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貯穀 （貯蔵食品）害虫の飼育法

　　　　　　（1） 飼育の 準備

井　村 治
＊

Rearing　and 　Handling　Methods　of　Stored−product

　　　　　　 Insects（Part　1 ）

Osamu 　IMURA

は じ め に

　近 年食品の 加工 ・流通 ・消費が非常に多様化 し

て き て お り，貯穀害虫に よ る食品の 被害が増 々 顕

在化 し ， 貯穀害虫へ の 関心が高ま っ て い る。また ，

昆虫の 生態 ・生理 ・生化学と い っ た研究や バ イオ

ア ッ セ イさ らに学校教育用 に
， 手軽に飼育で き る

貯穀害虫を用 い る機会 も増え て い る 。
こ の ため，

当研究室で飼育して い る貯穀害虫の ス トッ クを分

与 して 欲 し い と い う要望が 多い 。 し か し
，

こ れ ら

の 害虫の飼育方法 に つ い て は，あ ま り適切 な文献

が な く，飼育方法 に つ い て の問い 合わせ も多い 。

こ こ で は貯穀害虫 を飼育す る ため の 準備段階で 必

要な
一般的な事柄に つ い て述 べ ，次報で主要な貯

穀害虫の 飼育 の 実際的な方法に つ い て御紹介 し た

い 。

　 こ の 小文が，貯穀害虫研究の 発展 に 多少な りと

も貢献で きれ ばと願 っ て い る 。

1．　 貯穀害虫の
一
般的特徴

　（1｝ 貯穀害虫の 最 も重要 な特徴は
， 食性が広 く，

乾燥 し た動植物質 の 餌で生育す る こ と で あ る。 こ

の ため，乾燥飼料を与 え て お け ば，毎 日餌 を取 り

替え た り ， 水 を与え る必要もな く飼育で き ，
こ の

こ とが貯穀害虫の 飼育を容易に し て い る 。

　（2） 体が小 さ く
， 生育期間が 短 い ため ， 少暈の

餌で 短期間 に 多数の 害虫を得る こ とが で き る 。

　（3） 生活史 が単純 で
， そ れ ほ ど厳密で な い 飼育

条件で も飼育で き，また特殊な飼育技術 も必要と

しな い 種が多い 。

　〔4） 継 続的 に 小 さな集団で 維持 し て も， 近親交

図 1　 飼育室 の 様子

配 の 悪 影響 が少な い 。筆者の経験で は，ノ シ メ マ

ダ ラ メ イガ で ，10世代以上，毎代 1対の 兄妹交配

を続 けて も， 奇形や 目立 っ た繁殖力の 低下は見 ら

れ なか っ た 。 貯穀害虫で は何10年も室内で飼 い 続

け られ て い る系統 はめずら しくな い 。 しか し，長

く飼育 し て い る 閊に 不可避的に 集団の形質が 変化

し，ま た遺伝的変異 の 少な い 集団に な る 。 Winks

（1975）は ス トッ ク の 遺伝的な安定性 を保つ た め

に
， 羽化 期の 中頃 に 羽化 し た 100匹以上 の成虫 を

用 い て ，次世代の 飼育 を始め る こ とを勧め て い る。

　（5） 飛 翔力 を失 っ た り ， あ っ て もほ とん ど飛 ば

な い 種も多 く
， 取 り扱 い や す い 。

　こ れ らの 特徴の 多くは ， 飼育動物と して 有利な

面で あるが，ま た実験 目的に よ っ て は
， 不都合 に

な る こ と もある こ と は 心 得て お くべ き で あ る 。

＊

食品総合研究所 貯蔵害虫研究室

2．　飼育にあ た っ ての
一
般的な事柄

  　飼育温度

　多 くの 貯穀害虫 は，20− 35℃ で 生育が可能で あ
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る が
， 低温で は発育 に長期間を要 し，また高温 で

