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ミツバ チ の 巣をめ ぐる小規模地域の 生態系

足 　立 　高 行
＊

On　the　Formation　of 　Habitat　Eco−system 　around 　the　Honeycomb

Takayuki　ADACHI

は じめ に

　 ミツ バ チ は，刺され た ら痛い と い うの は知 っ て

い て も，
ア シナガ バ チ や ス ズ メ バ チ と は違い

， 蜂

蜜と い う大変な ご ちそ うを与え て くれ る ハ チ とし

て ，古くか ら人々 に な じん で 来た 。

　し か し ，
ミ ツ バ チ をめ ぐ る状況が 近年少 し変 っ

て 来た。こ れ ま で 人の 手に よ っ て 飼われ て い た ミ

ッ バ チ は脱出 して 野生化 。

一方 ， 山間部 に生息 し

て い た ミツバ チた ちは ， 都市化や土地開発な どの

波に会い ，生息場所を追 われ市街地 へ
。

こ う して

ミ ツ バ チの 生息域と，我々 の 生活圏が ク ロ ス する

よ う に な っ て き た 。 こ の こ と に 加え
， 都市生活者

の 中 に は ， 必要 以上に ミ ツ バ チ を危険視 す る傾 向

が あ り，と に か く排除 しよう とす る，そ こ で お の

ずか ら事故が 起 こ る こ と に な る 。

　 こ うした状況の 中で ， 毎年数十本の ミツ バ チ に

関す る問 い 合わ せ が ある 。 だが
，

そ の ほ とん とが ，

写真 1　樹洞 を利用 す る ニ ホ ン ミ ツ バ チ

放置 すれ ば済む場合 で あ り ， 駆除を は じめ と す る

何 ら か の 対策が必要なケ ース はお お よそ 20％程度。

多 くて も30％を越 え る こ と は な い 。

写真 2　飼育下 で の セ イ ヨ ウ ミツ バ チ

　以上 の よ う な駆除作業 や野外観察体験 を通 じ て ，

こ れ まで様 々 な環境下で の ミツ バ チ の 営巣状況 を

数多 く見 て 来た 。 そ し て
，

そ の 実体験 の 中か ら ，

ミ ツ バ チ の 営巣場所の 限 られた空間に
， 多数種の

昆虫類，多足類，ク モ 類などが ， 相観上共同生活

の 態様 を示 し な が ら生息 し て い る こ と に 注目 した。

そ して、 ミツバチ の 営巣地 をめ ぐる特定の 空間で ，

小 さ な生態系を形成 して い る の で は な い か と考え

られ，加え て ，ム シたち の 組み合わせ に一定の 指

向性が あ るの で は な い か と思われ た 。

　ま た
，

こ れ ら の ム シた ちが ，
い か に して 家屋 に

侵入 して 来る か と い うプロ セ ス の 解析が得られ る

な らば ， そ こ か ら考え方 を転換す る と，ム シた ち

の 忌避要因を さ ぐる
一助 に もな る と思 わ れる の で ，

一つ の 提案と して記載す る 。

＊   大分イカ リテ ク ノ ス
・
大分野生生物研究室

ミツ バ チの営巣場所

私た ち の 日常生活 と関り あ い の 深 い 住居お よび ，
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そ の 周辺を中心に
， ミツ バ チ の 営巣場所及 び営巣

