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信号物質 の害虫制御へ の利用 と産業的展望
わかむら さ だ お あ ら か き の り お

農林水産省蚕糸 ・ 昆虫農業技術研究所 若村 定 男 ・ 新垣 則雄

生物 は様々 な化学的な刺激 を情報 と し て 受 け取 り ， そ

れ に対す る 反応性 を獲得す る こ と に よ っ て 巧み な適応 を

成 し遂げて き た 。 そ の よ う な生物個体聞の交信 に使わ れ

る 化 学 物 質 ， す な わ ち 信 号 物 質 ( セ ミ オ ケ ミ カ ル :
semiochemicaO を便宜的 に 次 の よ う に 区別 し て い る 。 同

種の生物個体間での交信 に利用 さ れて い る も の を フ ェ ロ

モ ン， 異種の生物個体問で作用 す る も の を ア レ ロ ケ ミ カ

ル ス (他感作用物質) と 呼ばれ る 。 後者の場合， 放出者

が適応 的 に 有利 と 考 え ら れ る 場 合 は ア ロ モ ン (allo.

mone) ， 受 容 者 に 有 利 な 場 合 は カ イ ロ モ ン (kairo.

mone) ， 両者 と も に 有利 で あ れ ば シ ノ モ ン (synomone)

と 定義 さ れて い る (NORDLUND， 1981) 。

昆虫 は き わ め て 多様性 に 富 む生物群で， 信号物質研究

は 見 虫 を 中 心 に 進歩 し た と い っ て も 過言 で は な い。 特

に ， 農業害虫で は害虫防除への利用 を 展望 し て ， 性 フ ェ

ロ モ ン研究が進め ら れて き た 。 本文で は ， 最近の農業害

虫 に 関す る 信号物質の研究例 を 中心 に 紹介す る 。 害虫制

御への利用場面 に つ い て 何 ら かの示唆を得て頂ければ幸

い で あ る 。

I フ ェ ロ モ ン

農業害虫で は ， 鱗麹 目 害虫 を 中心 に 性 フ ェ ロ モ ン利用

が進展 し て き た が， 最近甲虫類の性 フ ェ ロ モ ンや カ メ ム

シ類の集合 フ ェ ロ モ ン の化学成分の解明が進み， 野外 に

お け る 利 用研究が始 ま っ て い る 。 甲虫類で は， ヒ メ コ ガ

ネ や ド ウ ガ ネ プイ プイ な ど の コ ガ ネ ム シ類の性 フ ェ ロ モ

ンが解明 さ れた 。 ま た ， チ ャ パネ ア オ カ メ ム シ や ホ ソ へ

リ カ メ ム シ で は誘引性の集合 フ ェ ロ モ ンが同定 さ れ， 野

外 で の 誘 引 性 の 検討が進め ら れ て い る (大平 ・ 津 田 ，

1995 ; 水谷 ら ， 1995) 。

キ ポ シ カ ミ キ リ で は 接触刺激性の性 フ ェ ロ モ ンが解明

さ れた 。 キ ボ シ カ ミ キ リ の雄が触角 で雌 に触れ る と ， ①

駆 け 寄 っ て②抱 え込み③体軸 を合わ せ④交尾器 を 出 し て

交尾 に 至 る と い う 一連の行動が， 雌の体表 に存在す る 性

フ ェ ロ モ ン に よ っ て 解発 さ れ る (FUKAYA and HONDA， 

1992) 。 駆 け寄 り 行動 を 解発す る 成分 と ， 抱 え 込み以後の

行動 を 引 き 起 こ す成分 と 少 な く と も 二つ の異 な る 機能 を

有す る 成分の存在が明 ら か に さ れて い る (FUKAYA and 
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HONDA， 1995) 。 最近， 抱 え 込み以後の行動 を 解発す る 性 フ

