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マリーゴールドで新たに発見されたアザミウマ

は じ め に

1993 年11月に 静岡県袋井市の 花壇に植栽 の マリ ーゴ
ー ル ドで発見 さ れた ア ザ ミ ウマは， 工藤 (1995) に よ り

ハラ オビア ザ ミ ウマ属の 新 種と し て 発 表さ れて い る 。 そ

の後， 静岡県病害虫防除所 と 筆者 ら の調査に よ り ， 本 種
は 静岡県各地の マリ ーゴー ル ドか ら 発見 さ れて い る が，
他の農作物 への寄生 が全 く 認め ら れな か っ た こ と や， マ

リ ーゴー ル ドで も 被害 は そ れ ほど大 き く な い と 思われた

こ と か ら 公表を 控え て き た 。 し か し ， 近年の 花凶作 り ブ

ームの 中で， 時に株全体 が枯れた り す る ほどの大 き な被

害 も 観察 さ れは じめ て い る 。 一方， 本 種は 工藤 (1995)
に よ り 新 種と し て 報告 さ れた も の の ， す で に 1983 年に
メキシ コ で 公表さ れて い る 種と 同 じであ る こ と が最近明

ら か に さ れて い る 。 こ こ で は ， 発見の 経過， 本 種の 特 徴

な ら び に 防除法を 簡単に 述べる 。
報告 を取 り まと め る に 当 た り ， 本 種の 同定 な ら びに文

献の 紹介 を し て い た だ い た 工藤 巌博士に 感謝 を 申し 上
げる 。

I 形態および分類

1 成虫

工藤 (1995) は， 成虫 お よ び 2齢幼虫 を 記載 し て い る
(図ー1 ) 。 雌雄 があ る が， 雄の 比率は 極め て 低い 。 雌成虫
の体長 は 1. 1�1 . 3 mm。 基本 的 に は， プレ パ ラ ー ト 標

本 を生物 顕微鏡で 観察す る と ， 茶~褐色に 見 え る 。 頭部

は全体 が茶~褐色， 胸部お よ び 腹部， な ら びに 前麹は部

分的に 黄色を 呈す る 。 特 に 前麹 の 基部お よ び 中央部， な
ら び に 腹部の 4� 6 節 は 明瞭な 淡黄色で あ る 。 一方， 肉

眼では 茶~褐色部 は黒 に ， 淡黄色部 は 白色に 見 え る 。 雄

は体長 1. 0 mm， 体 色は 雌 と 同様 で あ る 。 農作物 に 寄生
す る 既往の 日本産の ア ザ ミ ウマ (梅谷ら ， 1988) の 中に
は， 本 種の近似種は 見 当た ら ず， 識別は容易であ る 。

成虫の体色の 特 徴か ら ， 和名は ト ラ フ ア ザ ミ ウマと し

た し'0
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図ー1 トラフアザミウマの雌成虫(IくUDO， 1995から)

