
シロアリの生態について

◆羽アリシーズン到来

４月下旬から「シロアリの羽アリが沢山飛び出し

て困っている」という問い合わせが多くなります。

家の柱などから、数十～数百匹の羽アリが短時間に

一気に飛び出しますので、あまりの多さに全てのシ

ロアリが居なくなったと思われがちですが、コロ

ニー全体の生息数（ヤマトシロアリで数千～数万

匹）からすれば、羽アリは僅か数％にしか過ぎませ

ん。そのため、残りのシロアリは引き続き、木材等

をエサにして繁殖していきます。

◆社会性昆虫

シロアリは集団行動をする「社会性昆虫」ですの

で、コロニー内では、木材を食害したり、巣を作っ

たり、女王や卵の世話をする「働きアリ（職蟻）」

と、外敵から巣を守る「兵アリ（兵蟻）」などの階

級を与えられ、生活しています。

創設女王アリは王アリより寿命が短い代わりに、

「単為生殖（交配をせず卵を産む）」を行って自分

の分身である二次女王を産み出すことにより、自分

の死後も生前と同様の遺伝子を残すことが出来ます。

そのため、実質的に数十年の寿命をもっている事に

なります。

女王の分身は二次女王のみで、働きアリ、兵アリ、

羽アリは通常の有性生殖（王と女王の交配）によっ

て産まれます。女王は単為生殖と有性生殖を適材適

所で使い分け、自身の分身を作るだけでなく、コロ

ニー内での近親交配も防いでいるのです。

◆シロアリの役割と被害

自然界では、不要な倒木の分解者として大切な役

割を担っている益虫ですが、人間目線からすれば大

切なマイホームを加害する害虫です。

羽アリが飛び出す４～５月頃（イエシロアリは６

～７月頃）は、シロアリを発見出来るチャンスの時

期でもありますので、家の周りに羽アリが飛んでい

ないか確認されることをおすすめします。

ヤマトシロアリの羽アリ

ＬＥＤ捕虫器のご紹介

ＰＣＯ事業部の新しい作業服のご紹介
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◆捕虫器のLED化への道のり

