
みつばち協議会
干104-0033東京都中央区新川三丁目6-16馬事蜜産会館6階

(社)臼本養生華はちみつ協会内

TEL 03・3297・5645 FAX 03・3297・5646

ホームページ http://bee.lin.gr.jp/new/kyougikai .html 

平成24年度産地収益力向上支援事鎌

全151量進事業{みつ}まち安定確保支援事業)

あなたの養蜂経営を向上させる

優良系統の作出をめざして



ご挨拶

みつばち協議会では、平成22・23年度に養蜂家向けマニュアルを作成いたしまし

た。平成24年度も農林水産省産地収益力向上支援事業全国推進事業(みつばち

安定確保支援事業)の援助を受ける事ができ、今までのマニュアルより一歩進んだ

「改良Jの基本を紹介するマニュアルを作成することができました。

採蜜量を増加させたり、受粉能力の向上させるなど、ミツバチの能力を高めるには、

2つの方法が有ります。一つ目は、飼養管理を確実に行うことです。病気にならない

工夫をしたり、適期に給餌をしたりすることです。もう一つは、蜂群が持つ能力自身を

高めることです。前者を「環境的」改良による後者を「遺伝的j改良(育種法)といい

ます。このマニュアルでは、一般の養蜂家でも行える育種法を紹介しています。

養蜂家のみなさんは意識的・無意識的にかかわらず、蜜をたくさん集めるとか、性

質が穏やかである群の女王蜂を「選抜Jしてきました。これをもっと確実に行う方法

がf育種法jです。育種の基本は、数値化して、記録をきちんと取ることです。この数

値は、当然、環境に影響を受けます。だから、記録をとる意味がないと思われるかもし

れません。しかし、記録を積み重ねることで、その環境の影響を相殺することができ、

能力の高い群を選ぶことが容易になってきますo日頃の多忙の養蜂作業に新たに記

録をとる作業を付け加えることは決して簡単なことではないと思います。しかし、記録

に基づいて、女王を選ぶ事による効果は、意外にすぐに現われきっとび、つくりなさるこ

とと思います。是非挑戦してみて下さい。

今回のマニュアルの内容は今までみなさんに馴染みの無く分かりづらい所もある

かと存じます。不明な点等ありましたら、御気軽に連絡下さい。皆さまの意見を基によ

りよいマニュアルに改訂していきたいと考えています。

最後にこのマニュアルが養蜂家の皆様の峰群の能力向上に役立つことを祈念い

たします。

委員を代表して 木村澄
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Chapter1 

養蜂業で

利用されている

ミツバチ
家畜育種の分野で使われている品種とは、人為的に作出

された形質などの特徴が安定していて、同種の他個体

(群)と区別することができる個体もしくは個体群のこと

です。ミツバチはまだ統一された品種の定義がないため、

牛や豚と同じような国際的に通用する品種は存在してい

ません。世界各地で養蜂穫として利用されている種類は、

欧州原産のセイヨウミツバチA is mellifera しです。

日本では、在来種のニホンミツバチ~"kll#t't#W.t." lM

[~mr.l[tþjが、養蜂種として飼養されていましたが、明治

時代にセイヨウミツバチが輸入されるようになってから

は、主としてセイヨウミツバチが養蜂種として利用されて

います。

養蜂業で使用されている品種や系統といった言葉は、あ

くまでセイヨウミツバチのイタリアンやカーニオランのよ

うな生物学的分類による亜種名を指したものです。

このマニュアルで、は、養蜂家が、現場で優良群を見つけ、

それをどのように増殖・維持していくのか、その方法につ

いて解説しています。この章では、養蜂業で使われている

セイヨウミツバチの系統を紹介します。名称に関しては、こ

れまで慣習的に使用されている呼称を用いています。
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-イタリアン

性質は非常に穏やかで、集蜜力が高く、分蜂性が少

ないため世界中の養蜂家の聞で最も良く利用されてい

るミツバチです。分類上はセイヨウミツバチのー亜種

Apis mell俳ra1なωticαSpinola~こ分類されています。

日本で飼育するには、他の系統と比べると、越冬中も大

きな群で維持する必要があり、また冬季でも産卵する傾

向があるため十分な貯蜜が必要です。体色は明るい

賞~桂色と黒色の縞模様をしています。

イタリアンは、 日本の気候に適応していたことから明治

時代にアメリカやイタリアから、大正時代にはイギリスか

らも輸入していました。現在は、主にオーストラリアからス

リーノてンド系統が輸入されてしぜす。

・スターライン

イタリアン同士の雑種で集蜜性および蜂児生産性が

高いと言われていますが、1代雑種(Fl・)のため次世代

の女王蜂には、同等の能力は期待できないので使用に

は注意が必要です。

会 Fl雑種とは、純系同士を交配し、筒方の良い形貨が発現するようにした子ども世代のa体のことです.

-ヵーニオラン
中央・東ヨーロッパ(オーストリア、スロベニア、クロア

チア、ボスニア・ヘルツェゴピナ、ハンガリ}、ルーマニ

ア、ブルガリア)に分布し、セイヨウミツバチのー亜種

Apis mellifera carnicαPollmannに分類されます。名

前は分布の中心地であるスロベニアのカルニオラ地方

に由来します。イタリアンに比べて性質は温和であり、

夜間や低温時に巣箱を聞けても大人しい傾向があり

ます。集蜜性が高く、また、低温耐性も高いので、越冬

はイタリアンより小群で行うことができますが、夏場の高

温には弱い傾向があります。当初は分蜂性が高いと

言われていたようですが、現在は改良が進んでいるよ

うです。働き蜂の体長は、イタリアンに比べて大きく、ま

た舌の長さも長いため蜜腺が長い花からも採蜜する

ことができます。体色は灰から茶色と黒色の縞模様で

被毛は白色で、敵ナHでは蜜蓋が白色で見た目が美し

いため、巣蜜販売用に良く利用されています。

イタリアン

-スリーバンド(三条)

イタリアンから選抜された系統で、日本では三条と呼

ばれています。オーストラリアから輸入されている女王

蜂は、この系統であると言われています。

.コルドパン

イタリアンから選抜された系統です。イタリアンに比

べてわずかに大人しいと言われています。体色には、黒

色の縞模様がなく、頭部や脚の体色が、薄茶色である

のが特徴です。

カーニオラン

-コーカシアン
ロシアのコ}カサス地方を原産地としているセイヨウミ

ツバチのー亜種Apismellザeracαucasia Pollmannで

す。特徴としては、ふそ病やヘギイタダニなどの病害虫

に対して他のセイヨウミツバチよりも抵抗性が高いと言

われています。働き蜂の体長は、カーニオランよりは小さ

く、イタリアンに比べると大きく、舌はカーニオランよりも長

いのでシロツメクサなどの蜜槽の深い花からも採蜜する

ことができます。体色は薄灰色と黒色の縞模様が特徴

です。過去に日本で飼育された記録では、産卵開始が

遅く、産卵数も他の2亜種と比べて少なく、またプロポリ

スを多く集める傾向が見られるようです。ただし国内で

は現在飼養されていません。

コーカシアン

過去に日本で作出された系統

・ふくおかハイクイーン

福岡県畜産研究所で開発が試みられたセイヨウミ

ツバチのイタリアンを基本とした系統でふくおかハイク

イーンと名付けられました。アメリカから輸入した系統と

福岡県畜産研究所で維持していた優良系統とを隔離

交配し、産卵数や耐病性が高く、温和な群を作出し、

集蜜力を高めることに成功しています。1990年代はじ

めに、未交尾女王蜂を配布していましたが、現在では

生産されていません。

-ミッドナイト

コーカシアンから選抜された系統同士の雑種で、集

蜜性および蜂児生産性がコーカシアンよりも高いと言わ

れていますが、l代雑種のため次世代の女王蜂には、

同等の能力は期待できないようです。

.ロシアン

沿海州のハバロフスク(プリモルスキ-)地方原産の

コーカシア群のことを指します。古くからミツバチヘギイタ

ダニに抵抗性が高いことが知られています。女王蜂や

働き蜂は巣板上を動きまわり、落ち着きがないので扱い

にくいと言われていましたが、改良が進んで現在は大人

しくなっているようです。アメリカでは、ミツバチヘギイタダ

ニからの被害を低減させるため、2000年から隔離した

島で増殖した個体の導入試験が進められています。

ふくおかハイクイーン(イタリアンのハイブリッド)
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動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため、

世界各国で行われている検疫制度です。家畜である

ミツバチも家畜伝染病予防法により、海外における悪

性の家畜伝染病の発生状況や防疫体制等により輸

入禁止国があります。また、その他の家畜伝染性疾

病の発生により、動物の輸出入を一時的に停止する

場合もあります。ミツバチの輸入にあたっては、輪出国

の政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が

行う検査に合格し、当該機関の発行した検査証明書

の添付がなければ輸入してはならないとされていま

す。また、輸出にあたっても、日本の動物検疫所が行う

検査に合格し、検査証明書の交付を受ける必要があ

ります。証明する事項は、通常、事前に相手国との聞

で家畜衛生条件として締結されています。そのため個

女王鎌の数

18.000 

16，000 

14.000 

12，000 

10，000 

8，000 

6.000 

4.000 

2.000 

。

- スロベニア

- ハワイ
- ニュージーランド

- オーストラリア

ー・その他の国

人で勝手にミツバチを海外から持ち込むことは、違法

です。必ず法律を守って、正規の輸入手続きを行って

下さい。ただし、輸入できるのは、女王蜂と付随する働

き蜂10匹を1単位としたものになります。

日本は、平成12年以降にイタリア、ロシア、ハワイ州、

豪州、ニュージーランド、スロベニア、チリと二国間協

定を締結しています。これ以外の国や地域からは、ミ

ツバチを輸入することはできません。図lは、1990年か

ら2011年までに日本に輸入されたミツバチの国別輸

入実績です。2008から2009年には、輸入の停止措置

が行われました。近年は、国内での増殖に力が入れら

れ輸入量は減少傾向です。2010年以降は、スロベニ

アとオ}ストラリアのみから輸入されています。

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 年

図1セイヨウミツバチ女王蜂の国別輸入量(1990年から2011年)

. 
• 
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f-T工
T」1ザ女王蜂の育成に使用する資材

l~i:蜂の育成に必要な移虫針、人工主椀、王篭などの資材は、
養蜂家向け養蜂マニュアJレlを参照してください。

ここでは、これまで紹介できなかった資材について解説します。

-保育枠

海外では、女王蜂を生産する養蜂家の間で女王婚

パンク・の資材として利用されています。保育枠は、l枚

の巣枠に多数の王龍を並べることができる構造になっ

ているため、まとめて女王蜂を収容することができま

す。この保育枠を無王群では巣箱の中央部分に入れ

て維持します。王績には羽化したばかりの働き蜂を数

匹とキャンディを入れておき、巣板上部にはタンパク質

源となる花粉や代用花粉を多めに給餌することで、1ヶ 王篠をまとめて管理するととができる保育粋

月程度は米交尾女王蜂を維持することができます。あ

るいは、複数の王能を巣板の上に置いて維持すること

もできます。保育枠は、巣枠の木材と板を用紙すれば

簡単に自作することができます。

.養蜂早見盤

この早見盤は、中央部分が回転するようになってい

ます。巣箱に張り付けて月日の目盛に目的とする個体

の状態を合わせておくことで、卵、幼虫、踊の発育回数

を予測することができます。また、女王蜂なら羽化・交

尾飛行・産卵日を、働き蜂なら内勤 ・外勤活動日を、雄

峰なら交尾飛行の時期を確認することができます。移

虫作業のときに、移虫用優良系統群、働き蜂および、雄

蜂供給群、女王蜂育成用群、交尾箱、ニユ」クリアス

ハイブ等に付けておくと女王.蜂や群の生育状態を把

握するのに非常に役立ちます。

灸女王始パンクとは、無王群や女王鎌を更新する群に新女王織を導

入するまでの問、復数の未交尾女王鋒をまとめて1つの群で維持し

ておく方法のことです(養姶家向け護婦マニュアル!参照).

