る が， こ こ で は 食用 ヤ

マ ノ イ モ類 に 寄生す る 3 種 と ネ ギ コ ガ， ト コ ロ ミ コ ガ を

加 え た 5 種 を対象 と し て 成虫外部形態 と 交尾器の特徴 を

表 - 1 食用 ヤ マ ノ イ モ 類 の 寄生部位 と Acrole戸iopsis 属 3 種 の
関係

寄生植物
寄生部位

ヤ マ ノ イ モ (Diosco問a japonical ナ ガ イ モ (D. oþ，戸osital

葉 ・ 新梢 ヤ マ ノ イ モ コ ガ

(A.  suzukiellal 
ヤ マ ノ イ モ ム カ ゴ コ ガ

(A. japonical 
むかご ヤ マ ノ イ モ ム カ ゴ コ ガ

(A. japonica) 

ナ ガ イ モ コ ガ
(A. ηagaimo) 

ナ ガ イ モ コ ガ
(A. n叫抑制。)

簡単 に 説明す る 。

1 ヤマ ノ イ モ コ ガ A .  suzukiella ( MATSUMUItA) 
幼虫 は ヤ マ ノ イ モ や ト コ ロ の葉の裏面 に い て 葉 肉 を 食

し 表皮 を 残 す。 む か ご に 食 入 し た 事例 は 筆 者 は 知 ら な

い。 初夏 と 秋季 に 発生が見 ら れ， 成虫 で越冬す る も の と

思わ れ る 。

成虫 の 開 長 は 1 1�12 mm。 頭部 は 灰褐色， 頭側部 は

暗褐色。 前麹 は全体 に 灰褐色で， 前縁の 中央 よ り 外方 に

比較的明瞭 な 4 本 の 白色条がみ と め ら れ る 。 内側の 2 本

は や や長 く ， 前縁か ら 斜 め 外方 に 向 か い， 外側 の 2 本 は

短 く 下向す る 。 こ れ ら の 白 色条の下部 に 短い黒色線状紋

があ る 。 後縁の基部か ら 2/5 付近 に は 内部 に 数個 の黒点

を 含 む 白色の三角 紋が あ る 。 さ ら に 後縁 3/5 付近か ら 斜

め外方 に 向 か つ て 白色点が並 び， 前縁か ら 伸 びた 白色条

と 麹中央部で接近す る 。 後縁の 外縁付近 に は 小 さ な 白色

点が散在す る 。 前麹の 地色 に は 色彩変異が あ り ， 濃色個

体では全体が暗褐色 と な る 。

雄交尾器 (図ー1 A) の パ ル パ は 弱 く 湾 曲 し ， 先端部

の 内側面 に あ る 歯の稜部が光学顕微鏡で も 明瞭 に み と め

ら れ る 。 サ ッ ク ス の長 さ は パルパの 2 倍以上で， 後述の

4 種 よ り 明 ら か に 長 い 。 雌交尾器 (図-2 A) の交尾管の

硬化部 は長 く ， 交尾管全体の約 2/3 に 及ぶ。 交尾嚢 に シ

グ ヌ ム は な い。

2 ナ ガ イ モ コ ガ A . nαgaimo Y ASUDA 
幼虫 は ナ ガ イ モ の葉の葉肉 を 食 し 表皮 を残す。 秋季 に

は む か ご に 食入す る 。 年 3， 4 回発生で成虫 で越冬 す る

も の と 思わ れ る 。

成虫 の 関長 は 7�10 mm で， 前種 に 比べ明 ら か に 小 さ

い。 頭部お よ び前麹の地色 は灰黒色 も し く は灰褐色であ

り ， 前種 と ほ ぼ同 じ斑紋パ タ ー ン が み と め ら れ る 。 濃色

の個体で は暗褐色の領域が麹全体 に 広が り ， 後縁 2/5 付

近の 白色紋以外 は不明瞭 と な る 。

に 徒主ト「ノ山 縫言

図 - 1 雄交尾器 (左側面図)
A : ヤ マ ノ イ モ コ ガ. B : ナ ガ イ モ コ ガ. c : ヤ マ ノ
イ モ ム カ ゴ コ ガ. D : ネ ギ コ ガ. E : ト コ ロ ミ コ ガ.
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図 - 2 雌交尾器 (腹商図)
A : ヤ マ ノ イ モ コ ガ， B : ナ ガ イ モ コ ガ， c : ネ ギ コ
ガヘ D : ト コ ロ ミ コ ガ二

雄交尾器 (図ー1 B) のパルパは比較的細 く ， 強 く 湾 曲

す る 。 先端部 の 内側面 に あ る 歯の稜部 は光学顕微鏡で は

ほ と ん ど認識で き な い。 サ ッ ク ス の長 さ はパルパの 1 . 5

倍以下で， 前種 よ り 明 ら か に 短い。 雌交尾器 (図-2 B) 

の交尾管 は基部 2/5 程度が硬化す る 。 交尾嚢 は先端部 に

小襲部 を も ち ， シ グ ヌ ム は な い。

3 ヤマ ノ イ モ ム カ ゴ コ ガ A.  jαiPonica GAEDIKE 
幼虫 は ヤ マ ノ イ モ や ト コ ロ の葉の裏面 に い て 葉 肉 を 食