状態 を概説す る。

〈天井〉

　天井部は概して す き間 の 多 い 空間で あ る 。
こ の

た め ミツ バ チ も好 ん で こ の 空間を利用 す る 。
こ の

場合，出入 口 をど こ に 選 ぼ うと もほ とん どが ， 妻
の 壁際 か

， 寄せ む ね 屋根で は 母 家の部分を選ぶ 。

（写真 3の 中の 1
，

2 ） しか し， 3 の よ う に
， 軒

げ た に 近 い 狭 い 場所 はど う して か 少い よ うで ある 。

こ の 他，浴室上部と い う例 もあ る 。真夏に な る と

グラ ス フ ァ イバ ーウール を敷 きつ め た天井裏 は軽

く40℃を越 えて い る。

写 真 3　 天井部 の 営巣部位　母家と合掌の 接合部 あ た

　　　　りが 一番多い

〈床下〉

　床下部の営巣で は，通風 口 を出入 り 口 に利用 し，

こ の通風 口 の 直近 で 営巣す る 。通 風 口 か ら奥の 方

写真 4　 床下部 の 営巣部位　通風 口 の 直近地 で 営巣す

　 　 　 る 場 合 が 多 い

で の 営巣例はな く，こ の点で 天井部 と は異る 。空

間的に す ぐ仕切 り壁が あ る場合 もあるが ，壁が な

い 場合 もや は り通風 口 の 近 くに 営巣す る 。 他 の 営

巣場所 に比 べ 巣の規模が さ ほ ど大き くな らな い 傾

向が あ り ，
こ の 点で も何 らか の環境要因，ま た は

天敵関係 が働 い て い る も の と予想で き る 。

〈壁〉

　木造 の 板壁 で は ，節が抜 け て生 じた穴や板と板

と の つ な ぎ目の すき間な どを出人 口 と し て 利用 。

そ の他で は ク ラ ッ クを出入 冂 と して 利用 して い る。

同 じ よう な状況 と し て
， 戸袋 を利用 し て 営巣す る

例 もあ る 。 限 られ た空間利用な の で 巣も小 さ い と

思 われが ちだが ，

一
般 に大規模 で 元 気の 良い 巣が

多い 。本来の 営巣状況で あ る樹洞利用 タイプに一

番近い営巣状態な の で は な い だ ろ うか と思わ れ る 。

〈庭木 ・軒下 ・屋外看板な ど〉

　 こ れ らオ
ープ ン ス ペ ー

ス で の 営巣例 は，全体的

に 見て 10％ に満な い 程 少 い 。しか し な が ら駆 除例

は多 く，ほ と ん ど が 分封 に よ る ダ ン ゴ状態で あ る 。

数 H 問の 滞在期間さえガ マ ン す れ ば
， 全 く何の影

響もな い の だが駆除要請は非常に強 い 。

写 真 5　看板 の 内側 に 営巣 した 例，上部 は つ つ ぬ け で

　 　 　 ひ さ し な ど は な い

〈墓〉

　出入 口 は 写真 で 示 す よう に納骨室 の 扉 の 通風 口 ，

また は扉．を開 け る と き の 指掛 け穴 ， 扉 の す き 間な

どが利用 され て い る。納骨室で の 営巣の 場合 ， 営

巣 に気付か ずに 扉を不用意に開 けて しま うケ
ー

ス

もあ る の で 危険で ある 。

　わ ずか 1m ・1
程度の 空間で あ り

， ど の 位置に 営

巣 して も環境囚子は さ ほ ど違わ な い と思えるが ，
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床下部 で の営巣と同 じよ う に 出入口 の近 く に営巣