養蜂早見盤の作り方は、(社)日本養蜂はちみつ協 養鯵早見豊富を交尾籍に取り付けたところ

会のホームページに掲載してあります。

~ ' l 

~ゃ女王蜂の育成法
l:d王蜂の育成方法には、さまざまな方法が開発されています。

自らの技術レベルや用途に合わせて以下の衰から適当な育成方法を選んでください。

また、女王蜂の作成時期に関しては、養蜂家向け養蜂マニュアル11を参考にしてください。

-女王蜂の膏成方法ー覧

名称

人工王椀法(通常法)

2回移虫法

蜂児移虫器法

(カップキット方式)
ジエンタ一方式

有王2段群法

(クローク氏板法)

説 明

プラスチック製の人工王椀に移虫針を使って働き蜂の巣房に産み付けられた

幼虫を移す方法です。最も基本的な方法で、ローヤルゼリーの生産現場でも

利用されています。1回の作業で約30頭前後の女王蜂を育成するととができ

ます。女王蜂の生産成功率は、移虫技術によるところが大きいので、技術の習

得が必要となります。

通常の移虫法で一度移虫をした後、翌日に幼虫を取り除き、そこへ再び1齢幼

虫を移虫して女王蜂を育成する方法です。この方法では、最初の移虫により

働き蜂が女王蜂の育児状態になっていることと、十分な量のローヤルゼリー

が王椀に貯められているため、幼虫の受け入れ率が高く、また生まれてすぐに

十分な量の餌を摂食するととができるため大きな女王蜂を育成するととがで

きます。移虫技術の習得が必要となります。

プラスチック製の巣房と人工王椀を利用した女王蜂の育成方法です。女王蜂

を一次的にプラスチック製の巣板内に閉じ込めて、強制的に人工巣房に産卵

させます。女王蜂によっては産卵まで数日かかる場合もあります。巣房の底が

プラスチック製の人工王椀になっていて、王椀の取り外しができるようになっ

ているため、女王蜂が産卵した巣房から王椀ごと移虫枠に移すことができま

す。移虫枠には、そのまま王椀を取り付けることのできる台座を取り付けてお

くととで、幼虫の移動に移虫針を使う必要がありません。また、卵の状態で移

す乙とができるので、初心者でも高い成功率と女王蜂の大きさおよび羽化日

の均一化が得られる方法です。

クローク氏により考案された方法で、有王の2段群を使用します。クローク氏

板と呼ばれている引出式の隔離板を巣箱の上段と下段の聞に挿入します。こ

のとき隔王板も同時に取り付けておきます。また上段の継箱には、巣門がつい

ているので、下段の巣箱とは反対側に巣門を向けて開放します。巣箱の間に

挟んだクローク氏板が隔離板の役割を果たしています。下段には女王蜂がい

ますが、クローク氏板により上段は無王群の状態となります。蜂児巣板で両側

を挟むように移虫済みの移虫枠を上段に導入し、翌日にはクローク氏板を引き

出します。巣箱には、隔王板が入ったままの状態なので働き蜂は移動できます

が、女王蜂は移動できません。上段の王椀の幼虫は、働き蜂の世話を受けなが

ら女王蜂となります。この方法は、無王群の働き蜂は、移虫した幼虫の受け入

次のページに続く 砂
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前のページの続き

.移虫に使われる卵・幼虫の大きさ ・卵と幼虫の日齢と大きさ
巣房の底に産み付けられた卵は、立った状態です

が、徐々に横に倒れていき、3日目になると図のように巣

房の底に寝そべった状態になります。4日目には、幼虫

がふ化して1齢幼虫となり、幼虫の周りには餌(ワー

カーゼリー)が見られると思います。移虫に最適な幼虫

は1齢の幼虫です。2回移虫法では、最初に2か3齢幼

虫を移虫します。そのあと1齢幼虫を移虫します。蜂児

移虫器を使う場合には、3日自の卵が良いでしょう。

名称 説明

変成王台法

れ率が高いので、移虫直後は無王群の状態にしておき、ローヤルゼリーの生

産量は、有王群の働き蜂の方が高いので、途中で有王群の状態に戻すこと

で、受け入れ率が高く、より質の高い女王蜂を生産するととができます。また、

女王蜂育成のために女王蜂の取り出しゃ群の割り出しをして無王群を作成す

る必要がないため、女王蜂の生産が終われば、クローク氏板を取り外せばもと

の状態に戻すことができます。ただし、注意しなければいけない点は、羽化日

等をしっかり把握して分蜂をさせないようにしておくことです。日程管理のた

め養蜂早見盤や分蜂抑制のため下段の巣門には、女王蜂トラップを取り付け

ておくのも良いでしよう。

今でも移虫作業をする時聞が十分に確保できない移動養蜂家が行っている

基本的な方法です。有王群を分割して、無王群を作成します。無王群には、

卵が見られる蜂児巣板を導入して変成王台から新しい女王蜂を作成させま

す。通常は4枚(蜂児群ト2枚、蜜巣枠2・3枚)を用意します。給餌も十分に

行います。

法氏-フ 移虫作業を伴うことがないので細かい作業が苦手な人は、便利な方法となり

ます。蜂児枠の下部をカッターや鋭利な刃物で三角波状に切りとります。この

とき切断部分に卵や幼虫が残るように切るとるととが必要です。切り取った巣

板は、巣の中心部分に入れると底部の露出した複数の巣房を働き蜂が王台へ

と作り変えてくれます。また、巣礎のうちに主角波状に切りとり、そのまま産卵

させて王台にする方法もあります。

移虫作業も巣礎を切るもの面倒である、あるいは細かい作業ができないと

言った場合、無王群に1齢幼虫のいる巣板を横に倒して幼虫巣房を下に向け

てやります。そうすると働き蜂は、一部の幼虫巣房を王台に作り変えます。こ

の方法では、簡易的に王台を回収することができますが、巣房が変成してしま

うので、あまりお勧めできる方法ではありません。

ホプキンス法

産卵直後の卵

~診
3臼自の卵の嫌子

3回目の卵の機子

4齢幼虫

4日目
5齢幼虫 5齢幼虫後期

5日目 6日目

13 
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移虫法(人工王椀法)
解説者:(びーはいぷ)羽佐田祥介氏

. 育成の準備

.系統保存用の群(移虫元になる群)

各養蜂場に1群ずつ合計3群を用意しています。優

良系統群の選択基準は、貯蜜性、ローヤルゼリー生産

性、j昆和、耐病性、ミツバチヘギイタダニ耐性に着目し

て決定しています。特に過去に病気(チョーク病等)を

発症した群は、選択から除外しています。群の状態に

より途中で新しい群に交換する場合もあります。

.育成期間

4月から9月まで、最盛期は北海道で7から8月に行っ

ています。

・女王蜂育成群

各養蜂場に1

群ずつ用意して

います。有王群で

2段群(上下段各

8枚)に鉄線隔王

板を使用して下

段に女王を入れ

. 作業について

.移虫用巣枠の用意

巣枠は、2段式の特注の枠を使用しています。1段

あたり26-27備のプラスチック製王椀を木工用ボンドで

接着工します。王椀同士は詰めて問踊をあけないように

しています。さらに王椀同士の隙間には、筆を使って溶

かした蜜蝋を塗っています。この作業により巣枠への

特注で作成した移虫枠

羽佐田祥介

ておきます。上段には、蜜巣枠を2枚、無蓋蜂児枠2枚、

できれば有蓋蜂児枠4枚としています。移虫枠は、蜂

児巣板の間に挿入します。

・働き蜂供給用 (割出用)群

満群(8枚)となっている有王群を使用します。使用す

る群の数は、女王蜂の生産数に合わせて増減します0

.交配用群

割出作業の当日に作成します。巣板は、蜂児板1

枚、蜜巣板1枚に給餌板を使用します。巣箱は移動箱

(7枚箱)または10枚箱を使用しています。

.資材類

巣箱:移動箱(7枚群)・単箱(10枚群)、移虫(王

手L)枠:特注(2段式)、移虫針:ステンレス製・中国製

プッシュ式移虫針、王椀:プラスチック製(オレンジ)、隔

王板:鉄線隔王板(10枚用)、給餌板・木製給餌器、

餌:砂糖液、筆記用具:木材用クレヨン、ペン、手帳、蜂

用ブラシ、その他:絵画用筆(小 ・大)、ヘッドライト、

ローヤルゼリー、水、蜜蝋、木工用ボンド、カッター

働き蜂の誘引を促すとともに王椀の接着性を高める効

果もあります。新品の王椀の場合は、綿棒を使って水

で薄めたローヤルゼリーを王椀内部に塗ります。一度

主椀iこ曲誌を塗ったところ

ローヤルゼリ}を採取した王椀は、そのまま移虫用に

使用しています。巣枠や王椀は、基本的に繰り返し利

用しています。系統選抜が進んでローヤルゼリー生産

量の多い優良群になると、巣枠は2枚同時に導入して

女王蜂を育成することもできます。

・移虫

移虫は、ローテ}ションを組んで1日1か所の養蜂場

で午前中から行っています。悪天候の日でも計画通り

に行うようにしています。荒天日は、働き蜂が餌を集め

ることができないので同時に砂糖液の給餌を行いま

す。移虫には、1醇化したばかりの1齢幼虫を使用しま

す。女王蜂の羽化日を一定にするため幼虫の大きさに

は注意をしています。巣箱の蓋には、忘れないように木

材-用クレヨンで移虫作業を行った日付等を記入し、手

帳にも移虫日および割出日を記録しておきます。

・交配用群の割出作業について

移虫から10日後に、働き蜂供給用群から交配用群

を作成するための割出作業をしています。作業は、昼か

ます。交配用群は、働き蜂の蜂児枠1枚、もう1枚は蜜

巣枠の計2枚で作成します。蜜巣枠は、雄蜂がついて

いるものをそのままの状態で優先的に使用していま

す。王台は、2枚の巣板の間に導入します。王台を取り

付ける位置は、蜂児圏の上部境界部分に取り付けて

います。巣板を利用した働き蜂供給用群には、新しい

空巣牌を導入します。4月から9月までの期間に2枚x4

回の合計8枚を交配用群の巣板に使用しています。非

流蜜期には、王台の導入から1週間後に砂糖液の給

餌を行うようにしてし、ます。

ら行うようにしています。悪天候でも計画通切こ行ってい 矢印部分あたりに主台をつけている

. 女王蜂育成の作業スケジュール

田司 王椀を取り付けた移虫枠に移虫を行明。

移虫枠は、匂いを付けて受入率を高めるた

めに3目前に移虫先の女王蜂育成群に入れ

ておいたものを当日回収して使用します。

園調 移虫した王椀の受付率の確認、を行います。

以後10日目まで働き蜂をかく乱しないように

巣箱の内検は避けます。

回調 王台の回収と導入を行います。王台はわ

ターで隣の王台との境界部分を切り取りま

す。このとき中の蝋を潰さないように移虫枠や

王台を上下逆さまにしたり、衝撃をあたえたり

しないように丁寧に扱います。当然ながら移

虫枠から働き蜂を落とすときは、枠を振ったり

せずに、蜂用ブラシ等の柔らかい素材のもの

を使用して払い落としています。

国語 交配用群への王台導入から1週間後日

台の受け入れの状況を確認します。2団連続

で王台の受付が拒否された交配用群は、使

用をあきらめて合同処理を行っています。働

き蜂カ宝付いた巣板ごと他の群に導入すると、

導入先の働き蜂や女王蜂を殺してしまうこと

があるため、合同処理は、巣箱を元の位置

から移動して蜂場の中央部分で巣板から働

き婚をふるい落とし、巣箱は片付けてしまいま

す。そうすると働き蜂は、養蜂場内の他の群
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に入りこむことができます。また、長い間無王

