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1．ま　 え 　 が 　 き

　果実吸蛾 類 とい う の は，夜聞果実を襲つ て 果汁を 吸収 す る蛾 類の 総称で あ るが， こ れ に

該当 す る もの は い ず れ もヤ ガ科 （Noctuidae） に 属す るもの で ．こ の た め吸収夜蛾とも呼

ばれ る．吸蛾類 は ， 果実に 口吻をさ しこ み 吸 汁す る能 力 が あ り， 傷 口や 腐敗 部 にた か っ て

汁を 吸う二 次加害種 とは区別される．　しか し． 中 に は ム クゲ コ ノ ハ の よ うに中閣的な もの

もある，本篇 で は，一一
次加害 を行 な う吸蛾類を対象 とす る．

　吸蛾類 の 研究は， 昭和 32〜35年度 に わた り農 林省応用 研究費に よ る 研 究組織が 結成され

て 以来，急速 に 進展 した．そ の 背景 に は，吸蛾類 の 被害が 山間地帯で きわめて甚大 で あり，

適 当 な 訪除法 もなか つ た こ とを 挙げ な けれ ばな らな い ． 当時の 成果は
“

果実吸蛾類の 防除

に関する研究
”

（日本植物防疫協会発行，1962） や 福 田 41の 総 説 に承 され て い るが ， そ の 後

も引続 き各種 の 研究が 展開 され，一
部で は共 同 研究

ユ｝

も実施 された．それらに よ つ て 追加

され た 知 見 は多 数 あ る．

　吸 蛾類 の 被害は，東南 ア ジ ア ・イ ン ド・ア フ リカ で も甚大 の よ うで あ る が
6
航 欧米で は

ほ とん ど問 題 は な い らしい ．最近，筆者らは，D エ・A ・Myburgh （南ア フ リカ），　 Dr ・R ・L

Gupta （イ ン ド） な どと情報 の 交換 を行 な うよ うに な つ た が， こ れ ら地 区 lcお け る研 究 に

は大 して 見るべ きもの は ない よ うで，特 に生理 生態学的な 研究あ るい は 防除法 につ い て は

ほ と ん ど手 が つ け られて い な い よ うで あ る． そ うい う意味で は，本邦 に お ける研究 は多方

面 に わたつ て い る こ と， また研究者 の 数 の 多い こ とで ， い さ さか 自負 で き る もの が あ る と

い え よ う．

　本篇 は ， 旧B
’
8・15・io の 追補を兼ね て 最近 の 研究動向を 紹介す る こ とを 意 図 した もの で あ

るが，IIは 服部が，　 IV は野 村が担当し，他は両者 の 共同執筆 に な るもの で ある．

H ．果実吸蛾類の 種類 と特徴

靄．吸蛾類の 種類

日本に お い て果樹園 に飛来す る こ とが観察 された鱗翅目成虫 は ，
13科 120種 に達す る が ，
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第 1表．一
次加害が報告 された蛾の 種類と加害果実 （服 部）

S）．

313

　　
＼．

丶 ．．、．　　 加害 さ れた果実

吸 　 ・蛾　 類 　
1．．’．．’．．一．一．．一丶

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
、丶．．．

工．Adris　tyrannus 　amurensis 　Staudinger
　 　 　 ア ケ ビ コ ノ ハ

2．　Othreis　fultonica　Clerck
　　　 ヒ メ ア ケ ビ コ ノ ハ

3，Eumaenas　5alaminia 　Cramer
　　　 キ マ エ コ ノ ハ

4．　Oraesia　exca7ata 　Butler
　　　 ア カ エ グ リバ

5．Oraesia　emarginata 　Fabricius
　　　 ヒ メ エ グ リノ x

”

