
７，畷棚餓e制-７"2007’ 〕
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cん加e"siS(Hemiptera:Alydidae)andForecastmgof
DamageOccurrencemRiceFields
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Summary

RicebugsareconsideredtobeimportantpestsofriceinJapan・Whenricebugsinfestaspikelet,brownor
blaCkmar"appearonthegram.Thesestamedgrainsarecalledpeckygram.Hulledricegrainsthatcontainover
０.１%ofpeckygrainshavereducedcommercialvalueaccordingtoJapanesericeqUaliWregulations.Leptoco猫α
cﾉZme"sisDallasisamajorricebugspeciesincentralandwesternregionsofJapan.Recently>tileprevalence
occurrencesanddistx･ibutionareaofli]isspecieshavebeenincreasmg.Furihermore,therehavebeenmcreasesin
thenumberofareaswheretheseverityofpeckygraincontaminationdamagehasmtensifiedcomparedtoprevi-
ousrecords・InthisstudyjtoclarifythereasonsfbrlilerecenthighprevalenceofL・ch加e7zsisandmethodsto
fOrecastpeckyricecontaminationdamage,1)PopulationdynamicsandmortalityfactorsofL.c向加e7zsiSand２)
Feedingcharacteristicsofricebugsandmodelingoftherelationshipbetweenthedensi"ofL.ch加eﾉzsiSandthe
probabilityofdamageoccurrencewereinvestigated.Theresultsobtamedmeachchapteraresummarizedasfbl.
lows.
1.PopulationdynamicsandmortalibrfactorsofZ,.chi"e"sjs
1)OverwintermgadultsofL.c/zi"e"sisappearedmgrassfieldsinsouthernlbal･alnPrefecturefromlateJuneto
earlyJUly.Theirprogenyappearedsoonafter,andthesubsequentpopulationnucmationwasbimodal.Incon-
trast,overwintermgadultsofCle"spz"zctigeI'appearedmuChearlier,ineallyMay,whilethenex'generation
nymphswereseldomobserveduntUl"eJune.Basedontheimmigrationdatesofoverwinteringadultsandthe
cumulativeeffeclivetemperaturefbrdevelopmentandovarianmaturation,itwasconfirmedthatL．ｃﾉ､加e7zsjSis
bivoltmeinthestudyarea.PeakoccurrenceofL．ｃﾉ，加e"sisadultsingrassfieldsdidnotcomcidewithtilehead-
ingdateofmidseasonricecultivatedmostwidelyinsouthernlbaralnPrefecture.Thisrevealsthatcurrentrice
cultivationpracticesmthisareaaresuitabletopreventthemassiveinvasionofL.c""e"sis.
2)Usmgcagessetmricefields,therelationshipbetweenihenumberofL.cﾉj加e7zsisandthenumberofPecky
ricegramswereinvestigated≦EggsofL.c"伽e"siswerereleased,mnumberranginghPom６to３６,mto1.6X
1.6×1.5mcagesatthemilkripeningstagemaricefield.ThenumberofpeclWgrainswashighlycorrelatedwith
thenumberofhatchednymphsandthenumberofmdividuals(botllofadultsandnymphs)atharvest,butnot
withthenumberofeggsreleased.Furthermore,thenumberofhatchednymphswashighlycorrelatedwitilthe
numberofmdividualsatharvest,butnotwithillenumberofeggsreleased.Theeggsurvivalratewasbimodal,
withpeaksatO２0or８0-100%,suggestmgthatpredatorscausedanall.ornoihingWpemortalitytotileeggsmass-
es・Theseresultsmdicateillatanestimationofthedensityofhatchednymphsismoreimportanttilanilloseof
m1igrantadu此sfbrobtainingahighlyaccurateesthnationofpecl可ricedamagemricefields.
3)ToclarifyfactorscausmgmortalityofL.cﾉj加e"siseggs,sentineleggmasseswereexposedatmtefvalsoffOur
daysmtwogramineousweedareas,aricefield,andasoybeanfield,fromJulytoSeptember.Parasitizedeggs
occurredmtheretrievedsentineleggmassesinthefourareas.nlepeakpal･asitizedeggratiowas３0%,７０%in
theeachofthetwogramineousweedareas,respectively,９%mthericefield,and４２%inthesoybeanfield.Some
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transplanted・Theratioofsplithullpaddywasaboui５%mAkitakomachiandl%mHitomebore・Thenumbersof
pecl可grainsperlOOOhulledgramsdidnotdiffersignificanilybetweenthetwovarieties・Theseresultsindicate
thatlilesplibhullpaddiestendtobeinfestedbyL.c"加e"siS.However,whentilesplithullratioislessthan5%,
theratioofpeckyricegrainsdoesnotshowaremarkableincrease.
5)ToestimatetheoccurrenceofpeclqrgraindamagecausedbyL.cﾉ""e7zsismricefields,Iconstructed301ogis-
ticregressionmodelsusmgthedataobtainedfromfieldcensuses.Theemmlanatoryvariablesofeachmodelwere:
differentcombmationsofricevariety,dateofinitialheadingstage,numberofadultsateal1yripeningstage,and
numbersofadults,nymPhsandtheirtotalatthemidPripeningstage・Ak"ke'sinfw･mationcriteriaindicatedthat
amodelwhoseexplanatoryvariablewastilenumberofnymphsatthemidFripemngstagewasstatisticallybetter
illantheothermodels.TheseresultssuggesttilatacensusofnymphsatMlemidPripeningstage,whichis200-300
dayedegreesfromtheinitialheadingstage,isanappropriatewaytoestimateiheoccun･enceofpeckygrains
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摘 要