は死亡率が高 くな っ た り， 繁殖で きな い種 もある

た め ，

一般に 25〜30℃が飼育 に 適す る 。 飼育する

だ けな ら，温度は
一

定で ある必要 は な い が
， 実験

に用 い るた め には，再現性を要求 され るた め ， 次

に 述 べ る湿度 も含めて ，
コ ン トロ

ー
ル した条件で

飼育す る 必要が あ る 。 貯穀害虫で は
， 変温条件で

発育 が 促進す る 種 もあ るが （S。liman＆ Lints
，

1982 ）， あ ま り大 き な 変温条件で は
，

か え っ て 増

殖 が 抑制 さ れ る種 も あ り （Siddiqui＆ Barlow
，

1973），通常，飼育 に は定温条件 が用い られ る。

こ の 条件で あれ ば ， 簡単な定温器 （ふ卵器 ）があ

れば ， 飼育に は十分で あ る 。 冷却機を備え て い な

い 定温器 は ， 温度を外気温以下 に 保 つ こ とが で き

な い が，定温器 を低温室に置 けば，低温室の 温度

以上な ら ， 何度で も目的の 温度に設定す る こ と が

で きる 。 しか し，レギ ュ レーターが 故障 して 定温

器 の 温度が上が り過 ぎると，
一瞬に して ス トッ ク

を失 うこ と に な る の で ，貴重な ス トッ ク は，過昇

防止装置や警報装置の 付い た定温器で 維持す る こ

とをお勧めす る （こ れ ら の 安全装置の 上限 温度は
，

最適飼育温度＋ 3 ℃に 設定す る）。

  湿　 度

　飼育温度を正 しく制御し て い る の に
， 飼育が う

ま くゆか な い 時は
， 低湿度が原因 の こ とが多い 。

特に外気温と飼育温度の 差が大きくなる冬季は低

湿度 に な り易 い 。湿度は また餌の 水分 と平衡関係

に あるた め （図 2 ）餌の 水分含量と し て も， 害虫

の生育に作用する。低水分 の 餌で 生育で きる貯穀

害虫で あ っ て も，湿 度が低 く な る と
， 発 育が 遅 れ

，

死亡率が高まる 。10％以下 の相対湿度で 生育で き

る ス ジ コ ナマ ダラ メ イガ の ような種 も い るが （井

村，
1981），

一
般 に は相対湿度 を60− 75％に保 つ

必要が あ る。75％以上の湿度で は，餌に か びが生

じた り，
コ ナダニ 類が増殖 し やす く な る の で

， 過

湿条件も飼育に は好 ま しくな い 種が多 い
。

　湿度の制御は，温 度の 制御 に比 べ て ，ずっ とや っ

か い で あ る 。
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図 2　貯蔵穀物 ・種子 の平衡水分と相対湿度の 関係 （Smith，196g）
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表 1　 塩類飽和溶液の示す相対湿度 （25℃）

相対湿度％ 物 質

デ

ケ

ー
タ

ー

図 3　飽和塩溶液 と デ シ ケ
ー

タ
ー

を用 い た 湿 度調 整

　  除湿機と加湿機 を備え た装置は最 も望 ま し

い が，そ の制卸方法に よ っ て は
， 湿 度の 変動幅が

大き くな る場合 もある。

　  　飽和塩溶液

　気密性の 保 て る容器 （例え ばデ シ ケ ータ ー
）が

あれ ば， 塩類の飽和溶液 を用い て
， 容易に様々 な

相対湿度 を作 り出せ る （図 3 ）。 少 し加温 した蒸

留水に，目的の 湿度 に応 じ た試薬 （ユ級以上）を

十分溶か し ， 飽和塩溶液を作 る 。
こ の 時，飽和溶

液 の 中 に 十分量 の 塩が析 出また は沈殿 した状態に

し，数日放置 し て か ら用 い る。溶液は 1度作れ ば，

異物が混入 しな い か ぎ り，何度 で も使用 で き る 。

しか し，塩溶液 は湿度を一定に 保つ ため に ， 水分

を吸収 し た り， 蒸発 させ るの で ，溶液が蒸発 して

しま っ た り，飽和状態 で な くな る こ とが ある 。 塩

と相対湿度の 関係に は ， 温度依存性が あ り， ま た

文献値通 りの 相対湿度 が得 られ なか っ た り，有害

な蒸気や ガ ス が発生す る塩溶液 もあるの で注意を

要す る。表 1 に 25℃ で好結果の 得 ら れ た塩溶液 の

1例 を示 す 。

一
般 に よく使 わ れ る NaCl に よ る

75．5％は餌に カ ビを生 じる こ とが 多い 。

　  水酸化 カ リウム （KOH ）溶液

　水酸化カ リウ ム （KOH ）溶液の 濃度 を変 え る

こ と に よ り，必 要な相対湿度を得る こ とが で き る 。

濃度と相対湿度 の 関係 を図 4 に示す 。 溶液の 濃度

は，溶液 をウ ォ
ー

タ
ーバ ス で 15℃ に 保ちなが ら，

何本か の 浮子 を組み合せ た比重計を用 い て
， 正確
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に設定で きる 。 使用中の 溶液 は
， 塩溶液 と同様に

