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Resume

The innLiencc90Esevemlinsect;cidcs,DDT,

1indane,methylparELtllionandro(enone,onthe

distribu-tioんoEradioactivephosphateinthedifferent

tissuesOfthecockroach, PerL'planeEaamen'{anL7

L.andtheincorporationofradioactivephosphate

itltOPhosphorylated intermediatesin the nerve

cordand thefemur/muscleoftheinsectwere

studied.

1. Radioactivephosphateinjectedintoabdomen

oftheinsecttranslocatedquicl(lytohead,legs,

wings, nerve cord and 一emur muscle. The

featureofthedistribulionoEradioactivephosphate

inthedilrerenttissuesoftheinsectbody'was

similartothatofotherinsectwhich consumed

oral一yradioactivephosphate.Halfpastsixhours

aftertheinjection,theorderoftheaccumulation

ofradioactivephosphateillthetissuewasasfo一lows:

gut>nervecord>legs>head>wings.

When theinsectwastreatedwithinsecticide,

theacumuhtiondEradioactivephosphateirLthe

hervecordztndthewingsoftheinsectwasaffected

bymethシIparathionorDDT.

2. Theradioactivephosphoryhted irltermedi-

tlteSCOntainedinthenervecワrdandthefemur

muscleweretracedbypaperchromatogr{lPhy.

Astlleresult, Orthophosphate,ATP,､ADP,

glucosle･1-phosphate,glucosel6-phosphate･fruc-

tosel6-phosphate,hekosediphosphate,3･phospho･

E!lycerateandtwo unidentified compoundswere

found inthenervecord,whilethesameeight

compounL19mentionedztboveandsix unidentified

compoun(lSWCrCTountlinthemusc一e.Intheboth

lissucs･nlOStm(1ioLICtivephosphateswereoccupied

wi(h orthophospllntC. ATP .lndADP. Scvcml

phosphateesterswhichEireknowntobc王ntermc･

diatesof81ycolysiswerefLIso toun(Itoberrresent

in the both tissues, buttheircontentSlWere

relativelysmall.Theratiooforthophosphate(P3e)
toATP+ADP(P32)washigherin･themuscle

thaninthenervecord.

-WhentheinsectWELStreatedwith insecticide,

the rate of the incorporation of radioactive

phosphateintophoSphoryhted intermediatesin

thenervecordand themusclew.lSinhib'Ited,

especiallyinthelattertissue.Thertlti00fortho-

phosphate(pa℡)toATP+ADP(P32)wits(lifferent

from thatofuntreatedoneaSShowninTELble2.

Theincorporationofradioactivephosphateinto

phosph-)rylated intermediatesin thenervecord

andthemusc一ewereJ'nhibitedbytreatmentwith

inse,cticide its the fo一lowing order: methyl

parathion>DDT>1in(1tlne>roten?ne･ Also, the

incorporationofra(liotlCtivephosphateintolipide

andresidu'llpartsinノlrichloroaceticacidinsolub一e

fmction wasinhibited bymethylparathion or

DDT.Lindanezln(1rotenonehadalittleeffectort

theincorporationofradioactivephosphateinto

theabovefraction.

StdtliesontheDegradationofPyrelhrinS.l∫l YosIlioKATStJD̂,Ttl(hyOShiT【J<̂ }lO.rO,

andK8kichiN K̂̂SIIIllA(ResearchLaboratorybfDainippon JotyllgikuCo.Lt(I.)Receivel1

0ct.29.1956.BotyzLIKagaku,21,139,(1956).(withEnglishresume,144.)