ェ ロ モ ン成分の一つ が同定 さ れた (FUKAYA et aL， in 

press) 。 こ の物質 は雌成虫 の体表全体 に 分布 し雄成虫が

口髭 あ る い は前脚の ふ節で触れ る こ と に よ っ て 受容 さ れ

る 接触刺激性の フ ェ ロ モ ン で あ る 。 合成 フ ェ ロ モ ン を ゼ

ラ チ ン カ プセ ル な ど の 小 さ な物体 に 塗布す る と こ れ に触

れた雄 は抱 え 込ん で交尾器 を 出 す行動 を 示す の で， 天敵

微生物製剤 と の組合せ に よ っ て感染率や水平感染率 を 高

め る と い う 利用法が検討 さ れて い る 。 こ の タ イ プの フ ェ

ロ モ ン は マ ツ ノ マ ダ ラ カ ミ キ リ (FAUJIAH et aL， 1992) や

ス ギ カ ミ キ リ (KIM et aL， 1992 ; 1993) に も 存在す る 。

E フ ェ ロ モ ン利用 の展開

性 フ ェ ロ モ ン の 農業害虫防除への利用 に つ い て は ， r性

フ ェ ロ モ ン利用 の手引 き J (編集委員会編， 日 槌防) や本

誌の特集号 (第 47 巻第 11 号) に 詳 し い の で， こ こ で は

最近注 目 さ れ る 事例 に つ い て簡単 に触れ る 。

ニ カ メ イ ガ の発生予察への性 フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プの利

用研究 は， 1987 年か ら 5 年間 に わ た っ て 8 県 に お い て 実

施 さ れた 「ニ カ メ イ チ ュ ウ の発生予察法の改善 に 関す る

特殊調査」 事業の 中 で著 し い進展 を見 た 。 長年 に わ た る

デ ー タ の 蓄積が あ る 予察灯 に よ る 誘殺消長 と の比較で

は， 越冬世代 で は誘殺数が同等か フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プが

や や 多 い が， 第 1 世代 で は 少 な い 傾 向 が認 め ら れ ( 市

橋 ， 1990 ; 近藤 ・ 田 中， 1991 ; 上野， 1991 ) ， こ の現象 に

は水田の雌密度が関与 し て い る (KONDO et aL， 1993 ; 

KONDO and TANAKA， 1994 b) が， 両者の誘殺消長 は お お む

ね平行関係 に あ る こ と が示 さ れた 。 ま た ， 性 フ ェ ロ モ ン

ト ラ ッ プの誘殺数 と 被害量 と の 関係 に つ い て は ， 一化期

に つ い て は誘殺数 と 産卵密度， あ る い は被害量 に相関関

係が認め ら れて い る (KONDO and TANAKA， 1994 a) 。 こ の

点 は被害発生の予測 に重 要 な の で， 各地で さ ら に事例 を

踏 ま え て精度 を 高 め る 必要があ ろ う 。 一連の調査結果 を

踏 ま え て 農水省植物防疫課 は， r性 フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プの

利用 に よ る ニ カ メ イ ガ の発生予察方法J を 取 り ま と め た

(本誌 48 : 53�55 (1994) ) 。

性 フ ェ ロ モ ン を 用 い た 大量捕獲法 に つ い て は， 沖縄県

でア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ を対象 に そ の 可能性 に つ い て 精力

的な検討が行わ れて い る (小演 ら ， 1995) 。

合成 フ ェ ロ モ ン を利用 し た 交信か く 乱剤 は す で に 9 種
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の害虫 を対象 と し た 6 種の製剤が農薬登録 さ れて 実用化