，

空気 との 間で水分 の 出入 りが ある の で ， 溶液が常

に 正 しい 濃度 （比 重）で あ る こ と をチ ェ ッ ク す る

必要が ある （筆者 は一定期間後 に新 しい溶液と交

換す る こ と に し て い る ）。 ま た溶液は CO ， を吸収

し，強塩基で あ る こ と も注意 を要す る 。

　同様に して
， 硫酸溶液 （0．5〜100％ r，h，），グ リ

セ リ ン 溶液 （約27．5〜99％r．h．）， し ょ糖溶液 （80．0
〜99．8％r．h．）も用 い る こ とが で き る 。 詳し く は

，

飽 和 塩 溶 液 （Solomon ，1951； Rockland，19601

Winston　and 　Bates，1960；矢野，1968＞， 水 酸化

カ リ ウ ム 溶 液 （Solomon ，195ユ）， 硫 酸 溶 液

（Solomon，1951；矢野，1968），グ リセ リ ン 及び

し ょ 糖溶液 （矢野，1968）な どを参照 して欲 し い 。

しか し気密性の 容器 を用 い る方法で は ，飼育中に

容器 内の 酸素が消費され る の で 換気 をす る 必要が

あ り ，
こ の 時は 湿度は しばらく回復 しな い （lmura

＆ Nakakita11984）。

　湿度は ア ス マ ン 通風 温湿度計で 正 確に測定 で き

るが ， 最近 は セ ラ ミ ッ クやハ イポリマ
ー

を用 い た

湿度 セ ン サーが市販 され て お り，小 さ な デシ ケ
ー

タ
ー
内の湿度も測定 が可能で ある。
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図 4　KOH 溶液 の 濃度 ，
15℃ で の 比 重お よ び相対湿度 の 関係（Solomon ，

　　 1951よ り作成）

（3） 光 条 件

　大部分 の 貯穀害虫は
， 暗 い 環境に適応 して お り，

暗黒条件 で 飼育す る こ とが で き る 。 し か し
， 休眠

を持つ 大部分の 鱗翅 目は （甲虫類に つ い て は不明

確 ）， 発育を整一
に し， 連続的に 世代を繰 り返え

させ る ため に は
， 長 日条件を与え る こ とが好まし

い 。 また ガの 類は，明暗サ イク ル を与え た方が 交

尾 産卵が うま くゆく。

一方 ，継続的な照明はか え っ

て 成 長 や 繁殖 が抑 制 され る 種 もあ る （Hafeez，
1966；Lum ＆ Flaherty，1969；Riemann ＆ Ruud，
1974）。明暗サ イク ル は タ イム ス イッ チ で 設定す

る こ とが で き
， 定温器内の 温度に 影響を与え な い

た め に も ， 弱 い照度で 十分 で ある 。

（4） 餌の 準備

　貯穀害虫の 餌育に 必要な餌は，対象と な る種 に

よ り適切 なもの を選ぶ 。付表 1 に 英国の Pest　In−

festation　Control　Laboratoryで 用 い られ て い る

餌を例 と し て 上 げた 。

　購入 し た飼料は
，

コ ナ ダニ
， チ ャ タテ ム シ類や

そ の他 の 害虫が付着 して い る場合が多 く ， そ の ま

ま用 い る と飼育害虫 （カル チ ャ
ー）の 中に こ れ ら

の害虫が混入 して しま い
，

ス トッ ク の 維持が で き

な くな る こ ともあ る 。
こ の ため ， 飼料は予め殺虫

処理 を し て お く必要が あ る
。 家庭用 の 電子 レ ン ジ

で ， 飼料を60〜70℃ に 加熱すれ ば，数分で殺虫処

理が完了 で き ， 餌の 乾燥も少な く ， 有害物質の 残

留 を心配す る必要もな い 。ま た，フ リーザー （−

20℃以下 ）に 2昼夜ほ ど置 くこ とに よ り殺虫で き

る。 こ の 時，飼料をポ リエ チ レ ン の 袋か
， 密封容

器に 入れ
，

フ リーザーか ら取り出した後は ， 飼料

が室温近 くに な っ た時に始め て袋や容器 を開けれ

ば ， 飼料の 吸湿 を防 ぐ こ とが で きる 。

　餌 の水分含量 は
， 低過 ぎると害虫 の 発育が悪 く

，

高過 ぎる とカ ビが発生する の で ，
一

般に は 12．5〜

14．5％の 範囲 で あ る もの を用 い ると安全 で あ る

（コ ナダニ 類や ゴ ミ ム シ ダマ シ
， ケ シキス イ類 ，

カ シノ シマ メ イガ ，
コ クガそ の他食菌性の 種は さ

らに 高い 水分含量 の 餌を必要とする が
，

一般に 飼

育 は非常 に むずか し い ）。実験 に 用 い る餌は ， 実

験に使用す る湿度条件に置 い て ，平衡水分に達 し

た後 に用い た い 。 平衡水分 を得る の に数週 間以上

を要す る こ とが多 い が （図 5 ）， 強制 的に空気 を

循環 させ る フ ァ ン を備え た ， 恒温恒湿装置があれ

ば
， 比較的短期間に 平衡水分に達す る 。 準備 した

飼料は気密性 の あ る容器で 保存する 。
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図 5　 異な る 相対湿 度 で の 餌 （小 麦 の ふ す ま ＋ エ ビオ ス ）の 水分 の 変化