29. 除虫菊有効成分の変質に関する研究 弟 ⅠⅠⅠ報半 隅田純郎 ･近本惟好 ･巾J:.t行亡.･･(火口ホ

除山菊株式会社 研究所)31･10･29･受甲

' 除虫菊新鮮花の搾汁牧中に殺虫成分pyrethrinsを分脈する即諾;系がTf7gするTJtを椛め,剛 帥;'城中

にpyrethrinsを変質させる因子として形科fl;mが大きく軌 ､ていろりtを旧蛸し,剛 .I)にpyrethrins

分解聯諸;･系の話ff性Tfを検討した｡

除山菊†J'lluJ,琶分 pyrethrinsを変TIさせる補因子の 法及び Seil 変法 に依 り比較検討し. 其の変質

rrlで折-77苛は杓糾11に放て太陽光晩 熱. 及び所耶 (polarograph 法の値によるもの)は従来考へられて･

一僧形"(むか)の彫ち劉こ就いて pohrogmph 的泣虫 いたより~造かに激しいものである事を知った｡然し/F

ら除虫菊乾花の貯蔵に当って,以上の如き変質の謂因

子を4分考放して管理し工L fFLIl収獲後時間の耗過と

控.大野教授に深謝する｡併せて陥月亨.村上さと 州 こ相当現の変質を示し,特に収樺当初放ヶ月間の変

みの詩作邪の御助力に対し乱むを苅する｡ 矧 ま放しいものがある｡除虫菊花花の貯Jl'=,q条件 (市況,
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Ire氾貯誠等)と変矧 こ就いては武居,今木ら2)及び共
の他1)の研兜も既に多く発表され同様な結果を得てい

るが即滋作用に依る変矧 こ就いては考へられていない｡

.=B:者矧 ま収招致の変円の因子として前轍t)で触れた

聯訪ミ作JTlが大きく鋤いているものと考へ研兜を行Ui,

除山菊新郎搾汁液の申:こ pyethrins を分解する酵讃

系D存花するTjtを砕認し,この e:nzymeに依る変質

をrjJHL=する方法として熱処理,冷却貯蔵及び二.三の

inhibitors洋 を考へて実験を行抄,いづれも変質を抑

制し柑るイJ効な結果を得た｡収穫後数ヶ月間に特に殺

山J戊分の変Tiが政しいのは,当初の旺盛なen之ymeの

作用に映るものと考へられるから,収控時に現地で適

'Lr-1fl処世を施せば以後の変矧 ま減少し.除虫菊工業に

とって江口すべき問題であると考へる｡

木棚に放ては除虫菊乾すEの熱処理並 に冷却貯蔵と

pyrcthrinsの変孤 除虫菊の開花状態と pH の関係

及び pyr占thr王ns分腰酵素系の最適 pH と温度に就い

て削 寸し. 妃に新脚Eの押汁液 (pyrethrins分解酵

弟i系を怨む)と,熱処理花から柑た搾汁液を同様に誠

TIにn･:mさせて, その変ITI程度の丑から pyrethrin宇

分朋脚力;系の(J･:在を確認した｡

(1) 仲山菊乾花の熱処理池に冷却貯磯と pyre-

thrinsの変究

F.nzymcsによる pyrethrinsの分解を郁めるため

に,砕山菊新郎柁花を 800に30分間熱処理を行れ

州i(ItJuこr'.ト 発作の下に貯成 して,以後変質の程度

ryiIId')と_T托u三に映り一年脱税対した｡その結果はいづれ

も軸処刑を打つ1=もの 方ゝが対照より変矧 ま少なかつ

I:｡主LHこ繰出菊乾花を夫々ビニール壬劉こ容れて一万は

tItr7..1'端J.(300)に, 他方は冷蔵雌 (50)に貯成して以

後変TIの即Jieを同様に検討レ,冷却貯蔵の方が明に変

TZが少ないt.17'栗を得た｡武楢,今木ら℡)も低温貯蔵の

.W脚をfjひ,同様な結果を得.温度が変質に大きな彫

皆をLlへるLIJfを相摘しているが.酵素作用に就いては

触れていない｡著者等は乾花の熱処理によって

cnZym CSが大拓分故地されたか,二 或は低温貯磯によ

ってその活性が抑制された為め.変幻の程度が低かっ

たものと考ぺる｡従って pyrcthrins変Tiの因子とし

て,酵苅作用が大きく鋤いているものと考へてよいo

除虫菊の乾燥は現在,田切で天日乾燥を行っているが.

出来れば火力乾塊を行ひ.併せて enzymesを破壊す

る●ことが変質防止の上からも最も望ましいと考へられ

●る｡

(2) 除虫菊開花状態と組綴搾汁液の~pH ,

和歌山県当社田場で同じ管理の下に栽培された同系

統の除虫菊品種を開花状態の進むにつれて採取し,宿

≠別に申告の予定0
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ちに乳鉢で磨辞して搾汁淡の pH を硝子侶梅に依り.

測定した｡常から荊関田後に至る迄いづれも強い慣性

を示した之は他の植物の机械汁液が各々巾牲乃至弱感

性1)のものが多いのに較ペて特徴のある餌実である.

