
Ⅰ． はじめに

　ケブカトラカミキリ����������	
����	�	
Matsushita（以下「本

種」）はケブカトラカミキリ属に属する１属１種のカミキリムシ

であり，四国（南端），九州（鹿児島県），種子島・屋久島に分布

している（大林ら，１９９２）。

　本種の幼虫は緑化樹や耕地防風垣として植栽されているイヌマ

キ��������	
��������	 （Thunb．） D. Don の樹皮下を食害し，

樹勢の低下や枯死を引き起こすため鹿児島県において大きな問題

となっている（佐藤，１９９９）。これまで，本種の防除法として

MEP剤の有効性が確認され（佐藤，２０００），同剤の散布による防

除が行われているが，被害の多発地は人家の周辺などが多いうえ，

樹高が高く薬剤散布のできない箇所も多いことから，これに替わ

る防除技術の開発が不可欠である。

　昆虫病原糸状菌����������	�

����（Balsamo）Vuillemin は

カイコガ����������	�
�の黄橿病の病原菌として恐れられてい

る菌であるが，多くの昆虫に対して高い病原性を有するためマツ

ノマダラカミキリ���������	
��������	 Hopeの駆除への利用

を目的とした研究がなされている（島津，１９９７；興津ら，２０００）。

また，B�����������	
�
������（Sacc.）Petch はカイコに対して

ほ と ん ど 病 原 性 を 示 さ ない一方，ゴマダラカミキリ

�����������	
��������	Thomson等に対して高い病原性があり

（柏尾・氏家，１９８８），同菌を不織布上で培養した製品がカミキリ

ムシ防除資材として実用化されている。

　そこで本種の防除技術開発の一環として，これら２種の

���������属菌の本種成虫に対する病原性と感染雌成虫の産卵消

長を検討し，若干の知見を得たので報告する。

　なお，本文に先立ち，�����������（Ｆ－２６３）菌株を分与いた

だいた森林総合研究所昆虫管理研究室の佐藤大樹博士，�．�

������������（NBL－８５１）菌株を分与していただいた日東電工株

式会社メディカル事業部の樋口俊夫博士に深く感謝の意を表しま

す。

Ⅱ． 試験方法

　（１）浸漬接種による感染試験

　供試虫：鹿児島県加世田市で本種の加害により枯死したイヌマ

キを１９９９年１２月及び２０００年１２月に伐採し，鹿児島県林業試験場

（蒲生町）の屋外網室（横２ｍ×縦２ｍ×高さ２．３ｍ）に入れて両

年とも４月２１日から５月６日にかけて脱出した成虫を用いた。こ

れらの成虫は脱脂綿にしみ込ませた５％ショ糖溶液を与えて２５℃

の実験室内でガラス管（長さ１８cm，径１．２cm）に入れて個体飼

育し，３日以上生存した個体を試験に供した。

　供試菌：�����������はマツノマダラカミキリ由来で森林総合

研究所において継代培養されたF－２６３菌株を，���������	
��		は

キボシカミキリ���������	�
���
� Pascoe から分離され製品化さ

れている不織布製剤バイオリサ・カミキリ（日東電工（株））と

同じNBL－８５１菌株を用いた。

　接種及び死亡状況調査：それぞれの菌株を１％酵母エキス加用

Sabouraud ショ糖（SSY）寒天培地上で培養し，培地上に生じて

いる分生子を蒸留水で懸濁し，１．２×１０８個／ml （�����������），

１．６×１０８個／ml（���������	
��		）の分生子懸濁液を作製した。

これらを蒸留水で希釈し，１．２または１．６×１０４～１０８個／mlの５段

階の懸濁液を作製した。両菌の５濃度段階の分生子懸濁液それぞ

れに本種成虫２０頭を１０秒間浸漬した。対照として１５頭の成虫を蒸

留水に浸漬した。

　浸漬は２０００年５月９日（�����������），２００１年５月１１日（����

������������）に実施した。

　浸漬後の成虫は前述の方法により個体飼育し，死亡状況を１０日

間に亘り毎日調査した。

　死亡個体はそのままの状態で適宜蒸留水を脱脂綿に含ませて保

湿し，体表に白色菌糸の叢生状況を観察した。

　（２）菌接種雌成虫の産卵消長

　供試虫：本種は成虫態で越冬し，脱出直後から盛んに交尾・産

卵行動を行うことが知られている（佐藤，１９９９）。そこで本試験
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ケブカトラカミキリの防除技術開発の一環として，２種の���������属菌（�����������，���������	
��		）の殺虫効果と感染雌成虫の産