群にしておくと、王台の受入れ率は低下する

ので、合同処理は、適宜行うようにしていま

す。働き蜂産卵が起きている場合には、無理

に合同をすると女王蜂を殺す確率が高いた

め回避します。

園 調 王台導入から10日前後に女王の交尾産卵

の確認を行っています。女王の生存および

産卵が確認されれば、殺ダニ剤を投与しま

す。殺ダニ剤は、アピスタンとアピパールを2年

周期で交互に使用しています。女王蜂の中

には、稀に産卵をしなかったり、あるいは産卵

はしても鮮化率が悪かったり、雄蜂児になっ

てしまった場合には、女王蜂を間引き、上記

と同じ方法で合同処理をします。羽化後、梅

雨の時期など悪天候が続いた場合には、交

尾日:が遅れるため、それにともない産卵開始

日が遅れる場合があるので注意します。

移虫枠を2枚同時に導入して女王鋒を育

成することができる優良群

‘亙宣重量rrmE砂 王台・女王蜂保湿器の使い方

女王育成群から王台を回収して羽化するまでの問、すぐに交配用の巣箱に導入しない場合には、

保育用枠か専用保温器に入れて管理します。

・保育枠

移虫枠ごと回収した王台は、そのまま無王群に

入れてしまうと、女王蜂が羽化したときに他の王台

を破壊してしまいます。保育枠専用の王龍に回収

した王台を入れて、無王群に保育枠ごと入れてお

きます。王龍には、必ず女王蜂の餌となるキャンデイ

を入れておきます。複数の優良群由来の女王蜂が

保育枠に入るときは、系統の番号、羽化日(移虫

日)等の情報を王能にビニールテープを貼ってその

上にマジックなとさで記入しておきます。無王群の代

わりに自作クローク氏板付隔離王板と巣門付継箱

を利用して、維持することも可能です。

-保温器

羽化後の女王蜂を専用の保温器に入れ、王鑑

の中で餌を与えておくことで、3週間前後まで維持

しておくことができます。王箆には、必ず女王蜂の

餌となるキャンデイか蜂蜜を入れておきます。複数

の優良群由来の女王蜂が保温器に入るときは、

系統の番号、羽化日(移虫日)等の情報を王範に

ピニールテ」プを貼ってその上にマジ‘ックなどで記

入しておきます。移虫器の専用王台は、そのまま王

台受けごと王龍に取り付けられるタイプもあるので

便利です。

二回移虫法
解説者:加藤学・景山心悟(山田養蜂場みつばち農園側)

. 育成の準備

概要

内検時や生産物の量などから適宜優れている群

に印を付けて、その群の幼虫から女王蜂を養成して

います。内検時は、優良群以外の群の雄蜂有叢巣

房を潰す習慣をつけています。交配用群を作るとき

は、優良群から割出をすることで雄蜂の質にも注意を

して、できるだけ他の養蜂場から殖関されている養蜂

場を選んで自然交配をさせています。これを繰り返

し、徐々に群の生産量のレベルを上げています。相対

的に低い群は、他の養蜂場に移動するか、その女王

蜂を更新します。格別に優良な群が出現したら、それ

を超優良群として、その群の女王蜂を元にした家系

図を作成しています。女王蜂には管理番号を付けま

す。超優良群から女王蜂を育成するだけでなく、雄

蜂も育成しています。超優良女王蜂が老王になった

ら、生産物の採取用群から交尾用の雄蜂生産群に

変更して利用しています。

育成期間

5月上旬-9月下旬までの主に流蜜期に行っていま

す。翌年に生産物を採取するための群の女王蜂は、7

月以降作出したものを用いています。

多虫枠

差し込み式の木製の移虫枠に、プラスチック製の透

明の人工王腕の底に溶かした蜜蝋を付けて接着して

特注で作成した移虫粋 プラスチ、yク製主椀

加藤学 景山心悟

います。王椀は、落下防止のために基部をさらに搭け

た蜜蝋を塗って頑丈に固定させています。王腕の数

は、70個程度にしています。王椀の間隔は上段にいく

ほど、間隔を広げるようにしています。移虫枠と王椀は、

海外から輸入しています。

.匂~蜂お kむ雄蜂供給用(割出用)群

超優良女王蜂群にそれぞれI枚ずつ雄蜂用巣板を

入れています。合計で約10枚準備しています。雄蜂巣

房が多くなって処分したいような働き蜂巣板を使用す

ると産卵が早いので補助的に利用することもあります。

挿入した雄蜂巣房に産卵をしたら月日を記録して、出

房予定日を逆算して割出しの日程を決めています。

立王蜂育成群

基本的に有王群で行っています。働き蜂および雄

蜂供給群に雄蜂巣板を入れてから、およそ30日後に

女王蜂育成を開始しています。女王蜂育成群は、約

24，000頭以上の働き蜂数で行い、巣板は上段6枚以

上、下段5枚以上で、構成した2段群で行っています。

特注の6枚箱(ニュークリアス
ハイブとして利用します)

定書優良系統群の主椀
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交思用電撃 枠、移虫針:中国製、王腕:プラスチック製(透明)、蜂プ

王台を導入する前日に作成しています。巣箱は、特 ラシ、ハイブツール、隔王板:木と竹製、隔王式王龍、給

注の6枚箱を使用しています。働き蜂および雄蜂供給用 餌板:木製、プラスチック製、餌(状況に応じて):砂糖

群から雄蜂が出房する前にできるだけ働き蜂が多く付く 液、花粉、その他:蜜蝋、刷毛、筆6号、ヘッドランプ、小

ょう割出をします。交配用群は、蜜巣板l枚、働き蜂蜂児 型バケツ、ティシュ、ピンセット、ハサミ、釘、水、スーパー

巣板1枚、雄蜂児巣板l枚の計3枚群にしています。 ピーなど

.資材一式

巣箱:女王養成用巣箱(特注)または標準箱で2段

群、交尾用巣箱:6枚箱、標準巣箱、オリジナル2王箱、

標準箱改造3王箱、オリジナル4王箱、可動式木製移虫

. 作業について

.移車

移虫枠は、女王蜂育成群に30分程度入れて匂い

をつけるとともに掃除をさせます。移虫枠を回収した

ら、王腕にローヤルゼリーを塗ります。作業は午前中

に行っています。健全群からできるだけ餌(ワーカー

ゼリー)の多い癖化後48時間程度の幼虫を王椀に

移虫して女王蜂育成群に導入します。6~8時間(1日

後でも良い)経過したら移虫枠を取り出し、受付けて

いる王腕に付着している蝋を取去った後に幼虫をピ

ンセットで取り除きます。次に超優良系統の働き蜂巣

房から癖化24時間以内の1mm程度の幼虫を移虫

します。3日後に、必ず保険用の女王蜂育成を行って

います。幼虫の齢期がそろっていない場合は、移虫

から10日後に移虫枠を取り出し、交配用群に王台を

導入しています。

移虫日と系統番号を布テープに油性マジックで書い

て巣箱の叢に張り付けています。移虫枠は、できるだ

け幼虫巣板と有蓋蜂児巣板で挟むようにしています。

王台の受入率が低い群があるので、そのような群は

把握でき次第外しています。移虫後1-2日後に一度

受付率を確認し、8日目に女王蜂の羽化数を把握して

交配用群の数を決定しています。11日目の午前中に

移虫に使用する幼虫.左が最初(48時間)、右が2回目(24時間)の

幼虫の大きさ

移虫枠を取出しています。また、群の状況に応じて砂

糖液給餌、花粉を与えています。また、女王育成群に

は、スーパーピ}を投与しています。

・産卵確認およびマーキング

交配用群に王台を導入してから14-20日後に産卵

の確認を行っています。女王蜂の切麹、マーキングも

必要に応じて行っています。殺ダニ処理は、交尾の前

後に行っています。女産卵確認後、2週間経過した交

配群の巣板を確認し、巣房に雄蜂児が見られる場合

やふ化率が低い場合には、老女王蜂に交換して群を

維持しています。

. 作業スケジュール

回調 優良女王蜂群に雄巣板を入れて雄蜂の

育成準備をします。

臨調 優良系統群から割出作業をして、働き蜂お

よび雄蜂供給用群の作成をします。女王蜂

は、老女王蜂を導入するか、前もって準備

しておいた優良系統の王台を導入します。

餌が少ない場合は必ず給餌を行います。

図冨 移虫に適した幼虫のいる巣板を確認して

おきます。

問題 移虫による女王峰の育成を行います。

盤国 側による女王蜂の育成を行います。

移虫が成功した状態

E翻 働き蜂および雄蜂供給料、ら割出を行い、

交配用群を作成します。交配用の養蜂場に

移動しない養蜂場の優良群の中から若い

雄蜂を回収して、交配用群に合同します。

臨調交配用群に王台を導入します。余剰分は

王龍に入れて無王群に入れておきます。

王台を回収するととろ

王台を導入したところ

玉置Eに入れたととろ

園盟 交配用群の女王蜂の確認、変成王台があれ

ば潰します。優良群以外の雄蜂を潰します。

問題 女王蜂の舗が確認できない群には、新し

い王台の導入などの処理をします。

園調 産卵確認、、殺ダニ剤投与、女王蜂の閥、

マーキングなどを行います。

国語 交配用群から女王蜂を他の群に導入し、

無王にした後に、さらに王台を埋め込み女

王蜂育成を行うこともあります。

19 



20 

有王2段群(クローク氏板)法
解説者:高橋純一(京都産業大学)

. 育成の準備

・育成期間

4月-10月に行っています。自然交配は8月まで、9月

以降はすべて人工受精で行っています。

.系統保存用の群(移虫元になる群)

耐病性(ミツバチヘギイタダニ)、ハチミツ生産'性、大人

しいといった形質に着目し、養蜂場の中で各形質の得点

が高い1番から4番目までの群を移虫元の群として使用し

ています。群の評価方法は、第5主主で解説しています。

・女王蜂育成群

各系統につき有王2段群(16から18枚)をl群ずつ用

意しています。定置式養蜂様式向けに特注巣箱(上下

に巣門がある巣箱)に改良した隔王板(クローク氏板)

を取り付けて使用しています。

.交鹿用群

交尾箱およびニュークリアスノ、イプは、第3章に掲載され

ているものを使用して交配用群を作成しています。交尾箱

および、ニュークリアスノ、イプは、養蜂家向け養蜂マニュアル

Iおよび女王蜂の作り方DVDに従って作成しています。

交配用群は、交配専用の養蜂場に移動して行っています。

. 事前に準備するもの

クローク氏板は、国内では販売されていません。ま

た、国内で使用している通常の巣箱は、欧米で使用

されている巣箱の構造と異なるため、クロ}ク氏板を・クローク氏法の巣箱構造 利用することができま

主台育成

犠玉級t:;..