6．Calpe　gruesa 　Draudt
　　　 オ オ エ グ リバ

7．Calpe　lata　Butler
　　　 キ ン イ ロ エ グ リバ

8．Catpe　hokkaida　Wilernan
　 　 　 キ タ エ グ リバ

9．（］alpe 　thaliCtri　Borkhausen
　　　 ウ ス エ グ リバ

10．Plusiodonta　 casta 　Butler
　　　 マ ダ ラ エ グ リバ

1工．Plusiodonta　coelonota 　K ．oller
　　　 キ ン モ ン エ グ リバ

12．Serrodes　eampana 　Guen6e
　 　 　 ネ ジ ロ フ トク チバ

13．Ereheia　　umbrosa 　　Butler
　 　 　 モ ン キ ム ラサ キ ク チバ

14．8 ω 1吻 雄 yκ libatrix　L量nn6

　　　 ハ ガ タキ リバ

15，Anomis 　 mesogona 　Walker
　 　 　 ア カ キ リバ

16．Anomis　co 砌 η 3041 τ Butler
　 　 　 オ オ ア カキ リバ

17．跏 o〃 z躍 御 レα Fabricius
　 　 　 ワ タ ア カ キ リバ

18．Parallelia　stuposa 　Fabricius
　 　 　 ア シ フ トクチ バ

19，Pa厂alleiia 　 a厂cteta3nia 　Guen ξe

　　　 ホ ソ オ ビ ア シ ブ トク チ バ

20，Parallelia〃maturata 　Walker
　 　 　 ム ラ サ キ ア シ ブ トク チ バ

21．Thアas 　dotata　Fabricius
　　　 ツ キ ワ クチ バ

22．　Dermaleipa　funo　Dalman
　　　 ム クゲ コ ノ ハ

23．Speiredonia　retorta 　Clerek
　 　 　 トモ エ ガ

24．五抛 加 serePUSCtslaris 　L 孟nn6

　 　 　 オ オ 1・モ エ

25，Arctθ co θrul8a 　Gucn6e
　 　 　 フ ク ラ ス ズ メ

　ム は藤村
3｝
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そ の 中で 一次加暼種 と認 められ る もの は 第 1表 に示 す 25種
＊