斑点米カメムシ類とは，イネの穂を吸汁加害し，
玄米に黒～褐色の斑紋を生じさせるカメムシ類の総
称である．斑紋が生じた米粒は，「斑点米」と呼ば
れる．玄米中へのわずかな斑点米の混入（0.1～
0.7％）が，品質低下の重要な要因のひとつとなる．
クモヘリカメムシは，東北以南の太平洋側から西日
本全域に分布する斑点米カメムシ類の重要種であ
り，近年多発生の傾向にある．しかし，本種の発生
動態に関する知見は非常に少ない．また，防除対策
を決める際に利用できる被害予測方法はまだない．
そこで本研究では，茨城県南部におけるクモヘリカ
メムシを中心とした斑点米カメムシ類の発生動態，
密度変動要因を明らかにするとともに，加害生態の
解明ならびにクモヘリカメムシの密度と斑点米被害
発生確率との関係のモデル化を行った．
①クモヘリカメムシの発生動態と密度変動要因の解明
イネ科牧草・雑草上におけるクモヘリカメムシの

発生動態を同所的に生息するホソハリカメムシと比
較しながら調査したクモヘリカメムシの越冬世代
成虫は，６月末から７月上旬にかけて出現した．そ
のすぐ後に第1世代幼虫が出現し,１０月までに２回
幼虫の発生ピークが現れた．一方，ホソハリカメム
シの越冬世代成虫は５月はじめにはすでに発生が認
められたが，幼虫は６月下旬～７月中旬までほとん
ど発生せず，その後もクモヘリカメムシほど明瞭な
個体数ピークは観察されなかった．クモヘリカメム
シの出現開始時期および有効積算温度から，本種は
茨城県中南部では年２世代発生すると推定した．本
地域でのコシヒカリは耕種的にはクモヘリカメムシ
の被害を受けにくい時期に作付けされていると考え
られた．
水田内でのクモヘリカメムシの自然発生密度は通
常非常に低い．そこで，水田に設置した網枠内にク
モヘリカメムシの卵を放飼することにより，水田に
おけるクモヘリカメムシの密度と斑点米発生数との
関係を調査した．放飼卵数に対する斑点米発生数の
変動は大きく，決定係数の高い回帰式は得られなか
った．卵期の死亡要因が放飼卵数と斑点米発生数の
主要な変動要因であり，クモヘリカメムシによる斑
点米発生数の予測には，侵入成虫密度の推定よりも

ふ化幼虫密度の推定が重要であると考えられた．
開放系の水田，ダイズ圃場，圃場外のイネ科雑草

群落において，クモヘリカメムシ卵を用いたおとり
法によって調査して，ヘリカメクロタマゴバチと揃
食性天敵がクモヘリカメムシの卵期の主要な死亡要
因であることを明らかにした．さらに，水田ではお
とり法と農薬散布による天敵除去法を組み合わせて
調査して，クモヘリカメムシの卵期の主要な捕食性
天敵は，ウスイロササキリであり，その働きには水
田間の違いが認められることを明らかにした．
②斑点米カメムシ類の加害生態の解明とクモヘリカ
メムシの密度と斑点米被害発生確率との関係のモ
デル化
籾における加害部位にカメムシの種による特異性
を認め，クモヘリカメムシでは鉤合部，イネカメム
シでは小穂軸，ホソハリカメムシでは籾全体で吸汁
行動が行われることを明らかにした．そして，斑点
米の加害痕の位置の特徴から加害種を推定する方法
を提案した．
カメムシ類を放飼した穂における籾の登熟段階と

加害籾数との関係を調査して，クモヘリカメムシ，
イネカメムシ，アカスジカスミカメは，胚乳が縦伸
長途中から幅伸長途中の籾を主に加害し，ホソハリ
カメムシはより登熟が進んだ籾も加害することを明
らかにした．
品種・出穂時期の異なる水田において，小穂をそ

の玄米の発育程度により3段階に区分して，各段階
の籾数の推移を調査した．各段階の籾の存在量は，
品種・出穂時期によらず出穂始め以降の積算温度に
よって同様に推移することを明らかにした.そして，
種算温度を指標として，カメムシ類の水田への侵入
時期やその後の増殖パターンを，品種や移植時期を
問わず統一的に表わす方法を提案した．
クモヘリカメムシ密度と斑点米発生数との関係に