捕虫器とは紫外線を発する蛍光灯によって虫を誘

引して捕獲する防虫管理の定番商品です。省エネ志

向により照明器具のLED化が進んでいる昨今ですが、

捕虫器のLED化はなかなか進んでいませんでした。

理由は蛍光灯から発せられる光の特性をLEDで再現

することが難しく、「捕まる虫の種類が違う・・」

という問題があったからです。最近になり、紫外線

の広角放射やハエをひきつける高速点滅の機能など

を追加し、蛍光灯と同等以上の捕虫能力を持った捕

虫器が発売されるようになりました。

LED化により電気料金が約50％の削減になり、更

に高寿命であるためランプ交換の費用も削減するこ

とができます。2030年全照明LED化の政府目標もあ

り、今後捕虫器もLEDが普及するものと思われます。

この機会にLED捕虫器を検討されてはいかがでしょう

か。詳しくは担当者にお問い合わせください。

昭和リーブス で検索ください

◆作業服をリニューアルしました！

今年の１月から作業服を一新致しました。皆様、

お気づきいただきましたでしょうか？未だ根強い

「昭和駆除」の駆除屋のイメージから脱却し、衛生

コンサルタントとしてのイメージ向上を図る為、こ

れまでPCO事業部の通常の作業着であったつなぎ服

を廃止し、リニューアル致しました。

私も着用するようになってから、数か月経ちます

が、皆様に「制服変わった？前より全然良いね！」

などと声をかけていただき、嬉しい気持ちと、これ

まで以上に信用・信頼していただける人間にならな

ければと、身の引き締まる思いになります。こうし

て考えると服装が外からと内からの両方のイメージ

を変え、その行動すらも変えていくかなり大きな

0120-64-7575

＜南但支店・藤原陽介＞

＜技術研究室・吉田貴史＞

左：働きアリ 右：兵アリ

シロアリの巣の中で最も数が多い働きアリや兵ア

リの寿命は約２～３年と言われていますが、最初に

巣を創った創設王アリの寿命は非常に長く、数十年

生き続けると言われています。また、創設女王アリ

も十年程度生きます。

＜南但支店・夜久隆一＞

要素を持っている気がします。自社の従業員の衛生

意識が上がらないとお悩みのお客様、一方的に衛生

教育を行っても前進はなかなか難しいと思います。

まずは製造時の身なりやルールで個々のイメージを

変えていくことが早道と感じます。これまで以上に

良いサービスがご提供できるよう頑張ります！



≪穿孔注入処理（駆除）≫

被害を受けた木材にドリルで穴をあけた後、薬剤を

注入し、シロアリを駆除します。

＜京都支店・塔下敦雄＞

シロアリ防除のおはなし

◆「防ぐ」と「除く」が大切

「防ぐ」とは、建物などにシロアリが侵入するの

を防止、いわゆる予防することです。

「除く」は建物などに対して被害を及ぼすシロア

リを取り除く、いわゆる駆除することです。

シロアリ防除は、その両方をきちんと実施するこ

とで、本当のシロアリ対策になります。

一般の方がよく耳にされるのは「シロアリ駆除」

のほうではないでしょうか。

実際に、シロアリ被害を受けられ、お電話いただ

くお客様のほとんどが、初めは「駆除してほしい」

とおっしゃいます。

シロアリ被害の箇所は主に、建物を支える土台や

床を支える木材など。ところが実際には、シロアリ

の多くは土の中を行動しています。

我々プロでも、地中のシロアリがどう動いて、ど

こから地上に上がってくるのか、確実に特定するこ

とは極めて困難です。

大切な建物を守るために、被害箇所の駆除は当然

として、どこから上がってきても防ぐことができる

ように建物の床下全体に防除処理が必要といえるの

です。

◆シロアリ防除の主な方法

≪木部吹付処理（防蟻、防腐、防カビ）≫

床下の木材に薬剤を吹き付けて、シロアリや腐朽菌

から木材を守ります。シロアリが侵入しそうな小さ

な未処理箇所もないよう木口や割れ目、接続部など

を念入りに処理します。※防カビはオプションです。

≪土壌散布処理（防蟻）≫

建物の外部から地下を通って侵入するシロアリや、

始めから床下の地中に生息している恐れのあるシロ

アリを阻止するために、床下地盤面に薬剤を処理し

ます。

エステック衛生検査所より

［過去にカビ毒汚染が確認された事例］

・穀類 ・牛乳 ・りんご（加工品含む）

・豆類 ・果実 ・乾燥果実 ・コーヒー豆

・カカオ ・とうもろこし ・ナッツ類

カビ毒の摂取

食品にカビが生えているかどうかは肉眼で確認で

きる場合もありますが、カビ毒の産生は見た目では

わかりません。カビそのものは加熱などによって死

滅しますが、カビ毒の中には熱に強く、通常の調理

加工では消えないものもあります。

食品とともに一度に取り込むカビ毒の量は微量で

あっても、長期的に何度も取り込み続けた場合には

健康に悪影響を及ぼす可能性があることがわかって

います。一部でもカビの生えた食品は食べないよう

にしましょう。

また、ヒトが直接カビを摂取する他にも、カビ毒

に汚染された飼料を食べた家畜を経由して、それを

ヒトが食べることで摂取する場合もあります。飼料

に含まれるカビ毒が家畜の健康に影響することも知

られており、これに関しても農水省が指導・管理の

基準を設定し、飼料の安全確保の取り組みを進めて

います。

これから暖かい季節になると、ますます私達の身

近に現れるカビ。興味を持って眺めてみようと思い

ます。
＜エステック衛生検査所・藤本まどか＞

あらゆる要望にお応えするため、こんな業務もやっています！

◎シロアリ駆除、床下換気扇取り付け、調湿材（炭）敷設などの床下改善業務

◎ペストコントロール業務（昆虫モニタリング調査、害虫害獣の駆除や防除）

◎検便検査（ノロウイルス検査含む）、食品検査など幅広い微生物検査 ◎殺菌施工、殺菌剤等の販売

◎ＨＡＣＣＰ支援 ◎食品表示診断 ◎異物同定検査 ◎空気環境測定業務 ◎文化財の燻蒸業務 など

◆カビとカビ毒のはなし

カビ毒のリスク管理が進んでいます

「カビ毒」とは、カビが産生する化学物質であり、

ヒトや家畜の健康に悪影響を及ぼすもののことで“マ

イコトキシン（mycotoxin）”と呼ぶこともあります。

中でも農産物中のカビ毒については、特に生産・貯

蔵段階でのカビ汚染対策が最も有効です。

食品の安全性と品質に関する国際的な基準を定め

ているコーデックス委員会では、生産・貯蔵段階で

の農産物のカビ毒汚染を防止・低減するための規範

を策定していますし、日本でも麦類の生産・貯蔵段

階におけるカビ毒（デオキシニバレノール、ニバレ

ノール）の汚染低減や、りんご果実やりんご果汁の

流通・製造段階におけるカビ毒（パツリン）汚染防

止に取り組んでいます。なおこれらのカビ毒に関し

ては食品衛生法に基づく基準値が設定されています。

カビ毒と農産物の関係は様々

カビ毒は種類によって汚染する農産物や汚染する

時期・作物中の部位などが異なります。麦では、開

花期から登熟期にかけて長雨に合うと、穀粒に赤カ

ビ病の病原菌であるフザリウム属のカビが付着・増

殖し、カビ毒の一種であるデオキシニバレノールや

ニバレノールなどを産生します。一方で収穫期や貯

蔵中に増殖したカビがカビ毒を産生する場合もあり

ます。りんごの場合、土壌中のペニシリウム属のカ

ビがりんご果実についた傷から侵入し、貯蔵中に果

実の中でカビが増殖してパツリンというカビ毒を産

生します。
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