卵消長を調査した。１０８個／ml の分生子懸濁液への浸漬接種では両菌とも５～７日の間に全個体が死亡し，接種後１０日間での半数致死濃

度は両菌とも１０５個／ml 濃度であった。しかし，感染雌成虫は死亡日または死亡前日まで産卵を継続し，その産卵数は健全個体のものと

大きな差はなかった。これらのことから本種成虫が脱出直後にこれらの菌に感染しても産卵数の減少や被害の軽減にはほとんどつながら

ず，防除目的に使用することは困難と考えられた。

論　文



では脱出当日の雌成虫に接種処理を施した。試験は２０００年４月２０

日～５月７日（�����������，６ペア）及び２００１年５月１８～２４日

（���������	
��		，５ペア）の脱出個体を用いて実施した。

　共試菌：前述の試験と同様に�����������はF－２６３菌株を，���

����������	��はNBL－８５１菌株を SSY寒天培地上で培養したも

のを懸濁液として用いた。

　接種及び産卵消長：当日脱出の雌成虫を２．３×１０８個／ml（����

�������），１．８×１０８個／ml（���������	
��		）の分生子懸濁液に

１０秒間浸漬したのちに，非処理の雄成虫とペアにして深底シャー

レ（径８．５cm，深さ６ cm）に入れた。

　シャーレには産卵のため濾紙を敷いた上にイヌマキの生枝（長

さ５cm，直径２～３cm）の樹皮を剥いだものを入れた。生枝及

び濾紙は毎日取り替え，濾紙との間に産下された卵数を調査した。

試験は２５℃の実験室で，脱脂綿にしみ込ませた５％ショ糖溶液を

適宜与えて行った。

　産下された卵のふ化状況を確認するために卵（両菌とも２０卵）

を回収し湿らせた濾紙の上にのせ，２５℃の条件下でふ化の有無を

調査した。

Ⅲ． 結果及び考察

　（１）浸漬接種による感染試験

　������������接種虫の分生子濃度別生存状況を表－１に示した。

１０８個／ml では７日目までに全ての個体が死亡し，生存日数は最

短５日でその平均日数は５．９日であった。１０7個／ml 以下の濃度

になると死亡率が順次低下し，生存日数も長くなった。１０5個／

ml での死亡率は１０日目までで３５％と低く，平均生存日数も９．４日

と長かった。対照区での死亡は全く確認されなかった。

　この結果をもとにプロビット法により回帰式を求め，その直線

性を危険率０．０５でχ２検定により確認した結果直線性が認められ，

半数致死濃度 LC５０値を算出することができた。１０日目までの死

亡率から求めた LC５０値は５．１×１０5個／ml であった。

　また，死亡後保湿された個体のほとんどが体表に分生子を叢生

しており（写真），死亡した個体は接種した菌に感染して死亡し

たものと考えられた。

　���������	
��		 接種虫の分生子濃度別生存状況を表－２に示

した。������������接種の場合と同様に１０８個／ml では７日目まで

に全ての個体が死亡し，生存日数は最短５日でその平均日数は

６．２日であった。１０7個／ml 以下の濃度になると死亡率が順次低

下し，生存日数も長くなった。１０5個／mlでは１０日目までに６０％

しか死亡せず，平均生存日数も８．６日と長かった。対照区では１

頭が死亡したのみだった。

　ここでもプロビット回帰直線の直線性が認められ（p＜０．０５），

LC５０値を算出することができた。１０日目までの死亡率から求め

た LC５０値は８．１×１０５個／ml であり，�����������菌とほぼ同様

の病原性が認められた。

　堤・山 田（１９９２）は ブ ド ウ ト ラ カ ミ キ リ��������	
��

����������	 Bates で，佐藤・片野田（１９９８）はセンノカミキリ

����������	�
�
���� Bates で１０8個／ml 濃度の���������	
��		

懸濁液の噴霧接種試験や浸漬接種試験を行い，平均生存日数はそ

れぞれ１０日及び１２．４日であったとしている。本種の場合これらの

カミキリムシより死亡までの日数が短く，より感受性が高いもの

と考えられた。

　また，�����������での結果とは逆に死亡後保湿された個体のう

ち体表に分生子を叢生したものはほとんどなく，死亡要因を特定

することは出来なかったが，死亡までの傾向から本菌に感染して

死亡したものと考えられた。

　（２）菌接種雌成虫の産卵消長

　２種の���������菌を接種した雌成虫の産卵消長を表－３に示

した。菌を接種してから死亡するまでの日数は前述の実験とほぼ

同様に�����������で６～８日，���������	
��		で５～７日あっ

た。また，ペアにして入れた雄成虫は雌成虫の死亡後５日以内に

全個体が死亡しており，交尾による接触で感染が成立することが

示唆された。

　両菌処理区とも接種後の個体は大部分が死亡当日若しくはその