　　　 （井村，1981）温 度25℃

（5） 殺菌 とダ ニ の除去

　貯穀害虫を飼育 し て い る と，病気 （表 2 ）が カ

ル チ ャ
ーに ま ん 延 し て 貴重な ス トッ ク を失 う こ と

が ある 。 特に 外で採集 して きた害虫に は必 ず捕食

性 や寄生性の ダニ や病気が付 い て い る 。
こ の た め ，

必ず殺菌 し た卵 （後述 ；ダニ も取 り除け る）か ら

新 しい カ ル チ ャ
ー

を開始 し，病気が 出な い こ とを

確認 して か ら ， 飼育室に持 ち込む こ と が大事で あ

る 。 飼育中に病気が 出た場合は ， そ の カル チ ャ
ー

は廃棄 し，卵 を採 り，殺菌 して 次世代 を ス ター ト

させ る。飼育容器 は 0．1％次亜塩素酸ナ トリウ ム

な ど に漬け る か加熱し て 殺菌す る。餌も加熱殺菌

後，水分調整 して 用 い る の が最善で ある が
， 当研

究室で は省略 して い る 。 カ ル チ ャ
ーに ダニ が混入

した場合 も ， 成虫を取 り出して
，

カ ル チ ャ
ーは廃

棄す る 。取 り出 し た成虫は ダニ を取 り除い て か ら
，
．

次世代を ス タ ー トさ せ る。

（6） カ ル チ ャ
ーの処分

　不用 に な っ た カ ル チ ャ
ーは

， 容器 ご と フ リ
ー

ザー
に放 り込 ん で おけば，簡単に処分 す る こ とが

で き る 。

3． 飼育に必要 な道具

（1） 飼育容器

　特 に貯穀害虫の 飼育容器 と し て は市販 さ れ て い

な い が ， 様々 な容器 が利用 で き る （図 6 ）。当研

究室で は ， 主 に タ ッ パ ーウ ェ ア 型 の プラ ス チ ッ ク

容器や マ ヨ ネーズ ビ ン を利用 し て い る。プラ ス

チ ッ ク容器 は，様 々 な大 き さの もの が あ り，安価

で ， 軽く ， 取 り扱い 易い の で便利で ある 。 しか し，

表 2　 貯殻害虫 の 飼育中に 問 題 と な る病 気

病　 　原 　　体 寄 主

細　　菌

Bacillus　thuringiensis

原生動物

Farinocystis’励 o 屠

Mattesia　sp ．

Adelina　tribolii

Nosema 　whitei

亙 Plodii

マ ダ ラ メ イガ類

コ ク ヌ ス トモ ドキ類

コ ヌ ク ス トモ ドキ類

マ ダラ メ イガ類

コ ヌ ク ス トモ ドキ類

チ ャ イロ コ メ ノ ゴ ミ ム シ ダマ シ

コ ク ヌ ス トモ ドキ 類

ノ シ メ マ ダラ メ イガ
図 6　色 々 な タ イプの 飼育容器
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い

受
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皿

2

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゼ
ろ紙

丶

（：：ン ク

セ ロ ア
ープ

網

3
図 7　飼育容器 の ふ た の 通気穴 の 作成

　　 L ふ た に穴 を あけ る 。2．ハ ン ダごて で 真

　　 ち ゅ う の 金網 を 取 り付 け る。3．ろ紙の 周

　　 囲をセ ロ テープで とめ て 穴を覆 う。

コ ク ゾ ウや ， シバ ン ム シ，ナガ シ ン ク イム シ類や

バ ク ガ をこ の 容器で 飼育す ると ，容器 がか じられ，

穴 をあ け られ る こ と もある 。
こ う した種 は ガ ラ ス

の マ ヨ ネーズ ビ ン で飼育 して い る。ふ た には通気

用 の 穴 をあけ ， ろ紙をセ ロ テ
ープで は る 。

コ ク ゾ

ウやナガ シ ン ク イム シ類は ろ紙 を食 い 破 っ て 脱走

す る の で ， 通気用 の 穴に 70メ ッ シ ュ ぐら い の 真

ち ゅ う の 金網 をハ ン ダ ゴ テ で 熱 して 取 り付 けた ふ

た を用 い る （図 7 ）。
マ ヨ ネーズ ビ ン の ふ た は

，

コ ナ ダニ な ど の 侵入 を防 ぐために ， ビニ
ー

ル テ
ー

プで シー
ル を して お くと よ い

。 実験に は また様々

な大き さの ガ ラ ス の 管びんが使用で きる 。 管びん

の ふ た は
，

ス ポ ン ジの 栓や綿栓を用 い る と好都合

で ある （図 6 ）。 ク リーム カ ッ プは使 い 捨 て 容器

と して 便利で ある 。

（2） ふ る い

　様 々 な目 の 大き さの ふ る い を組 み合せ て
， 害虫

の 各発育ス テ ージを餌か ら分離する の に 用い る 。

い くつ か の メ ーカ ー
で 売 っ て い る

“
分析ふ る い

”