で ある．い ず れ もヤ ガ 科 の シ タ

バ 亜科　（Catocalinae） に属する もの で ある． な お熱帯 ・亜熱帯地方か らも多くの 吸蛾類

が記 録 されて い る が
G’ア’14 ｝

， い ず れ も Catocalinae に 属 し，日本の 場合と同 じ く Othrets，

Oraesia，　Calpe，　Serrodes 属 な ど の 名 が見 られ るの は興味深 い ．

　果実吸蛾類は
…・

般 に 斑紋や 形態的特徴が 顕著な ， 大型ある い は中型種が多い た め ， 最近

まで 誤まつ て 同定され た り分類学的 に 混 同 され て い た Calpe属の 各種 を の ぞ け ば，同定 に

困難 は な い 。

　日本産 α z伽 属 5 種 （C．thalictri　B 。rkhausen ウ ス エ グ リバ ，　 C．　lata　Butlerキ ン イ

w エ グ リバ ，C．　gruesa　Draudt オ オ エ グ 1丿バ ，（］．　hokkaida 　 Wileman キ タ エ グ 1丿バ ，（］．

minutieornis 　Guene6 ミナ ミエ グ リバ ）に つ い て は杉
22 ｝

の 再検討に よ つ て ，学名 の 整理 お

よび 再記載 が行 な われた，す な わ ち，ウ ス エ グ リバ の 学名と して は C．capucina 　Esper が

用 い られ て きた が，Berio （1956） に よ り従来 C．　capucina と い わ れ て い た 種 に対 して は，

C ．thalictri　Borkhausen が 用い られ るべ きで あ る こ と が 明らか に され た．また，河 田
畑

以

後広 くオ オ エ グ i∫バ と い われて い た種 は C．　gruesa 　Draudt で あ り，松村 （191e，1931） が

C．lata　Butler に対して 用 い た オ オ エ グ リバ とい う和 名 は混 乱 を さけ るた め に，キ ン イ m

エ グリバ とい う和名が与え られ た、

2，成幼虫の 形態

　 （1） 成虫．　 主要種に つ い て は既 に述 べ た こ とが あ る の で
8
 　こ こ で は上 に 関連 して

Calpe属 4種 の 特徴を掲げ る （屋久島以 南 に分布する ミナ ミエ グリバ は省略する）．

　Calpe　 thalictri　Borkhausen ウ ス エ グ リバ ： ♂ の 触角は長い 両櫛歯状， ♀で は ♂よ り短

か い両櫛歯状で ある，前翅 地 色 は灰 隅色 ま た は紫灰 色 ，翅頂 か ら後縁中央 に い た る斜線は

黄褐色または 赤褐色で ， 第2 〜3脈間で 内方に彎曲する、前翅長 21〜24mm ．

　C．gyuesa　Draudt オ オ エ グ リバ ： ♂ の 触角は 両櫛歯状 で，外方の 枝は 内方の 枝 よ り長

い ．　♀の 触角は 糸状．前翅 地色 は や や 濃い 紫褐色，翅頂か ら後縁 中央 に 走 る斜線 は赤褐 色

で ほ ぼ 直線状 で ある．前翅の 外縁 に近 く，第 3 脈上 に 司形の 淡色斑を 有する．前捌 長 25〜

29mm ．

　C ．latα Butler キ ン イ ロ エ グ リバ ：♂ の 触角 は gruesa と圃 様 で あ るが，外側 の 枝 は gru−

esa よ りや や 短か い ．♀ の 触角は糸状，前邇地色 は濃黄褐色 ， 翅頂か ら禺る斜糘は 直線状

で 赤褐 色 ，外縁 は わずか に 波状を呈する． ♂ の 「圃顯脛節 に は毛 束を有す る． 前翅 長 25〜

28mm ．

　Chokkaida 　 Wileman キ タ エ グ ］」バ ： ♂ の 触角は短 か い い ぼ状の 歯を複列 に 生 じ，♀

で は糸状で あ る．前捌地色 は 灰 褐色で や や 紫灰色 を お び る、斜線は橙 色 で そ の 外側は巾広

く淡紫灰色 を お び る．前遡 長 22〜23mm ．

　 （2） 幼 虫，穿刺孔性吸収 ロ 隰 （後述）を有する 12種 の うち，キ マ エ コ ノ ハ ，ネジ ロ フ

＊

第 1 表は 文献 に よ つ た もの も含 め て あ り，筆者らの 観察結果からすれば若干疑わ しい も

　の も含まれて い る、特 に 非穿刺孔性吸収 口 器を持つ た もの で は，一
次加害より二 次加害

　の 方が 主体に な る と推定 され る． しか し， こ れ は 果 皮 の 条件 （硬 さ） に よつ て も相違が

　あり，くわ し くい え ば 果 実の 種類 ・熟度別 に 考察 しな けれ ばな らな い ．
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トクチバ の 2種をの ぞい た各種の 幼虫は明