さ れて い る 。 従来型の も の は， ハ マ キ 類の共通成分 を利

用 し た も の以外 は， 一つ の製剤 は一種の害虫 を対象 と し

て き た 。 し か し， リ ン ゴ な ど の落葉果樹 な ど で は一部の

種だ げ を対象 と し て い る 限 り た と え 防除効果が優れて い

て も 現場での殺虫剤散布団数の軽減 に 結 びつ か な い (J l I

嶋， 1993 : 佐藤， 1986) 。 そ こ で， 1991 年以降， 果樹害虫

や野菜害虫で複数の積の 異 な る フ ェ ロ モ ン を混合 し た ，

い わ ゆ る 同時交信か く 乱剤 を 用 い た 防除実験が行われて

き た 。 リ ン ゴ害虫で は ， ハ マ キ ム シ類 と ナ シ ヒ メ シ ン ク

イ ， モ モ シ ン ク イ ガ， キ ン モ ン ホ ソ ガ な ど複数の性 フ ェ

ロ モ ン を混合 し た 製剤 の 開発が進め ら れて き て い る (阿

部， 1992 : J l I 嶋， 1993 : 佐藤， 1992) 。

ま た ， 交信か く 乱剤 に は殺虫剤 を効果的 に組み合わせ

る こ と は い う ま で も な い が， 補完的 な 防除手段 と を組み

合 わ せ る こ と に よ っ て 総合的 な 防除効果が得 ら れ て い

る 。 施設栽培では， シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ やハ ス モ ン ヨ ト

ウ に対 し て は プ ラ ッ ク ラ イ ト ト ラ ッ プに よ る 捕殺の組合

せ (若村 ・ 高井， 1990 : 1993) ， コ ナ ガ で は 真空 ポ ン プ

(掃除機) に よ る 吸引 捕殺 ( 回 中， 1992) な どが提案 さ れ

て い る 。 フ ェ ロ モ ン剤 そ の も の だ け でな く ， そ れ に組み

合わ せ る 防除手段の効果や害虫密度 と 効果 の 関係 を 的確

に把握 し て お く こ と ( 田 中， 1993) が ま す ま す重要 に な

ろ う 。

皿 ア レ ロ ケ ミ カ ル (他感作用 物質)

天敵昆虫が寄主 に 定位 し， こ れ に 寄生 ま た は捕食す る

過程 に は寄主の 生息場所の発見， 寄主 の発見 と 認知の過

程が含 ま れ る 。 こ れ ら の各段階 に お い て ， 寄主由来や寄

主の加害 を 受 げ た植物が出す匂 い が， 信号物質 と し て 重

要 な役割 を果た し て い る 。 そ こ に は情報の手 に 入れ易 さ

と 信頼度の 問題があ る と さ れ る (LoUISE and DICKE， 

1992) 。 つ ま り ， 天敵昆虫が あ る 特定 の植物の匂 い を ， 寄

主探索の最初の手掛か り と す る 場合 を 考 え て み る と ， 探

索の最初の ス テ ッ プ は と に か く そ の匂 い源 に近づい て い

く こ と であ る に違い な い。 し か し ， 植物の 匂 い と い う 情

報 は あ り ふれて い て入手は容易 で あ る が， 必ず し も 寄主

がそ こ に い る と は 限 ら な い ， す な わ ち 寄主探索の手がか
り 情報 と し て の信頼度 は ， 必ず し も 高 く な い か も し れ な

い と い う 疑問があ る 。

最近の研究で は ， 植物が植食者 に加害 さ れ る と 特有の

匂 い物質 を放出す.る こ と が明 ら か に さ れつ つ あ る 。 そ の

匂 い物質 は揮発性が高 い の で， 情報 と し て比較的手 に 入

れ易 く ， 加害時 に 放出 さ れ る な ら 信頼度 も 高 く な ろ う 。

す な わ ち ， そ の よ う な匂 い を手がか り に す れ ば探索の範

囲 を狭 め る こ と がで き る 。 そ う し て 寄主昆虫が い る 植物

に た ど り つ け ば， 寄主の糞や脱皮殻， 噛み跡な ど信頼度

が高 い情報 を 得 る こ と がで き ， 寄主 の発見が よ り 確実 に

な る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の信号物質が， 寄主探索 プ ロ

セ ス の各段階 を ど の よ う に 制御 し て い る か を解明 で き れ

ば， 寄主 と 天敵の共進化 に 重要 な情報が得 ら れ る だ け で

な く ， 野外での適切な施用 法 の 開発 を 通 じ て ， 信号物質

の害虫管理への利用法 を あ み 出せ る で あ ろ う 。 以下， 天

敵昆虫の寄主探索行動 に ， 信号物質が ど の よ う に 関与 し

て い る か に つ い て 最近の研究成果 を織 り 交ぜて 考 え て み

た い。

天敵昆虫が餌 と な る 生物 を捕 え る 方法 は ， 待 ち 伏せ型

と 探索型 の 二 つ に 大別 で き る 。 待 ち 伏せ 型 の 捕食者 に

は， ア ロ モ ン を放出 し て餌種 を お び き 寄せ て 捕獲す る 種

がい る 。 ま た ， 探索型の場合 は， 植物の 出 す シ ノ モ ン や

植食者か ら 放出 さ れ る い わ ゆ る カ イ ロ モ ン を 手掛か り に

寄主 を探 し 回 っ て い る 。

W ア ロ モ ン

ナ ゲ ナ ワ グ モ の 1 種 MastoPhora sp. は， 粘球 を 糸 の 先

に つ け て ぐ る ぐ る 振 り 回 し て ， こ の粘球 に餌 と な る 昆虫

を か ら め捕 る 奇妙 な 習性 を 持 っ て い る 。 こ の ク モ は ア ロ

モ ン と し て ， あ る 種の ヤ ガ の 性 フ ェ ロ モ ン に 似た物質 を

放出 し て ， こ れ に誘引 さ れて き た 雄 ガ を粘球で捕 ら え る

(EBERHARD， 1977) 。

V シ ノ モ ン

植物 と ， そ れ を食べ る 植食者 と ， そ の植食者 を食べ る

天敵 は， 三 つ の 異 な る 栄養段階の生 き 物で あ る 。 こ の よ

う な三者の相互作用 を ， 三栄養相互作用 (tritrophic in. 