す る 。

写 真 6　納骨室 へ の 出入 り 口 （矢印が 大 き い 程利用率

　 　　 が高 い ）

〈そ の 他の 営巣場所〉

　積み 上 げた トロ 箱，ブ ロ ッ ク塀，石垣，風呂用

ガ ス バ ー
ナ の エ ン トツ ， 換気扇 の ダク ト内などが

利用 され る 。 オ
ープ ン ス ペ ース で の 営巣 をの ぞ け

ば
， 基本的に は樹洞 に似 た環境を選択す る傾向が

強 い よう に 思 え る 。

写 真 7　 着 火 後一度 分 散 した ミツ バ チ が 再 び結 集 した

　 　 　 と こ ろ

ミツ バ チの営巣場所 に出没 する ム シた ち

　ミツ バ チ の 巣を中心 とす る 限 ら れ た 空間で 見か

ける ム シたち は，観察して い る限 りで は
， 巣 を襲

う こ ともな く，逆に ミ ツ バ チか ら攻撃され る こ と

もな く ， 共同生活 を営ん で い る か の よう に見え る 。

よく見か ける ム シたち とそ の 状況 を概説する 。

＜ク ロ ゴ キ ブ リ PeriPlanetaルZ忽勿 05α

SERVILLE ＞

　目撃す る こ と の 一番 多い の が
，

こ の ク ロ ゴ キブ

リで ある 。 幼虫の 場合 もあれ ば，成虫の 場合もあ

り， 従 っ て 生活史は密着 して い る と考え て 良 い で

あろ う。多 くの 場合，一
つ の 巣に対 し

一個体で あ

るが ， まれ に 2 ・3個の 場合もある 。 行動 は活発

で 「勝手知 っ た る他人の 家」 と い っ た感 じで ある。

　写真 8 は
， ドロ バ チ の 巣をは い 廻 る ク ロ ゴ キ ブ

リの 幼虫で あるが ，こ こ で もハ チ の 存在は全 く無

視 した状態で あ っ た。営巣場所 がオ
ープ ン ス ペ ー

ス で な い 限 り， 天 井で も床
．
ドで も，ど こ に で も生

息す る。

写真 8　 ドロ バ チ の 営巣 内 を徘徊 す る ク ロ ゴ キ ブ リの

　　 　 幼虫

〈 コ ア シ ダ カ グ モ ffeteroPoda　 forciPata
（KARSCH ＞＞

　徘徊性の ク モ と し て有名な 日本最大の ア シ タ カ

グモ をひ とまわ り小 さ くした大 き さの ク モ で ，主

に 洞窟な ど に生息す る種 で あ る 。 し ば し ば屋内，

特 に床下 で 見か け こ とが ある 。行動 は い た っ て機

敏 で
， 壁 に そ っ て ス

ー
と動 くが

， 普段は壁面 で 獲

物を狙 っ て待機 し て い る と い っ た感 じ で あ る 。 ク

ロ ゴ キブ リに対する 天敵と し て の つ な が り ば か り

で ， ミツ バ チ の 巣周辺 に生活す る と は考え られな

い
。

＜カ マ ドウマ Diestrammena　apicalis 　BRUNNER ＞

　暗い 環境を好み ，野外か ら屋内ま で 各所 で見 ら

れ る 昆虫 と して知 られ る。床下や墓で の 目撃が多

く，オープン ス ペ ー
ス の 営巣場所周辺 で の 目撃例

一 31 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The society of Urban Pest Management, Japan