（真 ち ゅ うま た は ス テ ン レ ス 製）（図 8 ）が最 も

使い易 い 。 ふ る い の 胴 と金網の す きま に，ふ る っ

た卵 ， 幼虫や成虫が入 り込ん で トラブル が起 る の

で ，こ の すきまに パ テ （タ イル や コ ン ク リー ト用

　 　 　 づ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ア

図 8　害虫の様々 な発育ス テ
ー

ジを餌か ら分 離 す

　　 る た め の ふ る い 。 金網 と胴 の す き間をパ テ

　　 で埋 め る。

の 接着剤
“

タ イ ト
”

（ソ ニ ーケ ミ カ ル 社）が適 し

て い る）を図 8の よう に詰め て お く 。 メ ッ シュ の

細か い ふ る い を洗條する場合は
， 刷毛で 金網に付

着 した餌の 粉をよく取 り除い て か らで な い と，目

が詰 っ て 使え な くなる 。

（3） ア ス ピ レ ー
タ
ー

　 コ ク ヌ ス トモ ドキ や ガの 成虫を吸虫管で 大量 に

吸い 取 っ て 集め る の は
， 効率が悪 く， お そ らく健

ッァ ユ

　
　 ン リ コ ン チ ュ

ーブ

図 9　 電気掃除機を利用 した 昆虫捕集用 ア ス ピ レ
ーター

。

　　 外管 と 内管の 穴 を ず ら して 吸引力 を調節 す る。
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流量計

↓ 　　 CO2 用減圧 器

／
1

f

CO2

ノ

ズ

ノレ

ボ
ン

ベ

図10　飼育昆虫麻酔用 の 炭酸ガ ス

　　　ボ ン ベ と調節器

康に も悪 い 。こ う した目的に は ，ア ス ピレ
ー

タ
ー

が ある と便利 で ある 。 筆者 は小型の 電気掃除機 を

改造 して使 っ て い る （図 9 ）。

（4） 炭酸ガ ス

　ガや アズキ ゾウム シの成虫の 様 に よ く飛ぶ害虫

を取 り扱 うの は や っ か い で ある 。 炭酸 ガ ス （図 10）

で 麻酔す ると大変取 り扱 い 易 い
。 筆者はガ の 成虫

をア ス ピレーターで 集める時と，集めたガ をア ス

ピ レー
タ
ーか ら別の 容器 に移す時は必ず炭酸ガ ス

を用 い て 麻酔す る。炭酸ガ ス を用い れ ば，数秒で

害虫を麻酔す る こ とがで き ， ま た回復も早い 。た

だ し， あ ま り長時間成虫を麻酔する と
， 授精率が

低下す る と い っ た 報告 もあり （Silhacek＆ Mil・

ler，1972），手際よくや るの が コ ツ で ある 。

4．　 ス トッ クの入手

　貯穀害虫 の 最 も簡単な入手方法 は
， 既 に 飼育 し

て い る所か ら分譲 し て もらうこ と で ある。入 手先

は ， 国内で は ， 農業環境技術研究所昆虫管理 科で

ま と め た 「全国の 試験研究機関で飼育さ れ て い る

昆 虫 ・ダ ニ 類」 （1986年）が参考に な る 。 約50種

の貯穀害虫が 40以上の機関で飼育 され て い る 。

　海外の 研究機関 の ス トッ ク リス トは
， SQkoloff

と Soliman の 編 に よる Tribolillm　 lnformation

Bulletinに毎号掲載 され て い る （ただし，か な り

古い ス トッ ク リス トも更新 されず に載 っ て い る の

で 要．注 意）。 Gottliebと Imberskiの 編 に よ る

Ephestia　Newsletter　No ．2 に は ス ジ コ ナ マ ダ ラ

メ イガだけあ るが ， 世界各地 の ス トッ ク リス トが

載 っ て い る （1976年の No．2 以来発行され て い な

い ）。ま た コ ク ヌ ス トモ ドキ類に つ い て はカ リ フ ォ

ル ニ ア州立大学に ， ス ジ コ ナ マ ダ ラ メ イガ に つ い

て は ケ ル ン 大学と ケ ン タ ッ キ
ー
大学に ス トッ クセ

ン タ
ー

が あ り，多 くの 遺伝的な系統 が飼育さ れ て

い る。ただ し ， 外国か ら輸入 す る場合 は，国内に

分布す る害虫で あ っ て も， 農林大臣の 許可を必要

とす る。

　 こ れ らの機関で飼育 され て い な い 種や野性系統

を入手す る場合は
， 穀物 の 貯蔵所 や加工工場また

飼料工 場など で 採集する必要が ある。一般 の 家庭

で もよく捜せ ば必ず 3 〜 5 種 ぐ らい は採集で き

る 。

　入 手 した ス トッ ク は
， 他 の 種が混入 し て い る恐

れ もある の で ， 目的の 種で あ る こ とを確か め てか

ら
， 飼育や実験に 用い る 。
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付表1． 英国 の Pest　lnfestation　Contro1　Laboratoryで 貯穀 （貯蔵食品）
害虫 の 飼育 に 用 い られ て い る 餌 と飼育温度