植物体内に於ける ester(pyrethrins) 生合成が酸性

川で行ほれている執 まpyrethri占Sの安定性の上から

も興味托い額である｡ 現在迄確認された遊離依6,∩)は

すべて飽和一拍基性敢であるが著者等は上記搾汁紋か

ら矧 こ数種の二塩基性酸を新に chTOmatOgraphyu三

に依り確認'*し,El下研究中である｡

(3) Pyrethrins分節酵素系の最適 pH

和歌山県当社田城から満開後5日程度の除山菊新郎

花を採取し, 田ちに撰々の pH を有つぼ術淡を加へ

て戯砕して各種 p巧 の形式淡を柑た｡一こCL)郎弟紙 を

基質 (除虫菊粉)に泥和して 300で作用させた後.

迎賓の pyrethrins含塁を検討した｡その紙刺 ､功 1

も pH6 附近に於て pyrethrinsの減虫が蚊も;汚し

かつた｡以上より pyrethrins分解酢苅系の出道 pH

は6附近にある事を知った｡

(4) Pyrethrins分解酵讃系2)最適温度

和歌山県当社田切から消閑乃至満開後5日樫既の除

虫菊新鮮花を採取し,横街披 (pH7.0) を加へて正t

ちに磨押し,酵讃液を村た｡この酵責紋を韮Ti(除山

菊粉)に泥和して梯々の温床に於て作用させた後,･2.ち

田の pyrethrins含最を検討した｡ その結果はいづれ

も300の場合に p;rethrins･の減朗 唱 も著しかっ

た｡ 以上より pyrethrins 分解酵讃系の辰適tLIBl'は

300附近にある:liを知った｡

(5) 除虫菊乾花搾汁液中に pyrethrins.分析酎弟;系

が存在する郡を曜め,且之が pyrethrinsを変幻させ

る-因子であるかぎうかを碓める為に収城後二ケ月の

除虫菊乾花を粉砕した後二分して一方は 80.0に90分

聞熱処理を行ひ,夫々に蒸滑水を加へて搾汁枚を札

之を基質 (除虫菊粉)に作用させて時間の経過と兆に

故買の pyrethrins含塁を調べた｡その結果いづれも

熱処理を施さないものから和られた搾汁紋を作用させ

た基質のみに pyrethrinsの減虫を示した｡以上より

収穫後2ケ月経過の除虫菊乾花中にも pyrethrin5分●

耶酵素系が存在し,之が pyrethrins変質の-因子と

なっているものと考へられる｡

実 験書*

分析方法はすべて前報TJの通りに行った｡

(1) 除虫菊乾花の熱処理止に冷却貯蔵とpyretlm'ns

の変質

半別に報告の予定｡

≠*表中の数字はすべて歎試料 羊就き行った分析の平
均値で,統計学的吟味を加へたものでみる｡
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1955叩北WJj氾和の収班絶3ケJlを経過した除虫菊

花花を符さ3cmの同に してTDll托煉.3㌢2800に 30

分;L"J黙処FI!を行ひ,他方熱処刑を行はない対円区と･兆
に石油Elifこ中れて'窮瓜でrl.I-1共作下に貯祝して,以役

polarogTilphu:･及び Se;l変掛 こ依り pyrelhrin9合

流を検討した｡その紙卿 ま Tablelに示す如く,い

づれも熱処和を行ったものは当初 pyrethrinsは加熱

に依る変TIを受けて対照区より低い値を示すが以後の

変TZは極めて横やかで対照区より高い pyrethrins位

を示した｡之は熱処理を行ったものは en2:ymeSが攻

城又は不活性化きれるため処預後はこれによる変質が

少いものと考へてよい｡

g!に上記の実験に依用したものと同一の乾花を2kg

郡 21 懇-JV′

宛 ビニール袋 (!朗色,透明,厚さ 0.04mm)に容れ

て密封し,一方は300の恒温室に,他方は冷蔵印 (料

50)に貯JTRし,以絶弼nJi'rR法に依 り pyrethr王ns含最

を検討した｡その納只は Table2に示す如 くいづれ

も絶帯の方が･i;Ylこれ'L､pyrethr王ns伯を示した｡之は

抑脚Iiに貯iJ'Rした ものは cnzymesの作用が弱 く ,皮

対にfl壬汎称 こlH'Jl'Rしたものはn:焔なためであろ うと考

へ られる｡

(2) 除虫菊即 日R怨と抑約汁枕の pH

和歌山県当社田切で同 じ門印の下に某宅的されたF.78系

統の除虫菊品種を開花状態の光むにつれて採収し.-I_(

ちに乳鉢で磨砕して搾汁枕を札 刑T･TE矧 こ依り pH

を測定した｡その納卿 ま Table3 に示す如く,冊か

Table1. Degradationofpyrethrins王ndriedpyrelhrum mowersbynppliczlt王onofhe.1t

(800C.,for30m王ns.).

a)Analyticalva一ueimmediate一yaftertreatmentwithheat.