らか に され ， すで に記載され て い る が
2’s’12 ｝，

い ずれも山林原 野 に生 息 して 雑草あ るい は

雑灌木類を 食草 と して い る，種 の 特徴は，

頭部お よび ee　1， 8腹節 そ の 他 の 刺毛の 配

列な どに 見られ る
S ）． ま た 次に示す よ うに

体型 で も類別する こ とが で きる．

　 Adris 属
・Othreis属 （第 玉図 1 ）：腹 脚

．
（尾 脚 を の ぞ く）　は 4 対 で あ る が ，第 3 膿

節 の 脚 は 微 小 で あ る ．第 8 腹節 の 背 面 は 角

ば つ て 高 く隆 起 す る ．食 草 は ア ケ ビ 属，ム

ベ ，カ ミ エ ビ な ど．

　 Caipe　属 　（第 1 図 2 ） ： 腹 脚 鳳 4 対

（Gardller　 に よ れ ば ミ ナ ミ r一グ リ バ の 腹

脚 は 3 対 で あ る と い う）．　第 e 腹 節 の 背 面

は や や 角 張 る．食 草 は カ ラ マ ツ ソ ウ 属 （ウ

ス エ グ リバ ，キ タ エ グ リ バ ），　カ ミ エ ビ

pareira が 食 草 と し て 記 録 され て い る）．

315

3

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4

第 1 図．吸蛾類幼虫の 体型 （説明本文）

　　　　　　 （服部原】x）．

（ミ ナ ミ エ グ リ バ も ツ ズ ラ フ ジ 科 の Cissampelos

．

ー

　Orae3ia属 （第 1図 3 ）： 腹 脚 は 3 対 で 第 4 腹 節 の も の は や や 小 さ い ．第 8 腹 節 の 背 後 は

や や 角 張 る ．食 革 は カ ミ エ ビ ．

　Plusiodonta 属 （第 1 図 4 ）： 腹 騰 は 2 対．第 8 腹節 の 背面 は や や 角 張 る．食 草 は カ ミ エ

ビ ，ハス ノ ハ カ ズ ラ ．

3．B 吻の 形 態

　吸 蛾 類 の 形 態 li内特徴 と して， 凵 吻先 端 部 の 構造 が 注 目 され るよ う に なつ た の は 比 較 的近

年 の こ とで あ る．一．一一
ψ（

・二 次 加害種 の 判別 は生 態 観察が もと に な つ て い るが，一
方，口 吻

先端部 の 形態 と加害状態とは 関連性 の ある こ とが判 明 し 8・13’14 ）， 典型 的な
一

次加害種 は 口

吻 先 端の 鋭い 穿孔性ある い は刺孔 性吸 収 日 器 を 有 す る こ とが 指 摘 さ れ た （第 1表 参 照 ）．こ

れ に 対 しU 吻先端部が 軟弱 な 池 の 多 くの 種 で は，健全果 へ の 穿刺は
一一般 に 不 可 能 と考 え ら

れ る （過 熟果 は別 と して ）．次 に，一
次 ・二 次加害種 の 口 吻形態 を 篤較 して み たい ．

（1）　
一一

次 加 害 種 の 口 吻

　　L 　穿刺孔性吸収 口 器 ． 口 吻 は 強大で 先端部は 固 く鋭 い ．側 面 に は特殊 な 付属物 をそ

な え，果実の 穿刺 に もつ と も適 した形態 で ある．

　 a 型 ：Adris 属 （第 2 図 1 ），　 Othreis 属 ，　 Eumaenas 属．側 面 に は 数 個 の 円 錐 型 突 起 を

並 ぺ ，　 こ れ ら の 基 部 か ら 腹 面 の 鋭 い 剣 状 突 起 に 続 く稜 線 臚 刃 物 状 を 呈 す る．背 面 に は 総 毛

を 生 じ る．

　b 型 ：Oraesia 属，（ralpe 属，．Plusiodonta属．側 面 に は 逆 向 す る 円 錐 型 突 起 と 先 端 方 に

Tllユか う多 数 の 鋭 い 棘 状 突 起 を 有 す る ．背 面 に は 2 節 か ら な る 剌 状 突 起 を 生 じ る，

N 工工
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第 2 図．口 吻 先端 1 ：ア ケ ビ コ ノ ハ ，2 ：ネ ジ ロ フ ト ク チ バ ，