女王操

下段(継箱}の入り口

特注巣箱の橋造

冒ー せん。ただし、ハイブ

リッド式巣箱や矢吹式

巣門付継箱(P35参

上段{鮪)の入リロ照)と隔離王板を使用

すると加工の必要が

ほとんどないので使利

です。特注の巣箱・継

箱を利用しています。

-雄蜂生産群の準備

系統保存用の上位4番目までに雄峰巣板をJm次1枚ず

つ導入し、産卵させています。1から3齢幼虫になった雄蜂

巣板は、雄蜂生産用に用意した2段群に移動して雄蜂を

育成させています。このとき縦型の隔王板を入れて女王蜂

が雄嫁巣板に移動して産卵ができないようにしておき、ど

の女王蜂の産んだ雄蜂か区別できるようにしておきます。

働き蜂巣房にできた雄峰児は、潰したりじないでそのままに

しておきます。ただし、交配期間中は、特注巣箱の下部に

雄蜂トラップと隅王板を付けて雄蜂が外に出ないように隔

離処理をしています。雄蜂生産群は、交配用群と同じ交配

専用の養蜂場に移動して行っています。

・移虫枠

市販の移虫枠とプラスチック製王椀を利用しています0

.資材類

巣箱:特注単箱・継箱、交尾箱、ニュークリアスノ、イブ、

雄蜂トラップ、隔王板(縦型・横型)、雄蜂巣板30から50

枚、移虫針、移虫枠、人工王碗、蜂ブラシ、ハイブツール、

餌(状況に応じて):砂糖液、花粉、ローヤルゼリー、水、蜜

蝋、筆、木工用ボンド、小形ナイフ、人工受精器一式

ここでは、圏内で入手可能な資材で行う方法を紹介

します。クローク氏板の代わりになるものは、通常の横型

隔王板と厚めのプラスチック板またはプラスチック段

ボ}ルです。それに空の継箱を用意します。

.隔王板の格子部分にはめ込む大きさにプラスチック

板またはプラスチック段ボ}ルを切り抜きテープで留

めます。これでクローク氏板の代わりになります。今回

これを改良型クローク氏板呼びます。

.継箱には、働き蜂が出入りすることができるように巣

門を作ります。電気ドリルとノコギリで巣門を加工する

方法が簡単です。加工が済んだら巣門開閉器を取り

付けます。

-前日までに優良系統(移虫用)群と女王蜂の幼虫を の無王群(交配用群)を用意します。この方法では、女

育てる女王蜂育成群、羽化女王蜂を導入するため 王蜂育成群は、優良系統群と併用するのが普通です。

. 作業スケジュール ※午前中に作業を行います。

園調・有王2段群の巣箱に改良型クローク氏 ・クローク氏法の

巣板橋造
板を入れます。継箱は、加工した継箱に

交換します0

・女王蜂は下段に入れ、蜂児巣板とそこに

いた働き蜂を上に移動させます。

.匂いをつけるために継箱の中に移虫枠

を入れます。下段または優良群で移虫

に使用する1齢幼虫がいる巣板の確認

をしておきます。

臨調・上段から移郎、下段もしくは優良群

から移虫用に蜂児巣板を回収します。

・王椀に薄めたローヤルゼリーを塗り、l齢

幼虫を移虫します。作業が終わったら、移

虫枠を再び継箱の中央部分に入れます。

.上段には代用花粉、砂糖液を給餌しま

.王台受入期の
状態
(無王群の状態に
なっている)

.王台育成期の
す。巣箱の蓋を閉めた後、継箱の巣門を 状態

開けます。巣門の向きは、下段とは反対倶IIj (有王群の状態に
なっている)

にします。

園調翌日に改良型クローク氏板を取り外します。

踊王板はそのままにしておきます。養蜂早見

盤で王台回収日を確認しておきます。

国司必要であれI!，~~t入れ率を確認します。

留国移虫から王台を回収するときに、隔王板もー

緒に回収します。

.元の状態に
戻ったところ
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蜂児移虫器(カップキット方式・ジエンター方式)
解説者:井上勲(井上養蜂圏)

. 育成の準備

・系統保存用の群(移虫元になる群)

採蜜量や大人しい形質に着目し、養蜂場の中でl番

から3番固までの群を決めて移虫元の群として順番に

使用しています。

・女王蝉育成群

1つの系統保存用群の移虫作業につき、女王蜂を

除去した4から5枚の働き蜂数と蜂児巣板の多い群を

3群ずつ使用しています。

.交問用群

継箱から巣枠を取り出し、3から4枚群(1枚は蜂児枠)

. 作業について
事前に用意するものは、空の巣板と移虫枠です。さ

らに女王蜂を捕獲するので、保定器やクリップ等(3

章で紹介)を用意します。

・巣板に移虫器をはめ込み、移虫器枠にします。移

虫器枠の周りに巣房を作らせることもできます。

~ 

主審首

井上勲

の無王群を使用します。不要な雄蜂は除去します0

.優秀な雄蜂群の準備

交尾専用の優秀な雄群を計蘭的に作成していま

す。上位5群の優秀な蜂群に雄蜂巣房が多い巣牌を

入れて作成しています。

・資材類

巣箱:単箱(10枚群)、移虫器2個、専用移虫枠3

個、雄蜂巣牌5枚、蜂ブラシ、ハイブツール、餌(状況に

応じて):砂糖液、花粉

.移虫枠には、専用の王台受けを取り付けて、移虫

器の専用移虫巣枠にします。

・前日までに優良系統(移虫用)群と女王蜂の幼虫

を育てる女王蜂育成群、羽化女王蜂を導入する

ための無王群(交配用群)を用意します。

• • ち 人工主椀ι;主椀固定台

ホルダー

圃圃圃圃圃圃圃 巣板

移虫器(ジ工ンダ一式)のセットと移虫枠 移虫専用の人工王台の構造

. 作業スケジュール
※午前中に作業を行います。

固霊E優良系統群の女王蜂を保定器で捕獲し、

移虫器に入れて巣箱の中央部分に移虫

器巣板を導入します。

国 富掴 巣箱を開けて酬を確認し、卵があれば専

用移虫巣枠を入れて移虫の準備を、なけれ

ば数日後に再び卵の有無を確認します。

.2段群での女王蜂育成群の巣

臨調蕩 卵が3日自になったら、専用移虫巣枠と移虫器巣板を回収します。このとき移虫器巣板

から女王蜂を下段の巣箱、またはもとの巣箱に開放します。

.産卵確認後に移虫器巣板から女王蜂を戻す

4砂主椀ごとに卵を移虫枠に移す

-・ 「司・・
移虫器の巣房に卵が

あるか確認する

4砂給餌を行なう

裏側から卵(3日目)の

ある主椀を取り出す

・代用花粉、砂糖液を給餌します。

-

王椀固定台座に

取付ける

養蜂早見盤で王台回収日を確認して

おきます。

園田掴 移虫から9~1l日後日台を回収します。

-・

移虫が成功した状態
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ニュークIJ "j7スハイプ
ニュ}クリアスハイフ・は、巣板の収納枚数が通常の

巣箱と比べて半分以下の巣箱です。ほとんどの

ニュークリアスハイプは、一般的な規格の巣板や枠式

給餌器をそのまま使うことができます。ニュークリアス

ハイフ.で維持できる，働き蜂の数は、交尾箱よりも多い

ので1~2ヶ月はそのまま飼育することも可能です。交

尾箱よりも長期間飼育することができるため、女王蜂

の産卵状況や蜂児の発育状態をより正確に評価する

ことができます。海外では、ニュークリアスハイフ.は、さ

まざまな形状や素材のものが販売されていますが、残

-u，〆年!

一弘巣箱の準備
〆'‘、--'"町、.... 
し 人よ

交尾箱やニュークリアスハイブを作成するには、

働き蜂、蜜巣板、代用花粉、砂糖液(またはキャン

ディ)を用意する必要があります。さらにニュークリア

スハイブには、有蓋蜂児巣板をl枚用意できると良

いです。ニュークリアスハイブには、図のような配置

で、蜜巣板、有蓋蜂児巣板(なければ蜜や花粉巣

板)、代用花粉、給餌板には砂糖液かキャンディを

入れておきます。できれば給餌板は底が浅いタイプ

の方が良いです。

念ながら圏内で販売している養峰資材販売会社はな

いので、輸入するかあるいは自作することが必要とな

ります。移動箱や花粉交配の出荷時に利用している

ベニヤ板や段ボ}ル製の巣箱をニュークリアスハイプ

として使用することもできますが、これまでの経験から、

専用のニュークリアスハイブPを使用した方が、交尾成

功率、産卵数、蜂児の発育率等の女王蜂の質的評

価をより正確に判定することができます。特に優良系

統を選抜するときには、女王蜂の評価が大切になるた

めニュークリアスハイブの使用を推奨します。

そのためニュークリアスハイブへの働き蜂の導入(無

王群の作成)は、少なくとも前日までに準備をしておくと

良いでしょう。また、羽化した女王蜂を導入する場合、

王縫へ入れる働き蜂は、できるだけ羽化直後(体毛が

白褐色)の働き蜂を用意するようにします。羽化直後

の働き蜂を数匹と餌(キャンディ)を王龍に入れておく

ことで死亡率を低下させることができます。外勤蜂の

中には、無王群にしても新しい女王蜂を受け入れない

個体が稀にいます。そのような個体が混入していると、

肉劫tJ"'"外勤口の分別 王台の破壊や女王蜂殺しをする場合があるため親

働き蜂を交尾箱やニュークリアスハイブに導入して 和性の高い内勤蜂を使用することを心がけます。また

からの時間(無王群になった状態)が短いと、導入し 内勤蜂は、別の巣由来の働き蜂同士でも親和性が高

た王台の破壊や女王蜂へ攻撃する可能性があります。 いので、複数の巣由来の働き蜂同士を合同しても殺

ニュークリアスハイブ内の巣板の配置

国 蜂児巣板

蜜巣板

圃 花粉巣板

圃 給餌板

しあうことがほとんどありません。内勤蜂は、ニュークリ

アスハイブの作成に適しています。

蜂児圏からの回収

簡易的な分別方法のーっとして、幼虫の多い蜂児

圏の巣板の働き蜂を中心に集める方法があります。内

勤蜂は、幼虫の世話をしているため蜂児圏にいる割

合が高くなっているからです。直接ニュークリアスハイ

ブの中に働き蜂を巣板から振い落しても良いのです

が、蜂払い機を使用すると簡単に巣板から働き蜂を回
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収することができます。蜂払い機で回収した働き蜂