teraction) と 呼んでい る 。 最近， こ の三者の 関係 に 化学

的信号 を め ぐ っ て新 し い事実が次々 と 報告 さ れて い る 。

ト ウ モ ロ コ シ の 実生 は ， シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ 幼虫 の食

害 を 受 げ る と ， 揮発性 の 高 い テ ルペ ノ イ ド を大量に放出

す る よ う に な り ， こ れ に 幼 虫 寄 生 蜂 Cotesia

marginiventris が誘引 さ れて く る 。 植物 に物理的 に 傷 を

付 け た だ 砂 で は ， こ の よ う な こ と は起 こ ら な い が， こ の

傷 に ヨ ト ウ 幼虫 の 唾液 を 塗布す る と ， 食害葉 と 同 じ匂 い

物質 を作 り 出 す よ う に な る (TURUNGS et al . ，  1990， 1991 ; 

TURUNGS and TUMUNSON， 1992) 。

同様 に ， 捕食者 の カ プ リ ダニ は， ナ ミ ハ ダニ の加害 を

受 け た 植物の生産 し た 匂 い物質 に 誘引 さ れて く る 。 こ の

匂 い物質 は加害葉 ばか り で な く ， 未加害葉 も 含め て ， 植

物全体か ら 放出 さ れ る (DICKE et al . ，  1990) 。 植物 と チ リ

カ プ リ ダニ の 聞 で は ， こ の匂 い物質 は ， 放出者で あ る 植
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物 と 受容者で あ る チ リ カ プ リ ダニ の両者 に 有利 に働 く の