Table2. Degradationofpyrethrinsindriedpyrethrum flowersstoredat300C.ttnd50C.
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ら満開LB後に至る迄いづれ もpH5附近.を示し,周花

状態と pH の間には一定の関係は見 られないが強い-

酸性を示した0

Table3･ pH･Valuesbfpyrethrum f一owers

jui.cFatseveralstagesofefflorescence･

SJageofdevelopment pH-va一uesaL250C.

Closedbud5 5.00

lst.rowdiskftoretopen 5.09

2nd.and3rd.rowdisk
norctopen

4.60

Fullyopen 4.90

5d皿ySafterfullyopen 14.73

(3) Pyrcthrins分解酵素系の段通 pH

和歌山爪当社田切から満開乃至満開後5El程度の除

山射新郎化を採収し,その 400gに茶溜水 200ccを

加へてヤゲンで賦砕して pH5.9の搾汁披 (酵束液)

200ccを柑た｡この酵累淡に等虫の穣戯枚を加へて各

1･rtpH の脚i;紋 (pH4.2,5.9,6.6,7.4,8.7,9.1)

を判別した｡除虫菊粉 (兆質)15gをシャーレに窄れ,

之に_Liru鵬カ…淡を 30cc相加へて況和した後 300の

tL(弧蜘こ15柑 tLJ入れてZrs矧 こ作用させた｡シャーレ

に石地エーテルを加へて enzymesの作用を停止させ

た軌 石地エー･テルで soxhlet抽出執 こ依り15時間

抽11lrl･fjひ.仙川紋を両淀立法に依り pyrethrins含

,Jitを挽対した｡対Emとして酎岩牧を含まない各種額術

紋を.1:;ldとIl']一兆矧 こ況和して 300に15時間保持し

てhJ腿に処世して pyrethrinsを定托した｡その結果

は Tnblc4及び Fig.1 に示す如く対照区の pyre･

thrins は磁性川では変化していないが alkali性にな

0
!)t21
3St=a
l

U
aG

21 巻-1T

るに従ひ変質を示している｡■粗郎鼻三枚巾にはllt総出u三

共 pyrethiinsの存在を認めなかった｡即糸淡を作川

させた韮矧 まpH5:9 に於て最 も変即 ,･著 しく,

pyrethrins分甲酵素系D最適 pH は6附近にある叫
を認めた｡

4 5 6 7 8 9PII
solidline,polaraphicmethod
brokenline,modifiedSeil'smethod＼

Fig.1. Decreaseratio ofpyrethr王nsin
pyrethrum powderwhen treated with the
pyrethrindecomposingen2;ymepreparationvs.

pH values.
1

(4) Pyrethrins分解酵素系の最適氾蚊

和歌山爪当社田助から描閑乃至満開後5日樫雌の線

虫菊新鮮花を採取し, その 400gに pH7･Pの根的
披 200ccを加へてヤゲンで磨砕して pH6.0の押tr

紋 (酵糸披)225ccを柑た｡ 別に除虫菊粉(兆TI)

15gを シャ-レに入れ 之に上記酎窮状を 30cc坑【
加へて況和した後, -Bちに 200,.300,400及び 500

Jのtii温掛 こ入れた｡15時聞夫々の温蛇に於て作用させ

Table4･ DegradationofpyrethrinsinpyrethruⅠでpOWderwhentreatedwiththepyrethrin
decompsingen2;ymePreparationatseveralpH･Values.