前日まで産卵を継続した。接種後１～４日目までの１日当たりの

産卵数を健全雌成虫の産卵消長（佐藤，１９９９）と比較した結果有

意な差は認められなかった。また，総産卵数は両菌処理区とも健

全個体のものと比べ若干少なかったが有意な差は認められなかっ

た（�－ test，�＞０．０５）。

　Shibata and Higuchi（１９９３）は ス ギ カ ミ キ リ��������	


��������	 Lacordaire で津田・山中（１９９５）はキボシカミキリで

���������	
��		に感染した成虫の産卵消長を調査し，産卵は少な

くとも死亡する２日前までは正常に行われると推察している。こ

れらの結果と同様に今回の試験においても感染による産卵の停止

や産卵数の減少といった生理的影響は認められなかった。

　また，接種雌成虫が産卵した２０卵のふ化状況を確認したところ，

両菌処理とも９０％以上が１０日前後でふ化した。このふ化率やふ化

までの日数は健全個体のもの（佐藤，未発表）と大きな差はなく，

菌感染の影響は認められなかった。

　これらのことから，供試した２種の���������菌による本種の

産卵防止効果は感染個体の生存期間の短縮による産卵数の減少程

度のものしかないことがわかった。一方，本種は脱出直後から交

尾・産卵が可能であり，しかもその大部分が脱出後の早い時期に

行われることが知られている（佐藤，１９９９）。したがって，仮に

成虫が脱出直後に���������菌に感染したとしても大部分の卵は

菌の影響を受けることなく産下されてしまうことになる。以上よ

り供試した２種の���������菌を利用した本種の次世代虫の減少

やそれを通じた被害の軽減はそれほど望めないものと考えられた。

引用文献

柏尾具俊・氏家　武（１９８８）九病虫研会報　３４：１９０－１９３．

興津真行ほか（２０００）日林誌　８２：２７６－２８０．

大林延夫ほか編（１９９２）日本産カミキリムシ検索図説．pp．５３４，

東海大学出版会，東京．

佐藤嘉一（１９９９）日林九支研論　５２：８９－９０．

佐藤嘉一（２０００）日林九支研論　５３：１０９－１１０．

佐藤嘉一・片野田逸朗（１９９８）鹿児島県林試研報　４：２４－４２．

Shibata, E. and Higuchi, T. (1993) Appl. Entmol. and zool. 28 (2) : 

249－250.

島津光明（１９９７）森林防疫　４６：１０７－１１４．

津田勝男・山中正博（１９９５）九病虫研会報　４１：１１４－１１６．

堤　隆文・山田健一 （１９９２）九農研　５４：１１５． 

76

Kyushu J. For. Res. No. 55　2002. 3



　（２００１年１１月１９日　受理）
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表－１．�����������接種によるケブカトラカミキリ成虫の累積死亡率と接種後の生存日数

菌叢生率
％

平均生存
日数

最短生存
日数

１０日後累積
死亡率％

経過日数と死虫数
供試虫数

分生子濃度
（個／ml） １０９８７６５

１００５．９５１００６５９２０１．２×１０８

１００８．３６９０４４４２４２０１０７

８３９．１７６０２４４２２０１０６

８６９．４７３５０３３１２０１０５

１００１０．０１０５１２０１０４

－１０．０１１０１５対照（H２O）

表－２．���������	
��		接種によるケブカトラカミキリ成虫の累積死亡率と接種後の生存日数

菌叢生率
％

平均生存
日数

最短生存
日数

１０日後累積
死亡率％

経過日数と死虫数
供試虫数

分生子濃度
（個／ml） １０９８７６５

１０６．２５１００８８４２０５．９×１０８

６７．３５９０２１２５６２２０１０７

６８．１５８５１５４４１２２０１０６

０８．６５６０１３２４１１２０１０５

０９．９７５１２０１０４

０９．８５５１１５対照（H２O）

表－３．感染雌成虫の産卵消長

脱出後の日数と産卵数 （dは死亡日）個体
�

接種菌
合計１１～２５１０９８７６５４３２１

１５２d４２２３２１�����������

１９d２６２４２３２

２７d２１１９１１２１３

３７d１５５５６１５４

４０d１２５２４１２１４５

４６１d７８７５７１１６

３０．７１．３３．０４．８４．５５．２５．３７．７平均

３８d４２２５７１���������	
��		

２２d６１２１１２２

２０d５０１０２３３

４２５d３１９１９５４

２４d４０１４１０５５

２９．２４．５３．５１．４５．４１１６．４平均

３８．１５．９３．６２．３０．８２．９１．０１．３２．３３．１６．１８．８対照（佐藤，１９９９） ＊

＊雌成虫１０頭の平均値

写真－１．����������菌に感染して死亡したケブカトラカミキリ成虫