　　　　　　　 3 ： トモ エ ガ （服 部原 図）．

　c 型 ： Serrodes 属 （第 2 図 2 ），側 面 に は 逆 向す る 鋭 い 小 円 錐 型 突 起 を 並 べ ，そ の 背方 に

は 先 端 方 に 向か う 多 数 の 棘 状 突 起 を生 じる． 先 端 部 の 背 腹 面 に は 剣 状 突起 を 鋸歯 状 に 並 ぺ

る，背 面 の 総 毛 は 長 く 密 生 す る，

　　2． 刺孔 性吸収 口器．側面 に は穿孔性の 特琺 な付属物 は認 め られ な い が ，果実 の 刺孔

に 適 した形態 で，先端 は 鋭 く尖 る．

　d 型 ；　Ereheia属 ．表 面 に リ ン グ 状 の 隆 起 を 有 し ，先 端 部 ぽ い ち じ る し く硬 化 し て 囀 状

に 鋭 く尖 る．背 面 に は 長 い 軟 弱 な 悍状体 を そ な え る ．

　e 型 ： Anomis 属 ，　 Scoliopteryx属 ．側 面 に は 多 数 の 鋭 い 剰 状 突 起 を そ な え ，背面 に は 短

か い 縉 毛 を 有 す る，

（2） 二 次加害種 の 口 吻

　　1． 非穿刺孔性吸収 口 器 （1）． 口 吻 の 先 端部 は膜状 を 呈 して 鈍い ．側面 に は付属 物 を

有す る場合もこ れ らは 軟弱で 果実 の 穿刺 に は 適 さな い が，口 吻全体 の 硬化 したもの で は軟

か い 果実 を刺 孔 し得 る こ とが あ る ．

　f 型 ：ParaUelia属 Thyas 属，　 P6 アητα頗p σ 属 ロ 吻 は 硬 化 す る が ，先 端 部は 膜 質 状 で

腹 面 に 2 個 の 小 桿 状 突 起 を そ な え る．背 面 に は 長 く軟 か い 桿 状付属 物 を 有す る．

　g 型 ：Erebzas属 ，　 Speiredonia 属 （第 2 図 3），　 Metoρta 属 ．先 端 部 は 鈍 く， 膜 質 で 半

円 状 を 呈 し ，腹 面 に 2 個 の 小 桿 状 突 起 を そ な え る ．背 面 の 付 属 物 も 同 じ く小 桿 状 を 呈 し，

そ の 先 端 に 小 刺 を 有 す る ．

　h 型 ：Arcte 属 ，先 端 は 尖 り， や や 背 面 に 向 か つ て 舳 状 に の び る が 軟 か く背 面 お よ び 腹

面 は 膜質状 を 呈 す る ．背 面 に は 短 か い 桿 状 体 を 並 ぺ そ の 先 端 に 2 刺 を そ な え る ．

　　2． 非穿 刺孔 性吸 収 口器 （2）． 一
般 に 目 吻 の 発達 が悪 く軟弱で ，先端部 は膜質状 を呈

し，果実の 刺孔に は不 適当で あ る．大多数 の 二 次加害種が こ れ に属 し， そ の 形態、は変化 に

富 む．
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1．生　 　 態

　吸蛾 類主要種 の 生活環や 幼虫 の 食草 は 既に
一・
通 り判明 して い る　（第 2表）．中で もア ケ ビ

コ ノ ハ （河野
11］

）や，ヒ メ エ グ リバ （石谷 ・八 田
9
う に 関 して は くわ しい 研究が あ り，後者

で は発育と温 度との 関係 も明 らか に され て い る． オ オ エ グ リバ の 生活 史 は，比較的近年ま

で 不 明 の ま ま残 され て い た が，こ れ も藤村
2♪

の 研究 に よ り解 明 され た．ま た，於保
P 　に よ

つ て 人工飼料 （アケ ビ コ ノ ハ ）の 研究 が完成された こ と も特筆され る．

　幼虫の 食草 は，第 2 表 に まと めて あ るが， こ れらは 山林原野 に 多 く自生する もの で ，こ

の 関係 か ら吸蛾類の 主要発生源 もお の ずか らそ う した 環境 が主体とな る， こ の こ と は，各

第2 表．主要 吸 蛾類の 生 態 …覧，
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種で ほ ぼ共通 した こ とで ある が，　しか し野外に お ける 幼虫の 発兇率 は 一
殻 的 に き わ め て低

い
15）．なお 吸蛾類 の 発生消長 は，果樹 園 へ の 飛 来 消 長 と して 把 握 され た 例 が 多 く（例 え ば宮

下 ら
1！），藤村

3
つ，　 そ れが 真 の 発生消長 と い え る か ど うか 若干疑問 もあ る ．一

般 的 に い え

ば，晩夏か ら秋 に か けて が多発生 期 とい え るよ うで あ る．た だ し，南九 州で は か な りの ず

れ が ある
11 ）．

　吸蛾類の 分布 に つ い て は，県 単位 で ま と め た もの が あ るが
15 〕，そ の 後 か な り追加すべ き

もの が あ り，特に興昧ある例と して は ヒ メ ア ケ ビ コ ノ ハ が 宮城県下 で 採集 された こ とを挙

げて お く （服 部 確 認 ）、しか し，こ の よ うな 県別 の 分布調 査 よ りも，分 布要薦ある い は 量 的

分布 に 関す る考察の 方が 興 味が あ る． こ れを 主要種に つ い て ま と め る と，第 2 表の よ うに

な り，　 あ る程度多産地を予想するこ と が可能 と な つ た．　 ただ し，伺
一

地区内で も， 場所

（環境）　に よっ て しば しば 優占種 を 異 に する こ と が あり， こ れの 解析 は オ オ エ グ リバ 対キ

ン イ ロ エ グ リバ の 場合
堀 を 除 き，まだ ほ とん ど究 明 され て い な い ．

　吸蛾類の 習性，特 に 飛来 習性 （時刻
・性比 な ど）に つ い て はか な りの 報告 bs ，12 ）

が ある が ，

滞溜性は
一一一

般に 少 ない よ うで，同
一一・個 体が 同 じ園 を襲 う機会 は 意外 に 少な い ら しい

ユ 2・IS ）．

また 飛翔距離 は，多被害園の 立 地条件か ら推 して，通 常 は 300m 程度の 場合が 多い と推察さ

れるが，もち ろん それ 以 遠 の こ ともあり得 る （中島，松沢な どに よ る）．こ う した問題 を解

明 す る に は ，果実 ト ラ ッ プ （第 3i飄） を利用す る の は 1方法と 言え るが （自分 の 好む地 点

で 採 取 出来 る ），さ ら に ア イ ソ ト・…プ を利用する 方法もあり，後者 に つ い て は 関 ・神山
川

の

基礎的研究がある．それ に よれ ば，z4Na
に よ る蛾へ の 標識 （ラ ッ カーに 混入 して 虫体 に 塗

布） は可 能性が あり，　 1 頭当 り 0、4mc の 処理 で 蛾の 活動性 に は異常の な い こ とが わか っ

た．た だ し，24Na
は 短寿命 （半減 期15時間 ）で ある の で，果樹園へ 飛来 した 蛾 の 退 去方 向や 飛

翔距離 を検討す るの に は有効 で ある が，長時間に わ た る動錚を さ ぐる の に は 不向 きで ある．

2，吸 蛾 類 に よ る被害

　吸蛾 類 の 被害は，第 1表 に ホ した とお り，ビ ワ ・ア ン ズ ・ス モ モ
・

モ モ ・ブ ドウ ・ナ シ ・

リン ゴ ・ミカ ン ・カキ　（お お むね 季節順）　と各種の 果実に見 られ， また トマ トも しば し

ば被嵜を こ お む る （大串ジ 古 山な ど）．一
般に 山問 地帯ほ ど 被書が大 き い ． こ の 被害は 刺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孔 ・吸 害 に よ る こ と は い う まで も