は、下部のトレイに集まっているので、トレイから交尾

箱やニュークリアスハイプの中に回収した働き蜂を放

りこみます。このときに炭酸ガス麻酔をしてから導入

するとさらに働き蜂の消耗を最小限に抑えることがで

きます。導入する働き蜂の数は、巣板がすべて働き

蜂で覆われる数になるように調整します。蜂払い機を

使用するときは、女王蜂を一緒に回収してしまわない

ように注意が必要です。また、なるべく雄蜂が混入し

ないようにします。

.分別鳴籍

マーノtーガーボックスと呼ばれる巣箱があります。こ

れは内勤蜂と外勤蜂を簡単にわけることができる分別

巣箱です。巣箱の片側側面は、上部から約70度まで

聞く開閉式の板戸とその内部には隔王板が入ってい

ます。開いた板戸の上に働き蜂を払い落しておくと外

勤蜂はもとの巣箱に飛んで戻りますが、羽化したばか

りの内勤蜂は飛ばずに暗所に移動する性質があるた

め踊王板を通過して巣箱の内部に入りますの巣箱の

中には交尾箱やニュークリアスノ吋ブに導入する巣板

を入れておくと、内勤蜂はその巣板に留まるので働き

蜂ごとそのまま巣箱に移すことができます。さらに人工

合成された蜂児フェロモンを入れておくと内勤蜂は巣

箱内部に移動しやすくなります。隔王板が入っている

ため出所不明の雄蜂の混入も防ぐことができるので選

択的な交配をさせたい場合には、分別巣箱を使うこと

は非常に良い方法です。蜂児フェロモンは、数日間であ

鋒払い機

踊Mrtを使用する方法

巣箱の片側に蜜巣板を数枚入れて、なるべく蜂児

巣板にいる働き蜂を撮るい落とします。反対側には、蜂

児巣板を入れます。蜂児巣板がないときは、巣板と蜂

児フェロモンを入れ、中央には縦型の楠離板を入れて

働き蜂が行き来できないように隔離した状態で蓋をし

て静置します。小一時間ほどして働き蜂が落ち着いて

から隔離板を取り出して再度精置しておきます。静置

中に巣箱の中では、内勤蜂は蜂児フェロモンに誘引さ

φ隔離板による分別方法

1.働き蜂を振るい落とし、

橋離仮を入れる
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2.重量をしてしばらく静置する
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れて蜂児巣板に移動します。蜜巣側の巣門を開けて

おくと外勤蜂や雄蜂は元の巣に戻るか、あるいは蜜巣

板に留まっています。巣門には巣門開閉器をつけてお

くと使利です。

蜂児巣板に移動した働き蜂は、内勤蜂なので巣板

ごと回収して交尾箱やニュークリアスハイブの作成に

使用することができます。縦型の隔離板、巣門開閉

器、蜂児フェロモンは、国内の養捧資材販売会社で購

入することができます。

:買収戸
):::9・巣箱の設置と色

女王蜂の交配を成功させるため、交尾箱やニューク

リアスハイプは、設置場所や巣箱の色を特に配慮して

おくことが大切です。羽化した米交尾女王蜂は、数日

以内に巣門から外に飛び出して巣箱の周囲を旋回飛

行します。これは定位飛行と呼ばれていて、太陽コンパ

スと自分の巣箱の形や色などから巣箱の位置を記憶し

ていると考えられています。働き峰も同様の飛行行動を

マーガーパーボックス
(Marburger Box) 

3.隔灘板を取り、蜂児巣板を入れる

ノ〆

。人とミツバチの視覚スベクトル

れば繰り返し使用することができます。マーパーガーボッ

クスは販売していないため自作する必要があります。

噌却法

たくさんの交尾箱やニュークリアスノ、イブを作成する

と、しばしば内勤蜂が足りなくなることがあります。その

ときには外勤蜂も使うことになりますが、養蜂場が近い

と元の巣箱に戻ることや導入した王台や女王蜂に攻

撃する可能性があります。そのようなときには、蜜巣板

の入った交尾箱やニュークリアスノ吋ブに外勤蜂を入

れて15度前後の冷暗所に24時間以上保冷してから

使用すると、元の巣箱に戻ることが少なくなり、女王蜂

への攻撃性も低下することが知られています。

とりますが、女王蜂は働き蜂よりもこの能力が劣るよう

で、結婚飛行から戻るときに間違って他の巣箱に入ろ

うとする個体がしばしば見受けられます。他の巣箱に

入ろうとした女王蜂は、働き蜂により侵入者と見なされ

殺されてしまいます。そのようなことを避けるために女王

蜂には、巣箱の位置を覚えさせるための工夫をした方

が良いでしょう。

5.内勤鋒は鋒児巣に移動する
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4.鋒児フェロモンを入れる
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ミツバチは、さまざまな形を認識することもできます。図

は、カール・フォンフィリッシュがミツバチの形の識別実

験で使用した図形の一部です。私たちヒトは、図のすべ

ての図形を別な形として識別することができます。

ミツバチも上段の列と下段の列の図形同士は識別

することができますが、上段下段ともに横の列の図形

同士を別な形として識別することができません。した

がって、巣箱に目印をつける場合には、図の横の列同

士の図形が連続して並ぶことがないように配置する

ことも必要となります。

下の図は、巣箱の蓋の配色と巣門付近に付ける

図形を上手く組み合わせることで、より確実に女王蜂

が他の巣箱に迷い込むことを回避できるようにした配

置案です。
※ただし、後述にあるように虫食い状に空巣房があるのは、問題ありません。

.産卵を開始した新女王蜂のチェックリスト

該当するものに図を入れる。1つでも該当する場合には別の女王蜂に更新した方がよい。

口 巣房への産卵が途中から見られなくなる

口 巣房の上を落ち着きなく歩きまわったり、蓋をあけると飛び立ったりする

口 卵のふ化率が低い(ふ化しない卵やしぼんでしまった卵が5%以上ある)

日 産卵圏の巣房に空白個所がある(産卵圏に空の巣房が10%以上みられる)

日 発育途中で死亡した幼虫が5%以上見られる

/ 
口 1111Y × 

カール・フォンフィリツシュが識別実験で使用した図形

。。
。く》 。。。

日目

。。。

上記のチェックリストに該当しない場合には、女王

蜂として基本的な能力に問題がないと判定すること

ができるので、優良系統の性質を受け継いだ可能性

のある女王蜂候補となります。交尾箱の場合には、数

匹の働き蜂と一緒に王龍に移して通常の巣箱(10枚

箱)の無王群に導入します。ニュークリアスハイブの

場合には、巣板と働き蜂を一緒に通常の巣箱に移す

こともできます。巣箱への導入方法は後述します。

。。
。く》

。白く〉
回 目

。目。
Q 。Q 

白 日 回 白 む [}J む

田 日 目 団 む [}J む。o 。
女王蜂の迷い込みを回躍するための巣箱配置索(Jay1971より)

二重線は巣門を示している。左上から、菱型、U字型、放射型、四角型、j皮霊2

静究圏の宣f臨海

葦掛けされた蜂児閣の巣房の中にまばらに虫

食い状態のような空の巣房を見かけることがある

と思います。良く巣房の中を見てみると、空ではな

く蜂蜜が少しだけ貯蔵されています。蜂児圏の

空巣房にたびたび働き蜂が頭部と胸部を突っ込

んで腹部だけが露出した状態が見えると思いま

す。このとき働き蜂は、胸部の飛期筋を撮るわせ

て発熱をして周りの蜂児巣房を温めていること

が明らかになっています。発熱にはエネルギーを

消費するため、空巣房の蜂蜜は働き蜂の補給の

.交尾産卵後の女王蜂の質的評価

交尾を無事に終えて巣箱に戻って来た女王蜂は、数 換することを推奨します。また、稀に羽化から2週間以

日以内に産卵を開始します。産卵を始めた女王蜂は、 上経っても産卵を開始しない女王蜂もいますが、そのよ

その基本的な能力を確認しておく必要があります。次 うな場合にも交換した方が良いで、しょう。

のページにその確認項目のリストを作成しました。もし1

つでも基準をクリアできない場合には、zuの女王蜂に交

ために貯められています。空巣房の働き蜂は、春

先や秋の低温になることが多い季節に蜂児の保

温のために良く見られると思います。

全面有蜜蜂兜
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交尾箱やニュークリアスハイプから通常の巣箱に

移す際に、無王群はできるだけ事前(5日から1目前)