ORDER
　　 FAMILY
　　　　　 GENUS 　AND 　SPECIES COMMON 　NAME

　　　　　　　　 REARING
CULTURE 　 TEMPERA −
MEDIUM 　　　 TURE ℃

DICTYOPTERA

　 BIattidae

　　撫 〜ψゐo餬 卿 8翩 （Oliv．）
　 　 Blatta　o πientalis　L ．
　　BlatelLa　germanica（L．）十
　　PerfPlaneld　amen

齟
cana （L、）

　　 翫 φ〜llneta　attstralasiae（F．）
　　Pycnoscelus　sπ rinamensis （L．）
　　Suカella　suPellectilium （Seuville）
THYSANURA

　Lepismatidae

　　 ムゆ 誌2πα sa ‘‘harina　L．
　　 Thermobia　dbmestica（Packard ）

DIPTERA

　CalhphQridae

　　 Callipゐora 　et），throcOPhala （Meigen）
　 Muscidae

　　 Musca 　dOme∫tica　L．
HYMENOPTERA

　 Formicidae

　　 ハ40nomo厂ium ♪haraonis（L ．）
　 IchIleurnonidae

　　 Idechthis　canescens （Grav．）
　　（

＝ムTevneritis
　canescens （Grav ，））

　 Braconidae

　　Bracon　hebetor　Say

　 Chalcidoidea

　　D 歪
』
bra吻 s・caVttS（Walker）

LEPIDOPTERA

　 Galleriidae

　　A♪homia　gU〜々ガ5 （Zell．）
　　．4chroia　grisella（F ．）
　　（）c｝CgbTq　c昭＞halc｝nica （Staint・）
　　 Galleηia　mellonella （L、）
　 Gelech廴idae

　　 Sitotroga　cereaZella（Oliv．）

　Oecophoridae

　　殉 『mann （？Phila　Pseuciospretella（Staint．）
　　 Endrosis　sar ‘itre〃ご（L．）

Phycitidae

　 EPゐestia　kueゐnielZa 　Zel1．

EPhestia　cautella （Walk．）

EPhestia　elutella （Hubn ．）
PIOdia　interPunctellz（Hubn．）

Common 　 cockroach

Germall　cockroach
American　 cQckroach

Silver丘sh
Firebrat

Blowfly

Housefly

Pharaoh’s　 ant

Lesser　 wax 　 mQth

Rice　 moth

Honeycomb　moth

5 十 335
十 335
十 335
十 335
十 335
十 335
十33

7 十 337
十 33

27a十 34

10十 34

27

30

3ユ

31

2a 十 204
十 3317
十 334
十33

15十 24十 33

Brown 　hQuse　mQth 　 　 　 　 8 十 33
White 　 shou ｝dered　 house 　 8 十 33
moth

Mediterranean　flour
moth

讒
iCal

　
Wa 「e−h° USe

Warehouse 　moth

Indian　meal 　moth

2 十 332

十 332

十 332
十 33

555555577777772222222

5022
」

25

25

25

25十 30252525

25

0022

2525

匚」
匚
」

ウ臼
ワ和
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ORDER
  FAMILY
     GENUS  AND  SPECIES

 Tineidae

  7inea coiumbariella  Wocke
  Tlinea Pellionelta (L.)

  7linea flawescentella Haworth
  7lineola bisselliella (Humm.)

  IVimmpqgvn grgnella <L,}
  IVIdi'tinea fhrscipunctelLa (Haworth)
 Pyralidae

  1[b,ralis fttrinalis (L.)
COLEOPTERA

 Anobiidae

  Anobium Punctatum <Deg.)
  Lasioderma sen't'co,7ze  (F.)
  Stagobium Paniceum (L.)
 Anthribidae

  Araecerus.fasciculatus(Deg.)

 Bostrichidae

  Rbyxopertha deminica (F,)
 Bruchidae

  Acanthoscelides obtecttLs  (Say)
  Cdllosobruchus analis (F.)
  Cdllosebruchus chinensis  (L.)