Polarographicmethod

controlb) Enzym ea) I)ecreaseE)
prepm ratio

% /Qo/ %

0.77 0.71 7.8

0.77 0.65 15.6

0.77 0.66 14.3

0.76 0.67 11.8

0.71 0.68 4.2

0.67 0.67 0

ModifiedSeil'smethod

control?) Enzymeprepn.〟)

Py§.Ⅰ
Total
pyS･

% %

0.39 0.88

0.39 0.88

0.38 0.87

0.39 0.87

0.35 0.82

0.32 0.73I

Py§.Ⅰ
Total Decreasec)
py§. ratio

% % %

0.36 0.84 4.5

Q･34 0･.80 9･1
0.35 0.81 6.9

0.35 0.82 !5.7

0.33 0.79 3.7

0.31 t).72 1.4

a) PreparedbyadjustingpH-Valuesofrawjuiceobtained:from pyrethrum flower.with
buffersolution.

a) Buffersolutiononly′ofthesamepH･･valuesasthoseofenzymepreparation.
C)Theratiotorespectivevalueincontrol.
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た後,石油エーテルを加へて cnzymeSnlmを抑止さ

せ. 石地エールで soxhlct刑日.urHnこ放 り15略'nJNI
ll掩 行ひ, 各軸 lほ如こついて紬,i:_古拙 に依り pyrc･

thrins合成を帆対した｡ 対爪として酔鼻紙 の代りに

械PJ'被 (pH 6.0)だけを加へて夫々の氾JiEに伴持し

た役同様に処理して pyrethrinsを定員した｡その気fJ.

光は Table5及び Fig.2 に示す如くいづれ も対,Fm

区の pyrethrinsは減少していないが enzymesを作

用させたものは 300の場合 に最 も変質が著 し く,

pyrethrins●分解聯糸系の最適況肢は 300であること

を認めた｡尚酵素液は両Jtil丑はjL:pyrethrinsの存在

を認めなかった｡

(5).収投後2ケ月を経過した和歌山爪当社田切弧Li

の除虫菊乾花を halnmermillで約 40mcsh に粉

砕し,この 1kg%JFJ.さ 2cm のJ州こしてfTI祁乾燥rEi

で 800に90分間熱処理を行ひ,横桁被(pH6.4)4L.

を加へて搾汁液 3L.(pH6.0)を得た｡除虫菊粉 (益

刀)15gをシャーレに入れ,之に上記搾汁液30cc宛

況和して 300の恒況掛 こ入れ 1時間,3時間,6時間

%14121n8642

0!7t21aSt:aJUaQ

203040500C.
Temp.

solidline,po
larographicmethod
brolten一ine,mo
difiedSeil'smethod

Fig.
2
.
Dccreaseratioofpyrelhr王nsin

pyrethrumpowderwhentreatedwiththe

pyrethrindecomposingenzymepreparationof

pH6.
0vs.tcmpQr.lture.

Table5. Degradationofpyrethrinsinpyrethrum powderwhentreatedwi(hthepyrethrin
dccomposingenzymepreparationat-severaltempcraturcsandpH6.0

Polarographicmethod

controls) Enzym ea) Decreasec)
prepn. ratio

,% % ,% 1

0.78. 0.77 1.3

0.77 0.66 15.4

0.78 0.72 7.7

0.77 0.76 2.6

ModifiedSeil'Smethod

ControlbJ Enzymeprepn.LZ)

pys･Ⅰ 慧 l pys･Ⅰ 一 Tpoytsa.I Dem% w d二
% % ,QQ/ % %

0.39 0.88 0.38 0.88 0
0.38 0.88 0.33 0.80 9.1

0.38 0.87 0.36 0.85 3.4

0.39 0.87 0.36 0,85 3.4

a) PreparedbyadjustingpH･valueofrawjuiceobtainedfrom pyrethrum flowerat6.0
withbuffersolution.

a) BuffersolutionofpH6.0
c) Theratioto0.78% incontrol.
a) Theratioto0.88/QQ/incontrol.

Table6･ Degradationofpyrethrinsin pyrethrum powder.whentreatedwith the-juice
ofpyrethum flowerspreviouslytreate(lwithheatat80oC.for90m:ns.

MdoificdSeil'smethod

Withoutheat IIc'lt

Pys.Ⅰ

Pohrographicmethod

TVithoutheat Heat

pysI Dcir;oase py§. Dc,ca欝 C

,00, % % ･ 女

0.71 0 0.71 0

0.69 2.8 0.69 2.8

0.67 5.6 0.70 1.4

0.66 7.0 0.69 2.8

0.65 8.5 0.69 2.8

Hrs.〟 Total Decrease
pys. ratio

,Q.' ァ.' ,0.I

0.38 0.89 0

0.38 0.88 1.1

0.36 0.84 5.6

0.35 0.83 6.7

0.34 0.81 9.0

Py-S.I
TotEII DecrcELSC
pys. mtio

,no' % %

0.38 0.89 0
0.39 0.89 0
0.38 0.87 2.2

0.37 0.86 3.4

0.38 0.88 1.1

a)TimeoEtrcatmctltOfpyrcthrum powdcrwithflowerjuice.
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及び24時間後に夫々石油エーテルを加へた後. sox･