第 3 図、果実 1・ラ ッ プ （相当多数を 用 い る必

　　　　　要が あ る）　（野村原図）．

な い が，最後 に は た い て い腐敗落

果する。一
般 に 吸 蛾類の 被害は，

相 当熟 期 の 進 ん だ 果 実で ，しか も

芳香性 の 品種 に 多い ．於保
1）

の 研

究 に よ れば，ブ ドウで は果 実糖度

と 被害 との 闇 に
一定 の 関係 が あ る

とい うが，吸害を誘起す る最低糖

度は 品 種 に よつ て 多少相違 が あ る

らしい ．実際問題 と して は，吸蛾

類 の 多発生期 と果実の熟期とが 合

致す るか 否か が，そ の 繊種 あ る い

簍
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は 晶種 の 被害度を 決定ずける場合が多く， ミ カ ン で 早生温州に 被害が多い の は こ の 理 由に

よ る （河野 ， 山本な どに よ る）．被害園 の 立地条件，被害果 の 経時変化な ど につ い て は一
応

の 知見 が得 られて い るが
5’15），後者 は果実 の 種類および吸害時聞の 長短 によ つ て か な り変動

が ある， こ の ほか，被害果率の 推定法や 二 次加害種に よ る被害促進化 （病菌伝播）に 関す

る藤村
3〕 の 研究 も， 極 め て 興味深 くまた応用的 にも意義深い もの で あ る，

IV．防　 除　 　法

1．成 虫 対 策 （特 に 電燈照明に つ い て ）

　成虫の 駆除法 と して は，捕殺 や電燈誘殺が あ るが，前者 は 多大 の 労力 を 要 し，また 後者

は適 用 種が 一部の もの に 陵 られ る 欠点がある．次に， 予防法として は， ビ ニ ル 果袋の 利

用
1z ）

や樹へ の 網か け
9）

な ど も考え られ る が，こ れも労力や 経費 の 点で 難色があり，こ こ で

は 果樹園の 電燈 照 明 （忌 避 を主 囘的 と しk ）を す すめ た い ． こ の 電 燈照 明の 効果に は，一

部誘殺も念まれ る が ， 全体的に見 る と，忌避的効果 （飛来防止 も含めて）に期待する とこ

ろ が大 きい と 思 わ れ る （第 3表）．

12

．

34

．

　　　　　　　　　 第 3表．電燈 照 明の 効 果内訳 （野村）．

　　　　　　　　　　　　 i
．．．
　　　　　　　　　　　

．．．．一
　　　

一一．一．．−

　tt　　　　　　 日　　 1　　　　　 備 　　　　　　　　　考

　　　　　　　　　　　　 1
果樹園 へ の 飛来抑舗　　　 1 園 内の 樹上 照 明が よ い ．回転燈併用 もよ い

21 ）

誘殺 （水盤併用）　　　　　 1 ア カ エ グ リバ な ど特定種 に の み 有効
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
明所忌避→被害1垠定　　　　1 長波長 の 光源 の 方が 効果的