1・外部形態， 2:頭胸部， 3:右触党， 4:中・後胸

背板

2 幼虫

幼虫 は， 2齢を 経過す る 。 1齢幼虫 の 体 色は わず か に

緑色を 帯びた 白で あ る 。 2齢幼虫 の 体 色は ， は じめ は 1
齢幼虫 と 同様であ る が， 成 熟す る と 黄燈色と な る 。

3 踊
成 熟し た 2齢幼虫 は 葉か ら 落下し て ， 土中の 浅い と こ

ろな ど で 踊化す る 。 体 色は 淡い 黄燈色。

H 我が固 に おける発見の経緯と分布

1993 年11 月 ， 静岡県袋井市の 花;塩の マリ ー ゴー ル ド
(品種: プチ イ エロー) に お い て ， 筆 者 の 一人 で あ る 久

保凹に よ っ て 発見 さ れた 。 筆 者 の 池 田 は 連絡を 受 け，
1993 年12月5 日， 本 種が寄生 し て い る マリ ーゴー ル ド
の株を， 工藤 巌博士に 送付し て 同定 を 依頼し た 。 本 種
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は， 1996 年 に ハ ワ イ の オ ア フ 島 で 発 見 さ れ， Neo
hydatothrilりs variabilis TSUDA and SAKIMURA と し て報告 さ
れて い る (TSUDA and SAKIMURA， 1988) 。 そ の後， 工藤博
士 は 国 内 で採集 し た 標本 を も と に そ の帰属 を再検討 し，
局Idatothゆs (Neohydatothゆ's) samayunkur KUDO と 命
名 し ， 新種 と し て発表 し た (KUDO， 1995) 。 な お， そ の
論文 の 中 で， NAKAHARA か ら の 私信 と し て ， 1994 年当時
フ ロ リ ダの マ リ ー ゴ ー ル ド で も 本種が記載 さ れて い る こ

と を紹介 し て い る 。
と こ ろ が， 最近 に な っ て 工藤博士が世界各地の文献 を

精査 し た と こ ろ ， 本種 は， メ キ シ コ お よ び コ ス タ リ カ で
発 見 さ れ 1983 年 に Neohydatothri;μ ρseudoannulipes
JOHANSEN と し て 記載 さ れて い る 文献 と 同種で あ る こ と が
判 明 し た 。 こ う し た こ と か ら ， 現 在 本 種 の 学 名 は，
めdatothrips ( Neohydatothrips ) ρseudoannuliPes 
(JOHANSEN) と さ れて い る (工藤， 私信) 。

我が固 に お け る 詳細 な分布 は， 今後の調査 に待つ と こ
ろ が大 き い が， 静岡県 に お げ る 1993�95 年の調査では，
平野部の ほ ぼ全域で発見 さ れ， す で に普通種 と な っ て い
た 。 そ の後の観察で も 継続 し て発生が認め ら れて い る の
で， 本 県 に は 定 着 し た も の と 考 え ら れ る 。 な お， 1993 

年 12 月 に ， 池田 の知人が沖縄県西原町で採集 し た マ リ
ー ゴ ー ル ド を工藤博士 に 送付 し た と こ ろ ， そ の 中 か ら 本
種が確認で き た の で， 工藤 ( 1995) の報告の 中 に は沖縄
県 も 発生地 と し て 記載 さ れて い る 。

文献上 の 発生地 を 取 り ま と め る と ， 海外 で は メ キ シ
コ ， コ ス タ リ カ ， 北 ア メ リ カ ， お よ びハ ワ イ ， 日 本 で は
静岡 県 お よ び沖縄県 と な る 。 た だ し ， 筆者 ら は埼玉， 群
馬， 栃木， 千葉， 神奈川 ， 山梨， 愛知各県で も 本種 を 目
撃 し て い る の で， す で に 圏 内 に 広 く 分布 し て い る も の と

推察 さ れ る 。
マ リ ー ゴ ー ル ド の 植栽 は， 近年， 家庭， 市街地 の 花

壇， 郊外の景観植物， 農作物の ネ グサ レ セ ン チ ュ ウ 対策
と し て増加 し て い る 。 マ リ ー ゴ ー ル ド は苗の移動が広範
囲 に 行わ れ て お り ， ま た野外で越冬が可能 な こ と か ら ，
今後本種の分布域 は さ ら に 広 ま る も の と 推察 さ れ る 。

1 寄主植物 と 被害

本種の寄主植物 は， マ リ ー ゴ ー ル ド の みが知 ら れて い
る (JOHANSEN ， 1983 ; TSUDA and SAKIMURA， 1988) 。 筆者 ら
は， 本種が発生 し て い る マ リ ー ゴ ー ル ド 植栽の花壇お よ
び周 辺 の 他作物や雑草 に お け る 寄生 の 有無 を調査 し た
が， い ずれか ら も 寄生 を 確認で き な か っ た 。 ま た ， 本県

で栽培 さ れて い る 主要作物や平野部 に 生育す る 雑草に成
虫 を放飼 し て ， そ の加害や そ の後の幼虫 の発生 に つ い て
調査 を行っ た が， いずれ も 寄主植物 と し て は確認 さ れた