し表皮 を残す。 秋季 に は ヤ マ ノ イ モ の む か ご に も 食入す

る 。 初夏 と 秋季 に発生が見 ら れ， 成虫で越冬す る も の と

思わ れ る 。

成虫の関長 は 7�1 l mm。 色彩や斑紋ノ f タ ー ン は 前種

と 酷似す る 。 色彩変異が大 き く ， 前種 と の外観 に よ る 識

別 は 困難であ る 。

雄交尾器 ( 図 1 C) の形態 は 前種 と ほ と ん ど 同 じ で あ

る が， パルパの先端付近が多少太 く な り ， 先端部の 内側面

に あ る 歯の稜部が光学顕微鏡で明瞭 に み と め ら れ る 点 で

区別 で き る 。雌交尾器 は 前種 と 酷似 し識別 は 困難であ る 。

4 ネ ギ コ ガ A .  sαipporensis (MATSUMURA) 
幼虫 は ネ ギ， タ マ ネ ギ， ニ ラ な ど の葉 を 内部か ら 食害

す る 。 年数回発生 し ， 成虫で越冬す る も の と 思わ れ る 。

成虫 の 開長 は 10�12 mm。 頭部 は 暗褐色。 前麹 は 灰

褐色 と 暗褐色の領域が混在 し ， 前 3 種 に比べて全体に濃

色 と な る 。 涯紋の 基本パ タ ー ン は 前 3 種 と 同様 で あ る

が， 後縁の 2/5 付近 の 白 色 三 角 紋 以 外 の 紋 は 明 瞭 で な

い。 麹端近 く の黒色紋は雄では細い線状 も し く は 欠失す

る が， 雌では多少 と も 幅 の あ る 不定形の紋 と な る 。

雄交尾器 (図一1 D) のパルパ は弱 く 湾 曲 す る 。 中央か

ら 先端 に 向 か つ て 広が り ， そ の先 は 背面でわ ずかな く び

れ を 作 っ て 細 ま る 。 サ ッ ク ス は パ ルパ と ほ ぼ等 長 で あ

る 。 雌交尾器 (図一2 C) の交尾 口 は コ ッ プ状の硬化部 を
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作 り ， そ の 周 囲 も 硬化 し て 円盤 を 形成す る 。 交尾管 は 全

体が膜質で， 交尾翼 に は細長 い 2 本の シ グ ヌ ム が あ る 。

5 ト コ ロ ミ コ ガ A .  issikiella ( MORIUTI) 
幼虫 は ヤ マ ノ イ モ や ト コ ロ の 萌果内 に 入 り ， 種子 を 食

す る 。 9�1O 月 ご ろ 羽化 し ， 成虫 で越冬す る も の と 思わ

れ る 。

成虫 は 開長 は 10�12 mm。 頭部 は 暗褐色 で両側部 に

は 淡色鱗 を も っ 。 顔面 も 暗褐色で あ る が中央部でわずか

に 淡色 と な る 。 前麹 の地色 は 暗褐色であ り ， 黒褐色 の領

域が全体 に 広が る た め 前種 よ り さ ら に 濃色で あ る 。 斑紋

パ タ ー ン は 前 4 種 と 共通であ る が， 後縁 2/5 の 白色紋 は

や や膨 ら ん だ三角 形 と な る 。 麹端近 く の黒色紋の基方側

に 黄褐色 の領域がみ と め ら れ る 。

雄交尾器 (図一1 E) のパルパの背面 は ほ と ん ど 湾 曲 し

な い。 中央か ら 先端 に 向 か つ て 広が り ， そ の 先の背面 は

前種の よ う に く びれ る こ と は な い。 サ ッ ク ス はパルパ と

ほ ぼ等長であ る 。 雌交尾器 ( 図 2 D) の 交尾 口 後方 の硬

化板 は波状 に 曲 が る 。 交尾管 の 基部 3/5 は硬化 し た細 い

管 と な る 。 交尾襲 に は細長 い 2 本の シ グ ヌ ム が あ る が，

前種の も の よ り 小 さ い 。

お わ り に

今回取 り 上 げた 5 種 は互 い に紋様が似 て お り ， し か も

色彩 に 変異 が あ る こ と か ら 外観 に よ る 識別 は か な り 困難

であ る か も し れな い。 し た が っ て 確実 な 同定 を 行 う に は

今の と こ ろ 交尾器 の形質 に頼 ら ざ る を 得 な い 。 今後 は成

虫 に お け る 簡便 な識別形質 を さ ら に探求す る と と も に ，

幼虫や 踊 に つ い て も 形態上の識別点 を 解明 し て い く 必要

があ る 。 ま た 特 に ナ ガ イ モ コ ガ と ヤ マ ノ イ モ ム カ ゴ コ ガ

に つ い て は雄交尾器の形質以外 に 明瞭 な識別点が な く ，

生活史 も か な り 類似 し て い る た め ， 両種の 関係 に つ い て

は さ ら に 詳細 な調査が必要で あ る 。
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