NII-Electronic Library Service

The 　sooiety 　of 　Urban 　Pest 　Management 厂　Japan

は な い 。 乾燥 して い る場所 よりも湿度 の 高 い 場所

を好む傾向が あ り ， 夜行性の ためか 日中は さ ほ ど

行動的で は な い 。雑食性で何で も食べ る が
，

ミ ツ

バ チ の 巣近 くで は ミ ツ バ チ の死骸を主食と して い

る よ うで あ る 。

＜ハ サ ミム シ Anisolabis　man
’
tima 　BORELLI ＞

　野外で はよ く石の 下で見か け，家の回 りで は下

水溝の ブ タ の 下や ， 植木鉢の 下で 見か ける こ との

多 い 毘虫で あ る。ミツ バ チ の 営巣場所付近で は巣

の 直下に 生息する 。 取 り壊 した巣をそ の まま放置

し て い た り す る と
，

そ こ を越 冬場所や産卵場所 と

して利用す る 。弱 っ て 落下 した り ， 寒さ で 飛 べ な

くな っ た ミ ツ バ チ を捕食 して い る 。

＜ゲ ジ　Thereuronema　hilgendorfi　VERHOEFF ＞

　洞窟内で 見か ける こ との 多い ム シである。周囲

に 森や林が あ る家 で は 時折屋 内で 見る こ ともある

が
，

ミ ツ バ チ の 営巣場所で は床下 お よび墓で の 目

撃が多 い 。

　営巣地 の 周 辺 を徘徊 し
，

ミ ツ バ チ その もの よ り，

ど うも近 くに 生息す る小型の ク モ 類を捕食 し て い

る の で はな い か と思 われ る ， ミ ツ バ チを捕食 して

い る現場を見て は い な い が可能性は ある 。

＜ トビ ズ ム カ デ ScoloPendra　subspiniPes 　mutilans

L ，KOCH ＞

　海岸部近 くで の 営巣場所で ま れ に 見かけ る こ と

が ある 。 他の 営巣場所は現在ま で の と こ ろ 目撃 し

て い な い が ， 床下や墓 など で の 生息の可能性 は高

い もの と思 われ る 。 小昆虫や ク モ 類を主 に 捕食す

るが ， 何 で も食べ る 。 また ， 乾燥 には大変弱 く，

暗くて し め っ た場所を好 む 。

〈 ク モ類〉 （コ ア シダカグモ をの ぞ く）

　オオ ヒ メ グモ ，ア シ ブ トヒ メ グモ
， ツ リサ ラ グ

モ ，コ ン ピラ ヒ メ グモ
， ネコ ハ エ トリ， ヤ ミイロ

カ ニ グモ な どが 目撃 され る 。 こ の うち， ツ リサ ラ

グモ ，
コ ン ピラ ヒ メ グモ は ， 近 くに森が ある よう

な里 山タイプの 環境 に 多く
， 他 は ど の 環境に も現

れ る 。 特に
， オオ ヒ メ グモ は

， ミツ バ チ の 営巣に

関係 な く屋内 の い たると こ ろに生息する 。 こ れ ら

の クモ 類 は造網性 ・徘徊性の 違 い は あ る もの の
，

巣 の 周辺で発生す る小昆虫 を狙う。

〈ス ズ メ バ チ類〉

　オ オ ス ズ メ バ チ 　VesPa　malidarinia 　J
’
aPonica

RADOSZKOWSKI

　キ イ ロ ス ズ メ バ チ V．simillima 　nanthoPtera

CAMERON

　 コ ガ タ ス ズ メ バ チ V．analis 　insularis　DALLA

TORRE

　モ ン ス ズ メ バ チ V．crabro ／Zαη磁 5磁 如

CAMERON

　以上の うち最も多く目撃 され る種が ， オオ ス ズ

メ バチ とキ イロ ス ズ メ バ チ で あ り ，
コ ガタ ス ズ メ

バ チやモ ン ス ズメ バ チ はまれ で ある 。 特に前出の

2種 に つ い て は 、ミツ バ チ の飼育箱 に付け られ た

ス ズメ バ チ トラ ッ プで 最 も良 く見か け る種で ある 、

天井部や ， 床下部な ど ク ロ ス ス ペ ース で の営巣で

は ， そ の 内部に お い て 目撃す る こ と は な く ，
た と

え ば通風口 など屋 内と の 出入 口 とな っ て い る周辺

で見る 。 あき らか に偵察飛行と思え る が，何ぜ か

盛夏ま で は内部 へ 侵入 す るの を観察した こ とがな

い 。初秋か ら晩秋 に か けて 4 〜 5個体で ミ ツ バ チ

の 営巣場所へ 侵入 し，幼虫 ・蛹 をくわえ て 翔び去

る。

　菊屋 奈良義 （未発表）の 観察で は，巣を襲う 4
〜 5個体の ス ズ メ バ チ は ， 同

一
個体が反復 して襲

うもの と考え ら れ る 。 大分市所在，西寒田神社の

観察例で は ， 5 個体に よ り A．M10Q45 ’− P ．　 M

4 °12’ま で の 間約 18分間の サイクル で 反復され た

と の こ と で ある。

食物連鎖を中心に

　出没す る ム シ た ち を食物連鎖 に し た が っ て 簡単

に整理す る と 下図 の よう に な る 。

　こ の 中で ， 小昆虫類 に関 し て は鞘翅 目の ハ ネカ

クシ類，ゴ ミム シ ダマ シ類の 他，双翅 目，膜翅目

が主体 とな っ て い る 。 それ ら と の 関連は今後の課

題 と した い
。

　どの ム シも ミツバ チ の 営巣を中心とする特定空

間で
， 特に 高率 の 出現率 を示す。こ の こ と は

， ミ

ッ バ チ の 巣に ，こ の 限 られた小規模地域の生態系

の 中で ，生活誘因性が認 め られ る 。

　特に こ の 限 られた ク ロ ス ス ペ ー
ス の 中に ，外部

か らエ ネル ギーを取 り入れ て くる生産者と し て の

位置付 け は重要 だと思 われ る 。 同 じ様な位置づ け

がで き る生物を家屋 で み る と ， ア ブラ コ ウモ リ ，
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図 1　 ミツ バ チ の 巣 を 中心 と し た食 物連 鎖図