活動性 の 低下　　　　　　　1 複眼 の 明適応化 に よる．各種 に 共通的に 有効

　吸 蛾類対策と して の 電燈照 明は，か な り古 い 歴史を もち （大森 ・itlS｝
な ど），現在すで に

実施 され て い る と こ ろ も少 な くな い ．特 に 宮崎県 日南 市 の 集団 点燈 （約 12eha ） は著名 で

ある．今 日で は電燈照明の 実際的効果 （被害軽減）は ， ほ とん ど疑う余地 が な い と い つ て も

よ い．しか し． こ れは もと もと誘殺 と い う考え方か ら発 足 した もの で ， こ れ が忌避 重点と

い うこ と に な ると，光源・
点燈 法 な どい ろい ろ な点 で 改善を迫 られ る こ と も起 り得 る． こ

う した意味 で ， 近年電燈照明 の 問題 が改 め て 検討 され ， 波長や 照度 に つ い て も論議 さ れる

よ う に な つ た ．また，こ の 問題の 基礎 と な る，蛾 の 複 眼 の 機能
24 ｝

に つ い て も深 い 関心 が払

われ，以後 の 発展へ とつ な が るの で ある．

　 こ れ らの 経過および そ れぞ れの 研究 に つ い て 詳述する 余裕が ない が，野 村 の 意見 を要約

す る と，次 の よ うで ある．果樹園 内に 点燈すれ ば， 吸蛾類の 飛 来侵入 を か な りの 程 度 に 防

．亅ヒで き る．しか も園内に 侵入 した蛾 は，一
般 に 明所を忌避す る傾向が あり， ま tr照 明 を受

け る こ と に よ つ て 活動性が 低下す る （これは複眼が 明適応化する こ とに よる）．しか もそ れ

に 照 明 が 加われば，一
そ う活動牲 が 弱 ま る （第 4 表）．か くして ，侵入 蛾数 の 割 に は被害は

轣少とな る．以上 は オ オ エ グ リバ ・ア ケ ビ ：コ ノ ハ を主対象 とした筆者らの 実tAiT｝ から考察 し
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第 4表．複 眼 状態 と照明 有無との 組合 せ と吸蛾類活動性との 関係．表中の 数