及ぼす割れ籾の影響を解明するために，水田に設置
した網枠内への放飼試験を行って，割れ籾率が5％
の場合には，割れ籾が本種による斑点米発生率を上
昇させる可能性は低いことを明らかにした．
これらの調査から得られた知見をもとに，クモヘ

リカメムシの斑点米被害の有無を従属変数とし，す
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れたモデルより被害予測には不適であることを明ら
かにした．捕狸効率の変動が大きいとされるすくい
取り調査であっても登熟中期（出穂開始からの穣算
気温が200～300日度）の幼虫捕狸数を用いれば被害
発生確率を推定できると考えられた．

くい取り捕獲数などを独立変数とした複数のロジス
ティック回帰モデルを構築し，その中から最適モデ
ルの選択を試みた，そして，幼虫捕猫数のみを独立
変数としたモデルが被害予測に最も適しているこ
と，登熟初期の成虫抽獲数を独立変数として取り入
れたモデルは，幼虫抽獲数を独立変数として取り入

引 用 文 献

Andow,D.A.(1990)Characterizationofpreda-
tiononeggmassesofOsか"”α陀叫b〃α〃ｓ
(Lepidoptera:Pyralidae).Ann.Entomol.Soc.
Am､83,482486
有坂通展（1993）割れ籾とオオトゲシラホシ
カメムシによる斑点米の発生との関係北陸病
虫研報,41,27-30
浅井元朗（2002）ムギ作の強雑草カラスムギー
その謎と防除に挑む.雑草とその防除39,25-
２８
浅井元朗・與語靖洋（2005）関東・東海の麦
作圃場におけるカラスムギ・ネズミムギの発
生消長とその背景.雑草研究,50,73-81
馬場口勝男・深町三朗・瀬戸ロ脩（1973）
クモヘリカメムシの発生生態ならびに被害解
析.鹿児島農試研報,1,42-53
DeKraker,J.,A.VanHuis,J.C.VanLenteren.,
K.L.Heong,andR・Rabbmge(2000)Identity
andrelativemportanceofeggpredatorsofrice
leaffolders(Lepidoptera:Pyralidae).Biol.
Control,19,215-222
遠藤亘紀・清水喜一・丸論（1977）穂揃期
から乳熟期の水田におけるホソハリカメムシ
とクモヘリカメムシの成虫のすくい取り効率
千葉農試研報18,105111
藤崎祐一郎（1982）宮城県における水田に生
息するカメムシ類と斑点米発生の検討.宮城農
ｾ報49,45-58
福田博年・千代西尾伊彦(1981)カメムシ類
に関する研究（第３報）山間地水田に発生
するトゲカメムシの発生経過と２，３の生態に
ついて.鳥取農試研報,19,49-59
福原楢男（1982）水田に見られる直翅目害虫
の見分け方(１).植物防疫,36,524-528

福原楢男(1982)水田に見られる直翅目害虫
の見分け方(2)植物防疫,36,571-575
福原楢男（1983）水田に見られる直翅目害虫
の見分け方(3).植物防疫,37,262-267
福原楢男（1983）水田に見られる直翅目害虫
の見分け方(4).植物防疫,37,498-502
福原楢男（1984）水田に見られる直翅目害虫
の見分け方(5).植物防疫,38,571-577
船生岳人（2001）おとり田を利用したイネｶ
ﾒﾑｼの耕種的防除の実証.関西病虫研報４３，
１１５
古家忠・清田洋次（1993）斑点米カメムシ
の種類と籾の|吸汁部位九病虫研会報39,82-
84
後藤純子・伊藤芳樹・宍戸貢（2000）水田
内におけるヒエ類とアカスジカスミカメ（旧
称アカスジメクラガメ）による斑点米との関
係.北日本病虫研報51,162-164
八谷和彦（1985）アカヒゲホソミドリメクラ
ガメの要防除水準.北海道立農試集報53,43-
49
八谷和彦・橋本直樹(2001)「ほしのゆめ｣に
おける斑点米カメムシの要防除水準北農,68,
8-12
浜名光衛(1987)高冷地における水稲の割れ
籾と着色米の発生に関する研究．福島農試研
報,26,22-32
羽生寿郎・内島立郎（1962）作物の生育と気
象との関連に関する研究第１報水稲の出穂期
と気温との関係農業気象,１８,１０９-１１７
長谷川仁（1961）最近水稲に発生する2,3のカ
メムシ類.植物防疫,15,143-146
長谷川利拡・宮地好徳・柴垣秀明・高野順
也・三浦学・崎原健・片野学（1995）

１ 1１

1２

２． １３｡

1４
３

15.

４．
１６.

５．
1７

６．

1８

７． 19.

20.
８．

2１
９．

2２

1０ 2３