ネズ ミ類 ， イタチ ， ドバ ト，ム ク ドリなどがあ げ

られるが ，
コ ウ モ リの グ ァ ノ を除けば出現す る ム

シたち の 種類 は少な い 。ミツ バ チ の 巣 を中心 と し

た生態系は ， 小規模で はあ りなが らも，
か な り複

雑な生態系を構成 し て い る もの と思え る。こ の こ

とは ミツバ チ の 営巣が ， 家屋 と い う環境の 中に新

しく別 の 小規模生態系 を出現 さ せ た と い う こ と で

あ る 。

　
一般的に ミ ツ バ チ に 営巣され た家は ， 他の家に

比 べ
， 特に環境的に問題が ある と い うこ と は な く，

日当 り ・風 向 ・湿度な ど，かえ っ て人間に も快適

と思え る場合が多い 。 つ まり ， ミツバ チ の 営巣が

他の ム シたち の侵入 ， 生息 の 最大 の 要因と な っ て

い る の で ある 。

環境の選択

　興味深い こ と に ，ミ ツ バ チ を除 く ほ と ん ど の種

が ， 洞窟性も しくは夜行性を示す フ ォ トタキ シ

ス ・ネガテ ィ ブ の 種で ある。食物連鎖の 図か ら も

明らか な ように ， ゲ ジ，カ マ ドウマ の 登場は
，

い

か に も洞窟を思わ せ る
。

　家が存在す る こ とに より必 然的に 形成 され る暗

部，さらに は壁などに よる閉鎖的空間が洞窟的環

境 を作 り上げ て い る と考え ら れ る 。 ま た ，こ の 空

間は 自然状態で の 営巣，た とえば樹洞の場合な ど

に比べ 天井や床下で は ， 内部が格段に広い と い う

違い が あ る 。こ の 違い は巣そ の もの が他の ム シ た

ち に 対 し て 露出 し て い る こ と を意味し ，
こ の結果

蜂蜜 を狙 うゴキブ リ に出没 され ると い う こ と に な

るの だろ う 。 さら に ミツ バ チ の 死骸や弱 っ た個体

は直下に堆積 し
， 洞窟 に お け る コ ウ モ リ類を中心

とした生態系と類似の 生態系が出現す るの だ と思

われ る 。

　 こ こ で ，前述 の ス ズ メ バ チ の 天井お よび床下 内

部へ の 侵入 に つ い て考 え る と ， 巣が露出 して い る

場合 ， も し通風 口 か ら内部に侵入 し た とす る と，

即座 に 複数個体 に発見 され る で あろ う し，発見 さ

れれ ば攻撃 さ れ る で あろ う Tokuda （1924）。

　セ イ ヨ ウ ミ ツ バ チ Apis　mellzfera で は 状況 が

違 っ て くる，こ の 場合屋内営巣種が ニ ホ ン ミ ツ バ

チ Apis　crana だ と い う前提に 立 っ て で あ る。前掲

の 菊屋 の 観察例の よう に， ミ ツ バ チ成虫の 反応が

全 くな い事例 もあり，こ の 点で ミ ツ バ チ と ス ズ メ

バ チ との 関わ り に季節的要因の 関与 も考え られ る。

さ ら に洞窟的環境であるが ゆ え に，攻撃された ス

ズメ バ チ の警戒フ ェ ロ モ ン が仲間に伝わ り に く い

と い うこ とが あ る の か も知れ な い 。

　い つ れ に せ よ屋内で の 営巣環境は
， ミツバ チ に

と っ て 快適で ある こ とは確か で あろ う。 屋内性，

屋 外 性 を通 じ，唯一環境要 因 が共 通 し た の は

「
風 」 だ けで ある。巣が 直接風 を受 けな い こ と で

あ る 。 し か し な が ら，屋外性 の 例は 少く，全体 と

し て 洞窟的環境を指向す る と考え て 良 い と思わ れ

る 。
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お わ りに

　 ミ ツ バ チの 害と して ， 人体に 関す るも の 以外で

次の よ う な例があ る 。 天井裏の 営巣 を市販の 殺虫

剤 で駆除 そ の まま約
一

ヶ 月間放置 した結果 ， 蜂

蜜が流れ出 し天井 をダ メ に したと い うケース で あ

る 。こ の場合も，駆除 しな けれ ば何 もな か っ た だ

ろ う に と思 わ れる。また ， ミツ バ チ の 刺害の 発生

件数 は
， 体験的に か な り低 い もの と思わ れ る し，

被害 の 程度 もほ とん ど が一個体か らの もの と思わ

れ る 。
こ れ は ミ ツ バ チが ， や た らに 攻撃 して くる

よ う な生き物 で は な い か ら で あ る 。

　こ うした こ とか ら，ミ ツ バ チ に 関 して は積極的

な駆 除をす べ き で な い と考え る 。 逆 に都市化や 土

地開発，さら に は減反な ど に よ っ て蜜源 とな る草

木 は減 っ て 行 く傾向に あ る。我 々 は将来 に わた っ

て ミ ツ バ チ と の 共存の方向を こ そ探っ て行 く べ き

で あろ う。

　以上 か らも ミツ バ チ の 営巣に 関する 忌避対策 は
，

環境的た物理的手法を中心 に消極的な方法で良 い

の で は な い か と考 え られ る。た だ し巣材 を落下 さ

せ た り ， 死骸が積 っ た状態 の 場合に は ，そ れ を取

り の ぞ い て お く必要は あろ う。家屋害虫で は あ っ

て も ， 上手につ き合っ て行 く方法を考え て 行 くが

大切 な こ とだ と思 う。
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