種類 は な い。 し た が っ て ， ア ザ ミ ウ マ と し て は珍 し い単

食性の種類で あ る 可能性が高 い。
成虫 は， マ リ ー ゴ ー ル ド の新芽お よ び葉 を 加害 し ， 産

卵 を 行 う が， 特 に 新芽 に 集 中 し て 寄生す る こ と が多 い。
幼虫 は主 に 新葉 を加害す る 。 花 は加害 し な い 。 成虫お よ
び幼虫 に加害 さ れた部分 は退緑 し て く ぼみ， し だ い に 表
面が光 る シ ルパ リ ン グ症状 を呈す る 。 葉の展 開 と と も に
加害部 は小 さ い 白斑が重 な り 合 っ て カ ス リ 症状 に な る 。
一見す る と ノ 、 ダニ に よ る 被害症状 に 近似す る が， ハ ダニ
に よ る 被害 は や や黄色味 を帯びた斑点 と な り ， 多発生 に
な っ て も 株全体が枯れ る こ と は な い の に対 し ， 本種の場
合は成虫 お よ び幼虫 の密度が高 ま り ， 新芽が集 中加害 さ

れ る と 被害 は 急速 に 進展 し て 枯死す る こ と が あ る 。 野外
では 9 月 以降本種の発生 は 多 く な る が， マ リ ー ゴ ー ル ド

おう
の生育が旺盛な こ と か ら ， 枯死 ま で に は至 ら な い。 し か

し， 11 月 以降 に 成虫 お よ び幼虫 の 集 中加害 を 受 け る と ，
低温 に よ り マ リ ー ゴ ー ル ド の生育が衰 え て い る こ と も あ
っ て ， 株全体が枯死 し て し ま う こ と が あ る 。

2 生活史

前年 に 多発生 を し た 花壇 に お い て ， 耕起 を 行わ ず越冬

さ せ， 4 月 下旬 に本種が無寄生 の マ リ ー ゴ 1レ ド 苗 を 定植
し， そ こ に 発生す る 成虫 を黄色の粘着 ト ラ ッ プ ( ホ リ バ
ー@) で誘殺 し た ( 図 2) 。 そ の結果， 成虫 は 5 月 上旬 か
ら 誘殺 さ れ は じ め ， 以後漸増 し て盛夏時に は マ リ ー ゴ ー
ル ド の生育が抑制 さ れ る こ と に 伴 い減少 し た が， 9 月 に
入 る と 急増 し 10 月 上旬 に ピ ー ク に な っ た 。 以後減少 し

て 12 月 に株の枯死 と と も に 発生 は終息 し た 。

マ リ ー ゴ ー ル ド は， 家庭， 学校， 公共緑地等 の 花壇で
長期間植栽 さ れて い る こ と が多 い。 ま た ， 鉢植 え や切 り
花用 と し て 栽培 し て い る 農家 も 少数 な が ら あ る 。 そ の
他， ネ グサ レ セ ン チ ュ ウ 対策や景観植物 と し て 畑や休耕
田 で大規模 に栽培 さ れて い る 。 マ リ ー ゴ ー ル ド は， 低温
に 弱 い こ と も あ り ， 本県では直播の場合 も 苗 を定植す る
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図-2 7 リ ー ゴ ー ル ド に お け る 成虫 の 発生消長
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表-1 各種薬剤の 防除効果 (1995)

マリー ゴ ー 川 で新た に発見 さ 判た ア ザ ミ ウ マ

場合 も 5 月 上旬 以 降 に 行わ れ， 9�10 月 に 最 も
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薬剤名

希釈倍数

9 月 3 日 (散布前 9 月 5 日 9 月 10 日 生育が旺盛 と な る 。 1 1 月 に 入 る と 低温 に よ り

成虫 幼虫 函!t< Ý，iJ!t< 瓦!t< Ý，iJ亙 生育 は 急速 に 衰 え ， 降霜や結氷 に よ っ て 枯れ始
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フ ルパ リ ネ ー ト 水和剤
2 ， 000 f音