で， シ ノ モ ン と い う こ と に な る 。

VI カ イ ロ モ ン

寄主の放出 す る 性 フ ェ ロ モ ン は， 比較的長い距離か ら

寄主 を探索す る 際 に カ イ ロ モ ン と し て利用 さ れ る こ と が

あ る 。 特 に ， 昼間 に 配偶行動 を行 う 半麹 目 昆虫の天敵昆

虫 に お い て 多 く の事例が報告 さ れて い る 。

ア プ ラ ム シ の性フ ェ ロ モ ン に コ パチ科の寄生蜂が誘引

さ れ る (HARDIE et al . ，  1994) 。 ま た ， カ イ ガ ラ ム シ の性 フ

ェ ロ モ ン に は ツ ヤ コ パ チ 科 の 寄 生 蜂 が 誘 引 さ れ る

(STERNLICHT， 1973 ; RICE and JONぉ， 1982) 。 さ ら に ， カ メ

ム シ類の雄が放出 す る 集合 フ ェ ロ モ ン に ， ヤ ド リ パエ科

の寄生パエや ク ロ タ マ ゴパチ科の卵寄生賂が誘引 さ れて

く る こ と が， ミ ナ ミ ア オ カ メ ム シ (MITCHELL and MAU， 

1971 ; HARRIS and TODD， 1980) ， 捕食性の カ メ ム シ

Podi幻lS maculiventris (ALDRICH et al . ，  1984) ， チ ャ ノ Tネ

ア オ カ メ ム シ (守屋 ら ， 1993) ， ア シ ビ ロ へ リ カ メ ム シ

(Y ASUDA and TSURUMACHI， 1995) で知 ら れて い る 。

鱗麹 目 の 昆虫の性 フ ェ ロ モ ン を カ イ ロ モ ン と し て利用

し て い る 卵寄生蜂の例 と し て ， ヨ ト ウ ガ の雌成虫の性 フ

ェ ロ モ ン に ， Trichogramma e抑制'Scence が誘引 さ れ る

例 (NOLDUS and van LENTEREN， 1985) があ る 。 ま た ， ク ロ

タ マ ゴパチ科の Telenomus remus はハ ス モ ン ヨ ト ウ の

近縁種 争odoρtera frugiPerda の性フ ェ ロ モ ン の存在下

で は寄主探索行動が活発 に な る (NORDLUND， 1983) 。 し か

し， こ れ ら の鱗麹 目 昆虫 は夜間 に 性 フ ェ ロ モ ン を放出 す

る が， 寄生蜂の探索行動 は専 ら 昼間 に 限 ら れ る 。 し た が

っ て 両者 の 行動 に は 時間 的 な ギ ャ ッ プが あ る 。 す な わ

ち ， 夜間 に放出 さ れた フ ェ ロ モ ン は 明 る く な る 頃 に は，

す で に 蒸発 し て 消失 し て い る の で は な い か と い う 疑問が

生 じ る 。 こ れ に 対 し ， NOLDUS et al.  (1991) は， ヨ ト ウ ガ

の性フ ェ ロ モ ン は植物の葉の表面 に 吸着 さ れ， そ こ か ら

再放出 さ れ る た め， 少 な く と も 数時間 は T. evanescence 

に対す る カ イ ロ モ ン効果が あ り ， 時間的 な ギ ャ ッ プ を坦

め て い る と 考 え て い る 。

卵寄生蜂 に は 寄主の卵 に 到達す る た め に ， 寄主成虫 の

体に付い て 運 ばれて い く ， い わ ゆ る 便乗 (phor田y) と い

う 特 殊 な 方 法 を 発 達 さ せ て い る 種 も い る (CLAUSEN，

1976) 。 ド ク ガ ク ロ タ マ ゴ パ チ Teleno mus euproc tidis 

は， タ イ ワ ン キ ド ク ガ の メ ス 成虫の腹部末端の毛束の 中

に潜 り 込んで運 ばれ， 産卵が始 ま る と 直 ち に雌ガか ら 離

れて ガ の 卵 に 産卵す る (ARAKAKI， 1990) 。 こ の寄生蜂 は雌

ガ を発見す る 際， ド ク ガ の性 フ ェ ロ モ ン を カ イ ロ モ ン と

し て利用 し て い る (新垣 ら ， 1995) 。

揮発性が低 く て ， 至近距離でカ イ ロ モ ン 的 な機能 を有

す る 刺激因 と し て ， 鱗粉， 卵 自 身， 卵殻上 の糊物質， 寄

主幼虫 自 身， 糞， 網糸， 脱皮殻， 唾液， 体液， マ ー キ ン

グ フ ェ ロ モ ン等が知 ら れて い る (戒能， 1987) 。 鱗麹 目 や

ハパチ類な ど の 幼虫 を エ サ と し て い る 掃食性の ハ リ ク チ

プ ト カ メ ム シ は， ハ ス モ ン ヨ ト ウ の幼虫 の 匂 い に誘引 さ

れ る 。 そ の匂い成分 の ひ と つ は， 細菌や カ ピ に 対す る 防

御物質で は な い か と 考 え ら れて い る 物質であ っ た (安田

ら， 1994) 。

こ の よ う に ， い わ ゆ る カ イ ロ モ ン と 呼ばれ る 物質 は，

BLUM (1974) が指摘 し た よ う に 放 出 者 に と っ て は 本来 ア

ロ モ ン や フ ェ ロ モ ン で あ る 物質 に対 し 受容者で あ る 捕食

者や寄生者が適応 し た 結果 で あ る と い え る 。

四 ア レ ロ ケ ミ カ ルの利用

異種間 の信号物質 を 用 い た 害虫防除 に 関 し て は， ま だ

十分 に研究 さ れて い る わ け で は な く ， 実用例 も 少 な い の

が現状であ る 。 1970 年の初頭 に お い て ， 天敵昆虫が用 い

て い る 信号物質が発見 さ れて以来， こ の信号物質 を 害虫

防除に応用 し よ う と す る 試み が な さ れて き た 。 そ の典型

的 な 例 は ， カ イ ロ モ ン 物 質 を 作 物 に 全 面 的 に 散 布

(blanket spray) す る と い う も の で あ っ た 。 LEwls et al .  