  Clallosobruchzas maculatus'  (F,)
  thllosobruchus rhodesianus  (Pic)
  Ctir),edon senzitus  Oliviei

 Cleridae

  IVlecrobia rzofipes  (Deg.)
 Cucujidae

  .c.mpf:f;i:,"{f.{];,z,g,:'-:}/1`f(Sg,ePh&')H,.,)

  Cmptolastes turcicus' (Grouv.)
  Cmptolestes ugzin`ine  Steel &  Howe
  Cmptolestes capensis  (Waltl)
  Cmptolestes pusitlus CSchonherr)
 Curculionidae

  Sitophilus zeamais  Motseh,
  Sitophilus ot),xae  (L.)
  Sitophilus granarius  (L.)
 Dermestidae

  Anthrenocerus austraZis  (Hope)
  Anthrenus verbqsci  (L.)
  Anthrenus flawrpes Lec.
  (=Anthrentts worax  Waterh.)
  Attagenus aijle'en'i Pt'c

  Attagenus Pellio (L.)
  Attagenus magatoma  (F.)=piceus (Oliv.)
  Dermestes atqr  Deg.
  Dermestes fYischii Kug.
  Dermestes lardorius L.
  Dermestas maculatus+  Deg
  Dermestes haetnorrhoidolis Kuster &  Praze
  Dermestes Peruvianus Castelnau
  77ogoderma granariorm Everts
  7?ogoderma inclusum (Creutz.)

COMMON  NAME

Case bearing
clothes  moth

Common  or  webbing

clothes  moth

Common  moth

Furniture beetle
Cigarette beetle
Biscuitbeetle

Cacao 
'`weevil"

Lesser grain borer

Bean  weevil

Cowpea  or  lentil
"weevil"

Groundnut beetle

Copra beetle

Red rust  grain beetle

Flat giain  beetle

Maize  weevil

Rice weevil
Granary weevil

<>:F,P,r:iia.",,C,lrg2t,,b,:etie
Furniture carpet  beetle

Fur beetle
Black carpet  beetle

Hide beetle
Bacon beetle
Leather beetle

Khapra beetle
Larger  cabinet  beetle
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ORDER
   FAMILY
        GENUS  ANDSPECIES

  7},qgoderma anthrenoi`Zzs  (Sharp)
  7}rqgodenna variabile  Ballion
  7},qgz)dhrma grabretm (Herbst)
  7},agodafrma imoratum  Reitt.

Mycetophagidae

  T)phaea stercorea  (L.)
Nitidulidae

  CarPqt)hilus dimidiattts' (F.)
  Carpophilecs hemipterus (L,)
Ostomatidae

  Tenebroides mauritanicus  (L,)
  Lophocateres pusitltts (Klug.)
Ptinidae

  Gibbium psylloides (Czenp)
  Mleziunz qfrfine (Boield.)
  Mlezium americanum  Lap,
  IVip' tus hololeeccus (Fald.)
  Ilsezuleurosttts hilleri (Reitt.)
  Ptinus hirtellus Sturm,
  Ptinus sempunctatus  Panz.
  Ptinus tectzts Boield,
  Ptinus fitr (L .)

  Stethome2ium seuamosum  Hint.
  7}'igenogenius globulus Sol.
  7}'igvnogenizas ParticttZaris Pic
  7EPnus unicolor  P. &  M.

Silvanidae

  Ahaswerus adeena'  (Waltl)
  CbthartztsquathicolZts(Guer.)
  Orpmephilzas surinamensis'  (L,)
  Oi yxaephilus mencator  (Fauv,)
Tenebrionidae

  Aiphitophagus bijlisciatus (Say)

Aiphitobius diaperinus (Panz.)

Aiphitobius laevi'gntus (F.)
Gnathocertts cornectus  (F,)
Gnathocertts maxillosus  (F.)

LatheticzLs o7 yuae Waterh.
lhloriLs ratzebuTgr'  (Wissm.)
1[lalorztssubdef)ressus(Woll.)
7lenebrio molitor  L.
Tenebrio obscuras  F.
7Hbolium castaneum  (Herbst)
7Vibolium coofusum'  Duv,
TYibolium destractor Uytt,
7}'ibolium anaphe  Hint.
Ttibolium madns  Charp.

COMMON  NAME

Dried fruit beetle
Dried fruit beetle

The Cadelle
Siamese gTain beetle

Hump  spider  beetle

Golden  spider  beetle

Australian spider  beetle
White-marked spider
beetleAfrican

 spider  beetle
Globular spider  beetle

Foreign grain  beetle

Saw-toothed grain beetle
Merchant  grain beetle

Two-banded  fungus
beetleLesser

 mealwoim

Black fungus beetle

Broad-horned flour
beetleSlender

 horned flour
beetleLong

 headed flour beetie
Smal1-eyed flour beetie
Depressed flour beetle
Yellow  mealwoim

Dark mealworm

Rust-red flour beetle
Confused  flour beetle
Dark  flour beetle
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CultureMedia

No, Food Weight Ratio (Ounce)

L2.2a,3.4.5.6,7.8.8a.9.10,11.12.13.14.15.16,17,18.19,20.21.22,23,24,27,27a,29,30,31.32,33,34,35,Wheatfeed on  a  wet  pad

Wheatfeed, glycerine
Rice bran, glycerine
Wheatfeed, yeast+
Wheatfeed, rolled  oats, glycerine, honey, brood-eomb
Wheatfeed, rolled  oats,  fishmeal, yeast
Wheatfeed, fishmeal, yeast

Wheatfeecl, rolled  oats, yeast

Wheatfeed, wheat

Wheatfeed, wheat,  wet  pad

Wheatfeed, wholemeal  fleur

Wheatfeed, grassmeal,yeast stortex

Fishmeal. yeast
Rolled oats,  yeast

Rolled oats,  boiled dates, yeast
Wholemeal flour,yeast

WheatBacon
 ends

Kibbled cocoa  beans
Dried peas

FlannelGround
 nuts

Haricot beans

Cowpeas

LentilsMaizeLiver,

 swiss  roll,  honey
LiverWoodMoth

 culture  (Fam. Phycitidae)
Galleria mellonella

Sitophilus spp.