フ ル フ ェ ノ ク ス ロ ン 乳剤
3 ， 000 倍

イ ミ ダ ク ロ プ リ ド 水和剤

2 ， 000 倍

ア セ タ ミ プ リ ド 水和剤
2 ， 000 倍

無散布

12 . 7  33 目 o 0 0 0 0 

18 . 0  43 . 0  3 . 0  0 1 . 7  0 

30 . 3  51 . 2  0 0 0 0 

24 . 0  33 . 7 0 0 0 0 

18 . 0  38 . 0  18 . 7  40 . 0  22 . 7  47 . 0  

薬剤 は， ガ ラ ス 室 で栽培の鉢植 え の マ リ ー ゴー ル ド に ハ ン ド ス プ レ ー で散布. う 。
数値 は l 区 当 た り 虫数. 1 区 2 鉢 3 連制. DDVP 乳剤 は ， 成分 50% の 剤 を使用.

表-2 各種色彩の成虫の誘引性

色 彩 誘殺虫数

黄 78 . 2 :t 1 1 . 4  

緑 67 . 4 :t 9 . 2  

白 17 . 2 :t 5 . 0  

育 1 1 . 2 土 5 . 0
ピ ン ク 9 . 0 :t 2 . 4  

藍 7 . 0 :t 3 . 4  

土 は標準誤差.
賞お よ び青 は ホ リ バーベ ピ ン ク は桃竜@ を使用. そ の他 は

各色の プラ ス チ ッ ク 板 に 金 竜 ス プ レ ー@ を 塗布. サ イ ズ は ホ
リ バー骨 の大 き さ に統一. 各粘着板 は， ガ ラ ス 温室内 の鉢植 え
マ リ ー ゴー ル ド の株上 20 cm に 吊 る し て 調査. 各色 と も 5 連

制. 調査期間 は， 1997 年 9 月 1O�24 日 .

一一一 15 一一一

め る こ と か ら ， 本 県 の 平野部 で は ， ほ ぽ年末 に
は 地上部 は 枯 れ て ， 本 種 の 発生 は ほ ぼ終 息 す
る 。

越冬態 は十分 に 究明 し て な い が， 前年に 多発
生 を 見 た 花壇 で は ， 株か ら 落 ち た 種子が 5 月 上

旬 ご ろ か ら 発芽す る が， 発芽 と 同時 に 成虫 の 寄
生が認め ら れ， そ の後 も 毎年継続 し て 発生 を繰
り 返 し て い る こ と か ら ， 本種 は土中 な ど に お い
て 踊態で越冬 し て い る も の と 思わ れ る 。

な お ， 発育速度 な ど， 個生態 に つ い て は十分
に解明 さ れて い な い。

皿 色 彩 選 好 性

成虫が誘引 さ れ る 色彩 に つ い て ， 粘着板 を 用
い て検討 を行 っ た と こ ろ ， 黄 ( ホ リ バー@) ， 青
( ホ リ バ ー @) ， ピ ン ク (桃竜@) ， 緑， 濃紺， 白
の う ち ， 黄お よ び緑への誘引 数が多 い こ と が明
ら か に な っ た (表-1) 。 た だ し， 本種 の 成 虫 の
飛淘力 は弱 い た め ， 粘着板 は マ リ ー ゴ ー ル ド に
で き る だ け近 づ け て 設置す る こ と が必要で あ ろ

IV 防 除 方 法

鉢植 え の マ リ ー ゴ ー ル ド の株 に 薬剤 を散布 し て 防除効
果 を 検討 し た 結果， 表 2 に 示 す い ずれ の 薬剤 に 対 し で
も 感受性 は高 か っ た 。 当 面 の 緊急防除対策 と し て は， 花
き 類の ア ザ ミ ウ マ類 に 登録の あ る 家庭園芸用 マ ラ ソ ン乳
剤 を 散布すれば， 十分 な効果 を 期待で き る 。
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