(1972) は， ガ の鱗粉の ヘキ サ ン抽 出 液 を植物 に 散布す る

と ， 卵寄生蜂 T. evanωcens の寄生率が上昇 し た こ と を

報告 し ， カ イ ロ モ ン に よ る 害 虫 防 除 の 具体的事例 と し

て ， 脚光 を浴びた。 こ れ は 小面積か つ寄主密度が高い場

合に認め ら れた結果であ っ た 。 し か し， 大面積で寄主密

度が中程度 ま た は低密度の場合 に は， 卵寄生蜂 は ， 寄主

卵 の な い 植物 の 上 で無駄 な探 索 を 強 い ら れ る こ と に な

り ， 逆 に 寄生率が低下す る の で は な い か と 懸念 さ れた 。

実 際 に ， CHIRI and LEGNER (1983) は， 寄主の鱗粉抽出液

を ワ タ 熔 に 散布 し， コ マ ユパチ 科の幼虫寄生蜂 に よ る ワ

タ ア カ ミ ム シ の卵の寄生率 を調査 し た が， 散布効果 は み

ら れな か っ た 。 そ の後， カ イ ロ モ ン抽出液 を珪藻土 に し

み込 ま せ て ， 寄主の産卵場所近 く に 限定散布す る と ， 寄

生蜂の局所的な探索 を 強化 し ， か つ 広範囲 な移動 も 妨 げ

な い と い う 応用例が報告 さ れた (Lewis et al. ，  1979) 。 し

か し ， こ れ は極め て 多 く の労力 が必要で， 広範囲 な規模

の施用 に は 適 し な い 非 実 用 的 な も の で あ っ た 。 一方，

LEWIS ら (1982) と NORDLUND ら (1983) は ， ガ ラ ス ハ ウ ス 内

での小規模な 実験で は あ る が， 卵塊の近 く に寄主の性 フ

ェ ロ モ ン成分 を し み込 ま せ た 綿棒 を 置 く と ， 寄生率が高

ま っ た と 報告 し て い る 。

近年， 害虫 の合成性 フ ェ ロ モ ン を 用 い た 大量誘殺や交

信か く 乱 に よ る 防除法が， 一部実用化 さ れて い る 。 先 に
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示 し た よ う に ， 天敵昆虫が寄主 の性 フ ェ ロ モ ン を手掛か

り に 寄主の探索 を行 っ て い る 事例があ る 。 大量誘殺の場

合， そ の よ う な天敵が フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プに よ っ て 除去

さ れて し ま う 可能性が あ る 。 一方， 交信か く 乱の場合 に

は， 天敵が処理区 に誘引 さ れ活発 に探索行動 を 行 う プラ

ス の函 と ， 天敵 自 身 も 交信か く 乱 に よ っ て寄主 に 定位で

き な い と い う マ イ ナ ス 面 の ， 二 つ の 可能性が考 え ら れ

る 。 合成性 フ ェ ロ モ ン に よ る 交信か く 乱試験 に お い て ，

数種の寄生蜂 に つ い て は寄生率 に 影響が な か っ た と 報告

さ れて い る (BROWN and CAMERON， 1979 ; SOWER and 

TORGERSEN， 1979) が， 寄主 の フ ェ ロ モ ン を探索 に利用 す る

タ イ プの天敵 に つ い て は， 合成 フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プや交

信か く 乱剤の天敵への影響 を 考慮す る 必要が あ り ， こ の

よ う な観点 を含 め た ト ー タ ル の 防除効果 を評価す る 必要

があ ろ う 。

最近， 寄生蜂の寄主探索能力 の 高 さ の秘訣が， そ の学

習能力 に あ る こ と が明 ら か に な っ て き た 。 寄生蜂 は寄主

が食害 し た部分 に接触経験 を 持 っ た後では， そ の食痕部

か ら で る 匂 い を選好す る よ う に な る 。 こ の こ と を利用 し

て ， 寄生蜂 を放飼す る 前 に ， 食害 さ れた作物の匂 い を ，

寄生蜂 に 学習 さ せ る こ と に よ っ て ， 対象圃場への寄生蜂

の定着率や探索効率 を 高 め る こ と がで き る の で は な い か

と 期待 さ れて い る (PAPAJ and LEWIS， 1993) 0 

植物が植食性昆虫の加害 を 受 り た場合 に ， 天敵 を誘引

す る 匂 い を放出 す る よ う に な る 。 そ の量や成分 は植物品

種間で か な り の 変異 が あ る こ と か ら ， 加害 を 受 け た 際

に ， 天敵 を誘引 す る 成分 を 多 く 生産す る 品種の育種が提

唱 さ れて い る (VET and DICKE ， 1992fo。

以上， 信号物質の産業的利用 に つ い て は， 性 フ ェ ロ モ

ン以外 は ほ と ん ど未着手 と い え る が， 増殖 し た 天敵の行

動 を 制御 し て 有効利 用 を 図 ろ う と す る 場合 な ど， 今後

様々 な場面で信号物質の活用が期待 さ れ る 。
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