hlet抽出掛 こ依り15時周石油モーテル抽出を行ひ,

拙山吹中の'pyrethrinsを両定員法に依 り検討した｡

又同時に熱処理を行はない粉 1kgを同様に処理して

搾汁液3L.(pH6.0)を札 同様に基矧 こ作用させて

pyrethrinsを定立した｡ その結果は Table_6に示す

如く熱処理を出さない ものから得 られた搾汁液を作用

させた2JiTIのみに pyrethrinsの減塁を示した｡以上

J:t)収雑後2ケ月経過の除虫菊乾花中にもpyrethrins

分脈脚娼系が存在し,之が乾花貯蔵中に放ける pyre-

(hrinS変TIの式要な-因子となっているものと考へら

れる｡

結 論

(1) 除山菊乾花の熱処理及び冷廊 tT～蔵とpyrethrins

の変TIを枚対し,屯に熱処理に依 り enzymesを不活

也化させた除山菊乾花から狩られた搾汁液と如処理の

卿紬 ,らNられた搾汁液を韮質 に作用 させ, そ の

pyreLhrinsのは虫を検討し,pシrethrinsLを変質させ

る凶手として群議作用が大 きく働いている串を確認し

了こ｡

(2) 除山菊新鮮花の搾汁液のpHは背から満開直後

にjiる迩いづれ も強い懲性を示した｡このように植物

体円に放ける pyrethrinSの生合城が感性･旭で行ほれ

ているWは pyrcthrinsの安定性の上からも興味托い

り収 である｡

(3) 除山菊新郎花の押汁液を益田 (除虫菊粉)に作

･Jtは *'pyrethrins分脈群議系の段通 pH.及び温度
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Resum色

ⅠnfluenccsoEthepyrethrindecomposingenヱymeS

on thedegradation of pyrethrins during l九e

storageofdriedpyrethrum flowerswereStudied.

(1)･'Enzymaticactionwasconfirmedtobeone

ofthemost､importaTltfactorsoEdegradationoE

pyrethrinsindriedpyrethrum flowersbymeans

ofthepretreatmentwithheatandstorageinthe

cold.

Itseemsmostdesirabletotreatwithheatjust

aftertheharvestinordertoavoidtheenzymatic

degradationofpyretllrins,

(2) pHofthejuiceobtainedfromfreshf一ower;

was.strongly acidic throughouttheperiod of

efnorescence.Itisinterestingfrom theviewpoint

ofstability o【pyrethrinsthattheyarebiosyn･

thesizcdundersuchnacidicconditionon.

(3) Thepyrethrindecomposingenzymeprcpa･

rationfrom freshflowershasitsoptimumatPII

6andat-30OCa-ndactsonthesubstratcofpyre･

thrumpowdermostvigorouslyundersuchanac王dic

conditioa.

CltはCdTankEor.AnimalAhnllre.A NewDeviceforControl一ingtheF一yMaggotsfromAnimal
Manure.Nanzaburo OMORr(DepartmentofMqd王calZoology,ResearchInstituteofEndemics.
Nll由sakiUniversity)ReccivcdNov･6,1956･Boyu･Kaga払 21,-144,1956. (withEnglish
resuJn色,148)

30･ 大森式密閉堆肥合につし｢て 大釦 だ 郎 (脚 荷大学 風土榊 悦 所 衛生動物学研光起)31.

ll.6.愛.哩

従来, 物理的或は化学的な; いかなる方法ででも駆除の極めて困難であった堆肥から発生するイエ

バエ,サシバエの幼虫を完全に殺 し得る群閉堆肥合を考案試作したのでその概要を解説する｡

由 L. 首

盛付でのイエJ)･ェ,lサ'シイ豆 q)主批 発生粒は動物

令 (馬,年,豚,山芋,綿羊等の謹1倍 及び堆肥舎)で
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あるが,動物舎及び堆肥合の改善或は苑剤の撒巾によ

ってこれ らの凪塀を挟滅することが従来極めて困難で

あったことは周知の過りである｡諸外国でも古 くから

この間脱についてBjiを悩まし色々な物理的或は化学的