に作成しておくようにします。無王群にした時間が短

い場合、女王蜂をそのまま導入してしまうと他巣由来

の働き蜂に攻撃される可能性があるからです。無王

群に変成王台がないことも確認しておきます。また、で

きるだけ王能は、巣箱の中央部分に入れて3日間は

女王蜂と働き蜂が直接接触できないようにしておきま

す。その聞に女王蜂のフェロモンが巣内に広まること

で働き蹄からの攻撃がなくなります。外勤蜂が多い無

王群の場合には、王龍に隔離しておく期間をさらに

長く(7-14日間位)しておく方が安全です。

王能から女王蜂を開放する前に確認してほしい

点があります。王能に働き蜂がたくさん群がっている

ときは、働き蜂が女王蜂に攻撃をしようとしている場合

があるため注意が必要です。また、王龍の中の働き

蜂が死亡している場合も王縫の外の働き蜂に殺され

た可能性があるので注意が必要です。女王蜂を開

放するときには、数分の間で良いので女王蜂の様子

を観察してください。もし働き蜂が女王蜂をかみつい

たり刺そうとしている個体がいた場合には、ただちに

その個体は除去し、女王蜂は回収して、さらに数日間

は再び王箆に入れて女王蜂フェロモンが浸透してい

くのを待つ必要があります。

特に、女王蜂と働き蜂がイタリアンとカーニオラン等

のように系統が異なると、通常よりも長期間(10-14日

間前後)王龍に入れておいたほうが受け入れられや

すいです。

合同額を利用した方法

交尾箱やニュークリアスハイブタから女王蜂、働き

蜂、巣板をまとめて通常の巣箱に移すとき、さらに無

王群由来の働き蜂を加えて働き蜂の数を増やしたい

場合には、合同板を使用すると簡単に合同すること

ができます。この方法は、巣箱の片側に交尾箱や

ニュークリアスハイブから移した女王蜂、働き蜂、巣

板、砂糖液の入った給餌板を入れておきます。巣箱

王箆に入れて群に導入した直後

から集めた働き蜂と蜜巣板、砂糖液の入った給餌板

を入れておきます。そして無王群の働き蜂がいる側の

巣門からは、外に出ることができないように巣門を閉じ

ておきます。巣門開閉器を取り付けておくと簡単に開

閉ができます。また巣板上部と叢の隙聞から無王群

の働き蜂が女王蜂の方に移動してしまうことを防ぐた

めに、段ボール、ベニヤ板、麻布などを巣箱の内径に

合わせて作成し、中華として入れて巣板上部を働き

蜂が移動できないようにします。3日以上経ってから合

同板と中華を取り出して巣板を片側に集めて、巣門を

全聞にすれば合同が完了です。このときに念のため

無王群側の巣板に卵がないか確認しておくことを推

奨します。すでに働き蜂が産卵を開始していた場合に

は、女王蜂に攻撃をするため合同はしないようにしま

す。もちろん、この方法は、春や秋の非流蜜期の合同

が難しいような時期に有王群と無王群を合同するとき

にも適用することができます。合同板巣門開閉器は養

蜂資材販売会社で購入することができます。

. 有蓋飯島撤

回 鰭鋒児鰯

釜巣板

薗 給餌板

鼠 合同板

の中央部分には合同板を入れ、反対側には、無王群 合同板を利用した巣仮の配雀

王蜂の産卵後の処理

羽化した女王蜂には、体にマーキングをして元の

系統や個体識別ができるようにしておくと優良系統を

選抜するときに非常に便利です。マーキングのときに

使用する色は、女王蜂が生まれた年によって国際的

に共通の色が決められています。生まれた年や親の

系統識別に役立つので女王蜂の背中(胸部)にマー

キングすることを推奨します。

優良系統群を維持していても、それが分蜂や逃去

をして女王蜂がいなくなったら元も子もありません。新

女王蜂が羽化しても同等の性質をもっている確証は

ないし、交尾に失敗すればその系統自体がなくなって

しまう場合もあるからです。通常は、優良群と言えば

強群であるため、養蜂場内でも春先からもっとも働き

蜂の数も多いので、一番先に分蜂する可能性が高い

と思われます。分蜂を予防するためには、定期的な内

検作業による王台の除去が必須です。ベテランの養

蜂家は、少なくとも5-7日間にl回は、必ず王台の有

無を確認、して分蜂を抑制するために王台を壊してい

ます。もちろん雨天であっても日程は守らなければい

けません。巣箱の中では天候に関係なく王台で新女

王蜂が育成されているからです。しかしながら、どん

なに丁寧に内検作業をしていても、王台を見逃してし

まうことが稀にあります。そのような場合、分蜂しでも

回収できるように準備をしておくべきです。ここでは、

女王蜂へのマーキング方法と分蜂の発生予防に関

するし冶くつかの方法を紹介します。

.インターナショナルマーキングコm ド

西暦の末尾の数字 色

0か5 青

1か 6 自

2か7 黄

3か8 赤

4か9 緑

例えば2013年に羽化した女王娩は末尾が3なので赤となります.

-女王蜂守ーキングキ...ト

ミツバチの専用マーキングキットが海外で販売され

ているので、これを使用すると便利です。ちょうど女王

蜂の背中(胸部)に張り付けることができる大きさのプ

ラスチック製の丸いラベルに番号が付いており、ラベ

ルの色は上記のインターナショナルマーキングコード

表に準じています。プラスチック製の軽素材なので女

王蜂の移動・産卵の負担になることはありません。擾

良系統を選抜する際には、女王蜂の個体管理が必

要なため海外では普通に使用されています。キットに

は、ラベル、接着用の勝、棒が入っています。棒の先

端に膝を少量つけて女王蜂の胸部につけます。ラベ

ルは爪楊枝などで拾い上げて背中にのせ、軽く押し

て接着剤で固定することができます。勝の代替品とし

ては、市販のセメダインも利用可能です。

女王蜂マーキングキット
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磁石武マーキンタキット

ラベルが上記のプラスチック製の素材の代わりに

金属製でできています。キットに付いているベン式の

磁石を使用すると傷つけずに女王捧を確認・捕獲す

ることができます。また、巣門に磁石をつけておくと分

蜂しようしたときに接着して予防することができます。

νv ____ '"圃骨、".. ・・!I.J"T'".I=7G置

織石式マーキングキット一式(ケース、接着剤、ベン、ラベル)

ラベルを付けた女王蜂

付属のベン先がラベルと磁石で付着するようになっている

マーキング間違料

マーキングキットは便利で、すが、高価であるため簡

易で安価な方法として塗料を使用する方法がありま

す。ポスターカラーマーカー(ボスカ)が国内外で最も

利用されています。一般的なマーキング法では、太字

のマ}カ}で背中に印を付けます。マーカーには、細

字や極細の種類もあるので用途により使い分けると

上述のマーキングキットよりも詳細に情報を記入する

ことができるので優良群を選抜するときに便利です。

例えば、インターナショナルマーキングコード表に従

い、左上に生まれ年の色をつけ、さらに残り3か所には

別の色をつけることで女王蜂の個体識別番号を付け

て家系図を作成することが可能となります。

.個体の舗別用マ由キングコード表(京都E霊祭大学での例)

マーキング方法の例
(2010年生まれのNo.469)

NO.201 

.女王蜂捕庄{保定}器

マーキングをするため女王蜂を捕獲する際に手やピ

ンセットで捕まえると傷をつけて死亡させてしまう場合が

あります。そのようなことを避けるために女王蜂を安全に

捕漉するための資材が販売されています。さまざまな形

状のものがありますが、初心者には透明なクリップ式や

円筒形の捕獲器が使いやすいと思います。捕獲器で

捕まえた女王蜂をそのままマーキングや麹切作業をす

ることもできますが、慣れるまでは後述する炭酸ガス麻

酔をしてから作業を行った方が良いでしょう。

炭竃Jjス.酔

屋外で女王蜂の麻酔を

するときに水草育成用の小

型の炭酸ガスボンベを使用

すると便利です。小さな袋

に王能や捕獲器にいれたま

ま炭酸ガスを噴出して麻酔

をかけることができます。熱

帯魚庖などで炭酸ガス注入器と使い捨てタイプの炭

酸ガスボンベを購入することができます。

立王Uの似の切酪{明白)

女王蜂の麹(前麹)を切除することにより女王蜂が

巣門から飛び立てないようにして分蜂を抑制する方

法です。ただし巣門付近に長期間放置しておくと、新

しい女王蜂への更新や女王蜂が死んだりしてしまう

のであくまでも一時的な予防処置です。麹の切除方

法は、小型のハサミで前遡の213を切り取ります。ハサ

女王舗のマーキングと興理

作業の流れ

①産卵を確認した女王蜂は、保定器(捕獲器)を使っ

て捕獲します。

②保定器ごとビニール袋に入れ、炭酸ガスで麻酔をか

けます。

③麻酔がかかっている聞にハサミで前麹の半分位を

切り落とします。

④マーキングキットまたはポスカを使って女王蜂の背中

に印をつけます。

ミの先端が女王蜂の体になどに触れると傷がついて ⑤女王蜂が麻酔から目覚める前に保定器にいれます。

死んでしまう場合があるので慎重に作業を行います。

マーキング作業のときに使用する女王蜂保定器を利 ⑥女王蜂が麻酔から目覚めたら巣箱に戻します。

用して女王蜂を捕獲し、炭酸ガスで麻酔をしてから

作業をする方が安全です。

女王蜂の前麹の切り取り箇所

.宵珊に討する守噌琵蜂の考え方

生産物が有機認定を受ける必要がある場合、多く

の有機養蜂基準では、第麹は禁忌事項となっている

ため，掠麹する前に認定団体に問い合わせて下さい。
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• • -雄蝿様磁.Q範 ・雄鱒受配鍋作用操籍(ハイブリッド式蝿箱・

雄蜂の生産数を管理するためには、雄蜂用の巣房 矢快式穂積}

で構成された巣板が必要ですが、これを作るために

は、専用の雄蜂巣礎を使用すると便利です。巣礎の

素材には、蜂蝋製以外にプラスチック製が海外で販

売されています。

産口口節範

雄蜂巣房に強制的に産卵させるために産卵調節

龍を使用します。種類にもよりますが、lから3枚の巣板

を入れることができます。使い方は、産卵調節箆の中

に雄蜂巣板と女王蜂を入れて巣箱の中央部分に戻

しておき、十分産卵していれば産卵調節能から女王

蜂を開放します。

雄蜂トラップ

野外で交配させるときに、特定の系統の女王蜂と

雄蜂を交配きせたい場合など、目的の群以外の雄蜂

が結婚飛行に出ることができないようにするために使

用します。

雄蜂トラップ

継箱にも開閉式の巣門が付いている巣箱を利用し

ます。羽化した雄蜂は、巣箱の中で数日間を過ごした

のち、性的に成熟すると結婚飛行のために外に出ょう

と光に向かつて移動する性質(正の定光性)がありま

す。この性質を利用するため、雄蜂巣板を継箱に移動

させて隔王板を入れておきます。羽化した雄蜂は、継

箱から下に移動することができないため外に出ることが

できません。このとき継箱の巣門を開けると、性的に成

熟した雄蜂は、巣門から外に出ょうとするので、交配を

させたいときに継箱の巣門を開け、交配させたくない場

合には、巣門を閉じることで交配を操作することができ

ます。下の巣門には前述の雄蜂トラップをつけておきま

す。継箱に穴をあけて自作することもできます。継箱の

側面に開閉式の巣門と着地版を作成しています。

守胃~圃圃瞥国F

矢吹式継箱

ハイブリッド式巣箱
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雄蜂の発育日数は、女王蜂よりも7日ほど長くかかる

ため女王蜂育成群よりも先に雄蜂育成群を準備する

必要があります。前年度の評価が高かった群の中で

一部を雄蜂育成群とします。もちろん移虫用群との併

.女王蜂と雄蜂育成群のカレンダー

回数 女王蜂

羽化予定日 生育状態

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

8日目

9日目

10日目

11日目

12日目

13日目 -15 ~~ 

14日目 -14 卵

15日目 -13 ~~ 

16日目 -12 移虫日

17日目 -11 幼虫

18日目 -10 幼虫

19日目 -9 幼虫

20日目 -8 幼虫

用もできますが、同時に女王蜂育成群にすることは、群

の消耗が大きいため避けたほうが良いでしょう。表は、

雄蜂と女王蜂の発背状況と育成計画のカレンダーと

なっています。

交尾予定日 雄蝉

生育状態

35目前 ~~ -23 

34目前 ~~ -22 

33日前 ~~ -21 

32日前 ふ化幼虫 -20 

31日前 幼虫 -19 

30日前 幼虫 -18 

29日前 幼虫 -17 

28目前 幼虫 -16 

27日前 幼虫 -15 

26日前 幼虫 -14 

25日前 巣房の蓋掛 -13 

24目前 踊 -12 

23目前 踊 -11 

22日前 婦 -10 

21目前 婦 -9 

20日前 婿 -8 

19日前 輔 -7 

18日前 蝿 倒 6

17日前 踊 -5 

16日前 踊 情 4

21日自 -7 幼虫

22日目 網6 巣房の蓋掛

23日自 -5 鋪

24日目 -4 踊

25日目 -3 踊

26日目 -2 嫡

27日目 王台を導入

28日目 。 羽化

29日目 性成熟

30日目 性成熟

31日目 性成熟

32日目 性成熟

33日目 性成熟

34日目 定位飛行

35日目 交尾飛行

36日目 交尾飛行

37日目 卵巣発達

38日目 卵巣発達

39日目 卵巣発達

40回目 卵巣発達

41日目 卵巣発達

42日目 産卵開始

女王蜂と雄蜂の交尾日を合わせるためには、雄蜂

は女王蜂よりも少なくとも12目前に準備を行う必要があ

ります。雄蜂巣礎の作成からはじめると、さらに前倒し

で準備をする必要があります。また、元群で殺ダニ剤

15目前 鏑 -3 

14目前 踊 -2 

13日前 羽化脱皮

12目前 羽化 。
11日前 性成熟

10日前 性成熟

9日前 性成熟

8日前 性成熟

7日前 性成熟

6目前 性成熟

5目前 性成熟

4目前 性成熟

3目前 定位飛行

2目前 定位飛行

1日前 交尾飛行

交尾飛行

交尾飛行

交尾飛行

交尾飛行

交尾飛行

処理をしていない場合には、最初に雄蜂育成群には

薬剤j処理をしておく必要もあります。
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表は、l匹の女王蜂に対して64匹の雄峰が必要で

あるという経験値にもとづいて作成されたデータで

す。自然交配を行うときに必要な雄蜂生産群および1

・女王蜂と選択交認に必要な雄蜂数の予測

日あたりの雄蜂数の推定値が書かれていますので、

参考にしてください。

羽化日が同じ女王蜂の数(1日あたりの交尾個体数)

雄蜂

<10 <50 <100 <250 <500 

1日あたりに交尾飛行をする雄蜂数 640匹 3，200匹 6.400匹 16，000匹 32，000匹

1回の交配に必要な雄蜂巣板数 1"'2枚 2"'10枚 4"'20枚 10"'50*女 20"'100枚

雄巣板による雄蜂育成用群数 1"'2群 1"'5若手 2"'20群 5"'50群 10"'100群

女主鋒も雄鋒もできるだけ少ない育成群で智史上を行うことを心がけましよう.