Drinking tube

Sugar and  water

Cork

le10:210:210:15:5:2:2:2

5:5:2:1

8:4:1
5:5:1

6:146:146

 :105:3:1:1

16:110:16:6:1

12:11641012lf2121616812

+Yeast=dried  powder  (Sacchaeromyces ceraan'sseae)

-l37-
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付表 2．食品総合研究所で飼育して い る貯穀害虫（1989．8）

Species 和 名 ・系 統

PSOCOPTERA

　Liposcelidae

　　 1．　 LiPos‘elis　bostrycoカhilus　Badonel

　　 2．　五iPos‘elis　entomoP 乃ilus（Enderlein）
　Trogiidae

　　 3．　 Lei）inotZtS厂臨 ‘ulatZt ／s　Enderlein
COLEOPTERA

　Silvanidae

　　 4．　OryxaePhilus　Sttrinamensis （L．）
　Cucujidae

　　 5．　 CT：）Ptotestes彦urcicus （GrQuvelle）

　　 6．　 CmPtolestes　Pusilloides（Stee1＆ Howe ）

　Tenebrionidae

78901234　

　

　

工

1
　

1
　

1
　
1

AIPhitobitcs　dial＞erinus （Panzer＞
Gnatho‘erttS　cornutzas （Fabricius）
Latheticas　o脚 e　Waterhouse

Palorzcs厂砿 ご吻 癰 （Wissmann ）

Tribolium　castaneum （Herbst）

伽 う01∫τ6π己‘onfusum 　Jacque工in　du　Val
Tribotium∫freemani　Hinton

Tenebrio　molito 厂 L ．

　 Anobiidae

　　15．　五α豆o漉厂ma 　se厂厂icorne（Fabricius）

　　16．　 Stegobium　Paniceum（L．）
　 Ptinidae

　　 l7．　 Gibbium　eeuinoctiale 　Boieldieu

　 Bostrichidae

　　ユ8．　 1〜hyxol）ertha 　dominica（Fabricius）

　　ユ9，　DinodertLS　minutus （Fabricius）

　 Curculionidae

　　20，　 Sitoi）hiltLg　ory2ae （L ．）

　　2L 　SitoPhilzLs　xeamais 　Motchulsky

　 Bruchidae

　　22．　 CailosobrZtchus　chinensis （L．）
LEPIDOPTERA

　Phycitidae

　　23． EPhestia　elutelga （Ilubner＞

　　24． EPhestia　cautella （Walker）

ヒ ラ タ チ ャ タ テ

カ ツ ブシ チ ャ タテ

ッ ヤ コ チ ャ タ テ

ノ コ ギリヒ ラ タム シ

トル コ カ ク ム ネ ヒ ラ タ ム シ

ハ ウ カ ク ム 不 ヒ ラ タム シ

ガ イマ イゴ ミム シ ダマ シ

オ オ ツ ノ コ ク ヌ ス トモ ドキ

コ ゴ メ ゴ ミ ム シ ダマ シ

ヒ メ コ ク ヌ ス トモ ドキ

コ ク ヌ ス トモ ドキ

ヒ ラ タ コ ク ヌ ス トモ ドキ

カ シ ミール コ ク ヌ ス トモ ドキ

チ ャ イロ コ メ ノ ゴ ミム シ ダマ シ

タバ コ シバ ン ム シ

ジ ン サ ン シバ ン ム シ

ニ セ セ マ ル ヒ ョ ウホ ン ム シ

コ ナナ ガ シ ン ク イ （ム シ ）

チ ビタ ケ ナ ガ シ ン ク イ

コ コ ク ゾ ウ （ム シ ）

コ ク ゾ ウ （ム シ ）

ア ズ キゾ ウム シ

チ ャ マ ダラ メ イガ

ス ジマ ダラ メ イガ
励 r 　　 〔茶翅 〉
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付表 2，食品総合研究所 で 飼育 して い る貯穀害虫（1989，8）

Species 和　名 ・系　統

25．　 五ン）hestia　fluhniella　Zeller

26．　 Plodia　inteηPunctella（Hubner）

　 Gelechiidae

　　27．　 5itotroga　cereale 〃a （Qlivier）
IIYMENOPTERA

　 Ichnellmonidae

　　28．　 隆 π師 α canescens （Grav．）
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