字は 40 分間および 12時聞 における 1頭当り刺孔数を示す （野村ら，1965）．

種お よ び複眼の 状態

　　 （放飼前）

・ ケ … 一 聽 應

… グ リバ 襟 應

刺孔数 （平均 1頭当り）

暗黒下に放飼
40分　12時間

照明卞に放飼
40分　12時間

0．2　 　 　 G．5
1．0　 　　 1，5

亙

001亠

0，0　　 0．0
正．8　　 2．0

OAuO
へ
U

0，0　 　 0．0
0．0　　 0．3

た と こ ろ で あ るが，他 種 に つ い て も
一

亦適用出来 る 見透 しが ある．一方，誘殺可能 とい わ

れるア カ エ グ リバ で も誘殺蛾率は そ う高い もの で はな く （塩入 ら
’21 ），大谷），金般的に 見 る

と忌避的効果を重要視すべ きで あると考えられる．

　誘蛾燈 に よ る 誘殺の 場含 に は ， 光源対昆虫の 関係が 比較的単純 で あるが，上記 の よ うに

忌 避 を対象と して 各種効果 の 総合 を考 え る とな る と，何 に重点 を 置 くべ きか． また 何に よ

つ て 総合効果 を 把握す るか， な どの 問題 が で て くる． また こ れ に 関連 して 光源 （波長）や

点燈法 に つ い て も検討 の 要があり，筆者 らの 研究 も近年は そ の 解明 に 重点を お い て 来た．

そ の 結果，忌 避 的効果を ねらうために は
一
般 に 長い 波長 の 方が 効果的で あり，実用的に は

黄色螢光燈 （主波長約580m μ ）（特 に40W ）
Efi） 力矯 望 ら しい こ と，な ど が 判明 した，こ の 秘

の 研究に際して ，複眼の 生理 的反応 の 追究 な ど方法論的 に も幾多の 進展 が あつ た が （野村ら

17 ），渡部 ・河村
23，

），更 に最近 で は網膜電 図　（ERG ）　に よ る電気生理 学的方法が 開拓 され

（弥富 ら），波長の 影響調査 が一そ う簡 便 化 され た こ とは 特筆 され な けれ ば な らな い ．な お

点燈法 につ い て は，光源 の 高 さお よび点燈密度 が 重要項肩と な る が ，照明園に お け る照 度

分布 の 研究か ら大体の 方向が 指示 で き る よ うに な つ た．光源 の 高 さは，一
般的に 見 て ，地

上 4 〜5m が 適当 と思 わ れ る が， こ れ は 上 記 各項 目を 総 合 して の 結果 で ある，また点燈密

度は従来経験論に た よ つ て い たが， こ れ も光域 区分 の 概念　（各照度 に 応 じて の 蛾 の 活動性

お よび 被害度の 区分案） を導入する こ と に よつ て ，漸次理 論的 な もの に近ず く可能性が 出

て き た 斟 ．

　近年 ， 浅児
D
を 主班 とす る 吸蛾類研究グル ープ で も，電燈 照 明 に つ い て 種 々 検討 され た が

（筆者もそ の
…・
員 で あ るが），上記の 照明効果論は多 くの 場合 に 矛盾 が な か つ た．しか し，

ミカ ン 園で は黄色螢光燈 よ り青色螢光 燈 （誘 引 的） の 方が 効果 が ま さつ た 事例 も あ り （八

lR），な お問題 は残 されて い る とい わ ざ る を得 な い ． こ れ は蛾 の 種類に よ るの か ， あ るい は

誘殺を続ける こ と に よ る一
種 の 累積効果で ある の か，今後 の 興味ある 課題 とい え よ う． ま

たこ れ に 関連 して ， 誘殺用の 水盤 の 要否 （樹上 照 明で は そ の 手入 れ は 相当 な労力 と な る ），

他の 夜行性害虫 に 対す る影響 な ど も，あ わ せ て 考慝 され る必要がある．他害虫の 発生状況

に よ つ て は，照明法の 変更が強い られ る場合もあり得 る （第 4図参照）．

　ともか く， こ う した幾つ か の 懸案事項が 指摘され る と して も．電燈照明 は現段階に お け

る
一

つ の 有望視すべ き 防除法 と い え る で あろう．特 に最 近 は，照 明器異 に 関す る 研究 も活

蓿
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妻
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発 に な つ て きた の で （渡部，佐土

根 ら）， そ の 方面 の 協力も考えれ

ば相当期待し得 る もの が あ る と思

う．な お，照 明の 経済性に つ い て

は ， 早河
・
塩入 の 調査があり，こ

の 方 の 見透 し も悪 くな い ．

　次 に，成虫 の 誘引剤 ・忌避 吝1に
つ い て は ， 斉藤 ら

19〕
お よ び惟村

な どの 研究 が あり，こ の 分野 も数

年前に比較 して 著 しい 進歩をとげ

て い る．特 に 弥富ら
1）

の 誘引物質

探究 は，コ …ル ド トラ ッ プ法 の 採

用 に よつ て 新局面をひ らい た。こ

れ らが 実用 化 され る 日 も，そ う遠

い こ とで は な い と期待 され る．

2．幼　虫　対　策

　既 述 の よ うに，

’
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第 4図．ブ ドウ 園に おけ る点燈例．通 常 は棚

上 に も点燈す る の で あ るが，コ ガネム シ 類の

飛来を考慮 して 樹
．
ドだ け点燈 して い る （茨 城

　　　 県笠閭 「「ゴに て ）　（野村原図）．

　　　　　　　　幼虫 の 生 息 地 は通 常山林原野で あり， こ れ へ の 薬剤散布は一・
般 に 実行不

可能 で あ る．こ の こ とが，幼虫 の 防除を困難 に して い た が，近年於保ら
1｝

に よつ て 天敵利用

の 研究が進められ，多角体 ウ イル ス に よ る幼虫駆除の 可能性が示唆された．既 に それ の病

原性 や 貯蔵法に つ い て の 基礎的 事項 は ほ ぼ解 明 され，実用化試験 も計画 され て い る と聞 く．

種 々 の 点 を考 え合わ せ，天敵利用 は幼虫対策と して 最 も期待 し得る方向で あ る と考 え る．

…

　

V．む　　す 　　び

　必ず しも近縁ともい え な い 約 20 種 の 蛾 類 が．加害状況が似て い る とい う こ と か ら
一

つ の

グ」V−一一プ に まとめられ， 吸蛾類の 名で
一

括的 に 取扱われ て い る こ とは， い ろ い ろ闘 題 が あ

り，時 に は 矛盾 さえ 感ず る． しか し，各種相互 の 比 較か ら，興味ある課題 が 提起 され ， 更

に こ れ に 地 域 ・樹種の 問題 もか らん で ， 吸蛾 類 の 研究は近年ますます盛ん で ある．特に防

除関係 で は，電 燈 照 明 が注 国され つ つ あ り，電気工 学的立 場か ら の 研 究 も とみ に活 発化 し

て きた こ とは，特記 す べ き動向と い え よ う． また本篇で は くわしく述べ なか つ たが，吸蛾

類 に取材 した 誘引剤 ・忌 避剤 の 研究 も， 本邦で は
一

般水準 を ぬ くもの として 注霞されて い

る．か くして ， こ の グル ープ （吸蛾 類）を 対象 と した 研 究 範 囲 は，基 礎 ・
応用 に ま たが る

極 め て 広 汎 な もの と い つ て 過 言 で は な い ，紙数の 麗係で ，各項に わた つ て ト分意 を 尽す こ

と が で きな か つ たが ， 本夊が 多少 と も各位の 参考 に な るならば幸 で ある．
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