育ての親書草は少なくし、産みの親となる群は多い方が近親.3e配の問題からも重要となります。

交配記認のつけかで

隔離された養蜂場であれば、女王蜂の交尾箱や

ニュークリアスハイプと雄蜂交配用巣箱で交配日を操

作すれば、ほほ任意の系統同士を交配させることが

できます。優良系統を維持していくためには、特に交

配相手の雄蜂の候補群の可能性を記入しておくこと

が重要です。第5章で説明する群レベルの評価と交

配(家系)情報と合わせることにより、後でどの系統同

士の交配が良い結果となるのか明らかにすることが

できます。そのため雄峰の隔離処理をした場合には、

必ず記録をつけてください。

.女王蜂と受配した雄蜂の由来

女王蜂 隔離状況

A 

特定の雄蜂と~艇SfJaをするには

系統を長く維持するためには、系統内にできるだけ

多くの群を用意し、同じ女王蜂由来の女王蜂と雄蜂

が交配しないように、なるべく近親交配を避けるような

交配をする必要があります。表は、ある養蜂場で同じ

養蜂場の女王蜂と雄蜂がどの程度の頻度で交配し

ているか調査した結果です。例数は少ないですが、

周囲5km圏内に複数の養蜂場が存在している場

合、隔離交配を行わなくても60%以上の割合で同じ

養蜂場内交配をしていることがわかります。10km圏

内に養蜂場がないと、隔離状態で特定の女王蜂と雄

蜂の交配を行うことができることを示しています。

同じ養蜂場(%) 別の養蜂場(%)

64 36 

B 半径5km圏内に複数の養蜂場がある 61 39 

C 68 32 

D 94 6 

E 半径10km圏内に養蜂場はない 100 。
F 100 。



まず自分がどのようなミツバチ群がほしいのか考え

てみてください。今回は、ハチミツ多収性系統をつくる

ための方法を例に解説します。

選択の倒

ノ、チミツ多収性の場合には、貯蜜量、糖濃度が最も

重要な形質になります。その他に病気やダニに強い、

大人しいなど個々の好みに合わせて必要な形質を選

。系統造成のためのチェックリスト(ハチミツ多収性)

択します。ハチミツ多収性の系統を造成しようとした場

合、ローヤルゼリーやプロポリスなど他の養蜂生産物

の多収性の能力は、基本的に低下するので、すべて

が多収性という群は、基本的に作出できないので注

意してください。評価形質が決まったら、以下のような

チェックリストを作成します。

が見られる可能性があります。良質な蜂蜜を得るに

は、精濃度は高い方が良いため、貯蜜量とともに重要

な評価形質となります。

測定方法は、携帯式の糖度計を使って、葦掛け巣

房から蜂蜜を採取して測定します。蜜叢を開けると吸

湿して濃度が変わってしまうので、すぐに測定すること

が必要です。各群の糖濃度は、表を参考にしながら5

段階で評価を行います。糖濃度は、気候や蜜源植物

などに影響を受ける場合もあるので、得点は同一養

蜂場内の群間で比較します。女王蜂(群) 評価期間( 年 月 ，、， 月)の得点 総合順位

NO. 
糖濃度 lダニ耐性 | 合計点

砂必要なもの:携帯式糖度計、ハチミツを取りだす

ための使い捨てのマドラーやスプーン

蜜巣

ローヤルゼリー(王乳)多収性 生産量の平均値を算出します。そして、各群のローヤ

ローヤルザリー生産量 lレゼリー生産量が平均値に比べてどの程度の差があ

ローヤルゼリ}は、若齢の働き蜂が頭部にある合成 るのか表を参考にしながら5段階で評価を行います。

ら5段階で評価を行し、ます。

例えば、A養蜂場における春季(4から5月)の貯蜜

量が群あたり平均50kgだとすると、5点は60kg以上、4

J点、は52.5kg以上60kg未満、3点は47.5kg以上52.5kg

未満。2点は40.0kg以上47.5kg未満、1)夜、は40kg未

満となります。B群の春季の貯蜜量が62kgの場合、B

群の得点は5点となります。

巣箱の重量さを量る測定器は、さまざまな機種がある

ので各自の状況に適した機種を使用すると良いでしょう。

養蜂場を移動できる台車式の測量機が便利です。

砂必要なもの:kg単位の大型のはかり(屋外用)

貯宮の町渥

群ごとに葦掛けされた貯蜜巣房の糖濃度を測定し

てみると、同じ場所で飼育していても蜂蜜の糖濃度に

相違が見られます。これは、遺伝的な影響により、群ご

とに糖濃度に対する選好性が異なるためであると予

測されます。つまり、貯蜜巣房を叢掛けする時期や蜂

器官で生成しているタンパク質です。このローヤルゼ

リーの生成には、蜂蜜の他にタンパク源となる花粉が

大量に必要となります。これまでの研究によりローヤル

ゼリーの生産量は、遺伝的な影響が強く作用している

こと、生産量が多い群は、花粉の採集量も多いことが

明らかになっています。蜂蜜と同様に群ごとにローヤル

ゼリ}の生産量を記録することは、非常に手間暇がか

かります。そのため簡易的にローヤルゼリーの枠ごと天

秤で重さを測定する方法が便利です。当然ながら王

椀の数はそろえておく必要があります。

計算方法は、群ごとにローヤルゼリーの生産量を記

録し、そこから季節または年間の群のローヤルゼリー

形質の許価方法は以下にまとめであります。自分に

必要な形質を確認して5段階で評価を行ってください。

ハチミツ多収性系統

貯

峰蜜の多収性系統を見つけるために群ごとに採蜜

量を正確に記録することは、非常に手間暇がかかりま

す。そこで蜜巣板の入った巣箱ごと重量を測定するこ

とで、貯蜜量の値を採蜜量として評価に使用します。

隔王板を利用して蜂児巣房のない蜜巣板を作成した

方が正確に評価することができます。ただし、蜜源植

物の状態は、その年の天候や場所により大きく異なりま

す。そのため採蜜量の評価方法は、養蜂場ごとに同じ

条件・で飼育した群の聞で相対的な比較を行うことに

なります。

計算方法は、群ごとに定期的に巣箱の貯蜜量を記

録し、そこから季節または年間における群の貯蜜量の

平均値を算出します。そして、各群の貯蜜量が平均値

例えば、C養蜂場における2012年のローヤルゼリー生

産量が群当たり平均500gだとすると、5点は600g以

上、4点は525g以上600g未満、3点は475kg以上

525g未満、2点は400g以上475g未満、1，1点は400g未

満となります。D群の5月のローヤルゼリー生産量が

420gの場合、D群の得点は2点となります。

ローヤルゼリー生産量は、蜜源や花粉源となる植物

などに影響を受けるので、同一養蜂場内の群同士比

較をします。養蜂場内で使用できる電池式の小型のは

かりを使うと便利です。

砂必要なもの:小型のはかり(料理用などで使うg

単位で測定できるもの)

群ごとに測定した1群あたりのローヤルゼリ一生産量(1困あたり)
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に比べてどの程度の差があるのか表を参考にしなが 蜜の濃度を調整が、群ごとに異なるため糖濃度に違い

ローヤルゼリー
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1E締収集

ローヤルゼリーをたくさん生産する群は、その元に

なっている花粉を良く集めることが知られています。

そのためローヤルゼリーの量を測定する代わりに花

粉の収集量で評価することも可能です。

設置方法の一例として、前日の日没後に巣門に市

販の花粉トラップを設置し、翌日の日没後に花粉トラッ

プを回収します。採集された花粉は、群ごとに約60度

の乾燥機で乾燥させた後、重量を記録します。これを

季節または月に何度か繰り返し、群ごとの平均値を記

録します。

例えば、E養蜂場における8月の花粉収集量が群

当たり平均800gだとすると、5点は816g以上、4点は

804g以上816g未満、3点は796g以上804g未満。2

点は784g以上796g未満、 I点は784g未満となりま

す。F群の8月の花粉収集量が805gの場合、F群の

得点は4点となります。

花粉源となる植物は、場所により異なるため、同一

養蜂場内の群同士で比較します。

砂必要なもの:花粉トラップ、乾燥器、微量測定用

のはかり(mgからg単位で測定できるもの)

花粉トラップで収集した花粉

プロポリス多収性

プロポリスを採集するためのネット(網)は、さまざま

な種類のものが販売されています。当然ながら比較

する群には、同じ種類のプロポリスネットを使用する必

要があります。プロポリスネットまたはナイロン製の網を

設置し、最も収集量の多い群が、ネットの80%以上

にプロポリスが付着した頃に回収をします。

計算方法は、養蜂場ごとに巣箱に設置したプロポ

リスネットに収集されたプロポリスの重量を記録し、養

蜂場の群あたりの平均値を算出します。そして、各群

のプロポリス採集量が平均値と比べてどの程度の差

があるのか5段階で評価を行います。

市販のプロポリスネットやナイロン製の網に付着した

プロポリスの重量をネットごと測定します。プロポリスも

採集源は植物であるため、周囲の植生の状態に大きく

影響を受けます。そのため養蜂場ごとに同じ条件で飼

育した群間で相対的な比較を行うことになります。

砂必要なもの:小型のはかり(料理用などで使うg

単位で測定できるもの)

群によりブロポリス収集量が乙となる

大人しい(混順・混和性)系統

働き蜂の攻撃性には、天候や群の状態の他に当然

ながら遺伝的な要因も存在しています。それは、ベテ

ランの養蜂家が同じように管理していても群ごとに攻

撃性の違いが顕著に見られることからもわかります。

働き蜂の攻撃性が低い(大人しい)系統を作出するこ

とは、刺傷被害の低減となるため安全性の向上およ

び花粉交配群として使用するのに適しているため、有

用な形質となります。

攻撃性を評価する方法として、日常的な管理の中

で見られる働き蜂の行動から評価することができま

す。攻撃性に関するレベルを表にまとめであります。

日々の作業時に、群の状態を記録しておくと攻撃性に

ついて定量的に評価することができます。そのほか

に、刺された回数を記録しておくことでも評価が可能

です。

砂必要なもの:煤煙器、毒抜き、手袋

病害虫に強い

ミツバ手・ヘギイ~管ニ耐性

ミツバチヘギイタダニの抵抗性を評価するために

は、群ごとに寄生率を測定します。群の寄生率は、

シュガ}ローJレ法により推定することができます。必要

なものは、プラスチック製の容器、粉砂糖、トレー、炭

酸ガス(できれば)を用意します。シュガーロルキット

は、市販もされています。はじめに約100-200匹の蜂

児聞にいる働き蜂を峰ブラシまたは蜂払い機でトレー

に振るい落とし、プラスチック製の容器の中に入れま

す。炭酸ガスで麻酔をかけて大人しくなった後、容器

の中の働き蜂に約100gの粉砂糖を振り掛けます。容

器の董をして強めに20回程度、上下に撹排します。

容器の中身を白色のトレ}に開け、働き蜂が目覚める

前に正確な働き峰の数を測定します。その次に、ト

レーに落下しているミツバチヘギイタダニの数をピン

セットや割り箸などで粉砂糖の中を慎重に記録しま

す。これを1月に1から2回程度の頻度で半年から1年

間繰り返して寄生率の記録を取ります。当然ですが、

評価試験に使用している群は、アビスタンやアピパー

ル(殺ダニ剤)の使用は、調査期間中は控えます。ま

た、巣板の入れ替えや働き蜂の合同などを行っても

正確な寄生率を推定することができないため注意し

てください。

各群の寄生率は、表を参考にしながら5段階で評価

を行います。測定した寄生率が低く、平均得点が4点

以上であった群は、さらに年間を通じて何度か測定し

て詳細な寄生率を測定することで、選抜候補の群を

見つけることができるでしょうJ点以下の群は、測定が

終わったら市販の殺ダニ剤を使用してください。

砂必要なもの:シュガーロールキット(粉砂糖、パッ

ト2個、容器:市販品はすべてセットになってい

ます)、炭酸ガス、ビニール袋、割り箸、ピンセッ

トカウンター
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-シュガーロール法の流れ

働き鋒の巣板をぬきだす 蜂をトレーに落とす

約100g粉砂穏を入れる 20回程度上下に携鉾

、
ダニの数を数える 巣箱に戻す

蟻'9 Q、生存牢(ふそ~.:;ヨーク病抵折性}

働き蜂の数が多い群は、病気や環境変化に対して

適応性があり、その結果、多量の養蜂生産物を生産

することができます。養蜂用語には、強群という言葉

がありますが、強群とは、養蜂場内で相対的に働き蜂

の数が多く、生産性の高い群のことを意味していま

す。つまり、働き蜂の数は、養蜂にとって重要な形質と

なります。

蜂児の生存率の測定方法は、まず100個の巣房の

うち、ほぼすべての巣房で卵が産み付けられている

場所を見つけます。そして、卵の数を正確に測定し、 1

週間後に有蓋蜂児になった数を測定して、蜂児の生

存率を計算します。

例えば、最初に測定した100個の巣房全てに卵があ

容器に入れてフタをする

容器の中身をトレーにあける

り、再び‘踊になったとき|司じ100個の巣房を測定する

と、8備の巣房が空または花粉や蜂蜜が入った状態

になっていた場合、生存率は100-8=92%となりま

す。このようにして、季節ごとに群の蜂児生存率を測

定し、平均値から評価します。その場で測定する方

法以外にもデジタルカメラで記録しておき、プリンター

で印刷して測定することも可能です。また、前述した

養蜂早見盤を使用すると測定日を間違えることがなく

なります。

惨必要なもの:厚紙、プラスチック板、カッター、カ

メラ、プリンター

※前述したように空巣房は一定の割合で発生するので、生存

率が100%になることは、lまlまありません.また、生存率が

85%以下の場合には、その群は病気、銀不足、女王鋒の弱

体化の可飽食もあるので注意してください.

ハチミツ貯蜜量

評価内容

貯蜜量の平均値から20%以上多い

貯蜜量の平均値から5%以上20%以下で多い

貯蜜量の平均値から土5%以内の範闘である

貯蜜霊の平均値から5%以上20%以下で少ない

貯蜜量の平均値から20%以下少ない

貯蜜の糖濃度

評価内容

精度の平均値が82%以上多い

糖度の平均値が81%以上82%以下で多い

糖度の平均値が80%土1である

糖度の平均値が78%以上79%以下である

糖度の平均値が78%以下である

@プ口ポリス生産量

評価内容

プロポリス採集量が平均値から20%以上多い

プロポリス採集量が平均値から5%以上
20%以下の範囲で多い

プロポリス採集量が平均値から土5%以内の
範囲である

ブロポリス採集量が平均値から5%以上
20%以下の範囲で少ない

ブロポリス採集量が平均値から20%以上少ない

φダニの寄生率

評価内容

寄生率が0.5%以下である

寄生率が2%以下である

寄生率が5%以下である

寄生率が10%以下である

寄与生率が10%以上である

.蜂児の生存率

評価内容

生存率が95%以上である

生存率が90%以上である

生存率が85%以上である

生存率が80%以上である

生存率が75%以上である

ローヤルゼリー生産量

点数 評価内容 点数

5 ローヤルゼり一生産量の平均値から20%以上多し1 5 

4 

3 

ローヤルゼり一生産量の平均値から5%以上
4 

20%以下で多い

2 
ローヤルゼり一生産量の平均値から:!:5%以内の

3 
範囲である

ローヤルゼリー生産量の平均値から5%以上
2 

20%以下で少ない

ローヤルゼリー生産量の平均値から20%以下少ない

.花粉収集量
点数 |

5 

4 評価内容 点数

3 I 花粉採集量の平均値から20%以上多い 5 

2 I 花粉採集量の平均値から5%以上20%以下で多い 4 

花粉採集量の平均値からら:!:5%以内の範囲である 3 

花粉採集量の平均値から5%以上20%以下で少ない 2 

花粉採集量の平均値から20%以下少ない

点数 |

5 I 

.攻撃性(大人しい)

点数 評価内容 点数

5 煙をかけないで巣板を取り出して作業をしても、
働き蜂は体の周囲を飛び回ることがない。 5 
(まったく刺されることがない)

4 

3 煙をかけないで蓋を開けても、

2 働き蜂は体の周囲を飛び回ること7少ない 4 
(煙をかけるとほとんど刺されることがない)

煙をかけると働き蜂は大人しくなり、
作業することができる 3 
(巣板の作業中にときどき刺されることがある)

点数 煙をかけても一部の
働き蜂は手や体の周囲を飛び回る 2 
(蓋を聞けるだけで刺されることがある)

5 

4 
煙をかけても一部の働き蜂は、

3 手袋や服の上からでも刺してくる

2 
(巣箱に近づくだけで刺されることがある)
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表は、京都産業大学で飼育中の蜂群で、前述のハ

チミツ多収性の形質に注目して測定した結果の判定

例です。群ごとに4種類の形質を合計点で比較する

と、HY12002と02-0076HGの聞には合計点に差がみ

られません。形質ごとに見てみると、02-0076HGは、貯

蜜量および、糖濃度で5点を獲得しているので、この女

王蜂の群を1位することができます。

ただし、l系統だけで繰り返し隔離交配をすると、後

述する近親交配などを問題が生じる可能性があるの

で、複数の群を用意しておきます。次に有望な群を見

つける方法は、重要視をする形質について重みをつ

4砂選抜群の評価例

女王蜂
得点

(群)の
量貯蜜 糖濃度 i悪性量口

ダ ~ l頃

管理番号 耐性 言十 {立

HY 12002 4 3 5 3 15 

HY 12013 3 3 5 3 14 3 

01・0044KS 5 8 8 

02・0044KS 3 3 2 3 11 5 

02・0045KS 2 4 8 8 

02・0056YM 2 3 3 2 10 6 

02・0071HG 3 4 3 3 13 4 

02・0076HG 5 5 3 2 15 

02-0078HG 3 2 2 3 10 6 

開府~)
日;ιデータの記録

優良系統を選抜するには、前述の形質以外にも日常

的な管理のときに女王蜂(群)ごとに手帳にさまざまな

情報(羽化目、産卵目、病害虫の発生状況、巣板数、王

台破壊数、)を記録しておくことを推奨します。もちろん、

薬剤の投与日や採蜜日も必ず記録しておくようにしま

す。(社)日本養蜂はちみつ協会ホームページに「みつ

-砂

けて計算します。例えば、各得点に対して貯蜜量は4

倍、糖濃度は3倍、温和性は2倍で計算してみます。す

ると、2位以下の順位がでるので上位2-4系統位を残

すようにします。

これを少なくとも15世代に渡って続ければ、形質の

回定が可能なことが過去の事例でも明らかとなってい

ます。例えば、図はふそ病に対する耐性を持つ系統を

選抜した例です。15年の閥、選抜交配を繰り返すと発

症率は、ほほ0%になっています。日本では、4月と8月の

年2回の世代交代を目標に評価と交配を繰り返すと、

10年以内で優良系統を作成することができます。

女王蜂
得点

(群)の
貯蜜量 糖濃度 j手性畠口

ダ 合 1煩

管理番号 耐4主 言十 位

HY 12002 16 9 10 3 38 2 

HY 12013 12 9 10 3 34 3 

01・0044KS 4 3 2 5 14 9 

02-0044KS 12 9 4 3 28 5 

02働0045KS 8 3 2 4 17 8 

02・0056YM 8 9 6 2 25 6 

02・0071HG 12 12 6 3 33 4 

02・0076HG 20 15 6 2 43 

02-0078HG 12 6 4 3 25 6 

実80
症

選抜によるふそ病の発症率の変化

き60

40 

20 

。
5 10 15 (年)

ばち採みつ・衛生管理台帳」様式が掲載されておりま

すので活用すると便利です。また最近は、スマートフォン

などに対応したメモ帳があるので、記載した内容をそ

のままデジタル化をして予定表に記録できるアプリを使

用することで作業のシステム化や群や女王蜂に関する

デ}タベースの作成を行うことができます。

ミツパチの病害虫の相談

飼養中の蜂群で原因不明の病害虫にかかっていると思われたら、

患寄りの家畜保健衛生所で診断を受けることができます。また、畜

産宣言地研究所みつばち研究ユニットおよび京都産業大学総会生命

科学部高橋研究室にも相談可能です。

.相談できる病気

ふそ病、ノゼマ病、パロア病、チョーク病、サックブルード病、アカ

リンダニ症、まひ病、ウイルス性疾患、ミツバチトゲダニ、八チノスム

クゲケシキスイ

。相談先住所(※事前lζ電話またはFAXで確認をとってください)

子305・0901茨城県つくば市治の台2

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

欝産草地研究所みつばち研究ユヱット木村澄

TEL: 029-838-8626 FAX: 029-838"8606 

〒603-8047京都市北区上賀茂本山

京都産業大学総会生命科学部高橋純一

TEL&FAX: 075-705・3132
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