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ほ1･:綿 収を0)ぞいて 2両JjlJ.となった. (ml=)1,m4

川).
4) 卿 ヒ料 ま最初のl戊山'#収16対Q)とさがJfiF.汀を示

し.これよりf摂収が7,'.1'くなっても拭くなっても羽化和

は机下する (那5t勾).羽化成dtの総超卵畝はEL王7J)0)

親の帝IA:4対のときがfiiも多く.ついで8対の場什 C

ある (耶8回).

5) 羽化した成山の超卵畝は羽化初跡 こ多くFllJglで
娘少し,後期に多くなり21LJ型を示す.ifTlrT]も羽化の

始めと終 りで大きく申閲で小型となる (節 7図,第 8

回).羽化成虫の平均戎巾は密度が高くなるにつれて

定tI'1]r伽こ小さくなり.雌より雄の方が小さい.性比は

緯度の増力耶こつれて低下する (窮2諺ミ).

6) 以上のことから本位の発行,脚鰍 こ適した親の

縛班は4対-16対を川いて飼JffするのがよりイJ効な-JJ'

班であろうとnf:'.拍した.
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R由um占

InthepreviousI氾per,theinfluencesoftemper･

atureandrelativehumidityonthelifehistory

ofthecase･bearing clothesmoth,TrncaJ)eE･

tiolletEaweredescribed.Presentpaperdealswith

theeEEectsofthedensityofadultpopulationon

thegrowthandreproductionofthisspecies.

F.xperlrnentSWeremadeintheroomcontrolled

at30.C.and50percentofrelativehumidity.

Theppulationofparentadultswerekeptin

logarithmicscaleas1,2,4,8,16,and32pairs

inaglassvesselof9cmindiameterand3cmin

height.

The totalnumber ofeggswere increased

linearywithtileincreaseoftheparentdensity

andtheaveragenumberofeggsperfemaledid

notchange. Themeandurationofadultlife

becomesshortinbothsexeswith theincrease

ofdensity. Larvaewerereared on the wool

flannelimpregnated with 10 percent yeast

F)Wder.Bodyweightoflarvaeat30daysafter

hatchingbecomeslightwithadvancingdensities,

whilethemortalityoHarvaewasnotaffected

exceptingextremehighdensity. Themeandu･

rationfrom hatchingtoemergencewasslightly

longatthelow densitiesoflarvalpopulation.

In16pairs.theemergednumberofadultwas

maximumandthepercentageofitdecreasesto

theinitialrN)pulationofparentswith thein･

creaseordecreaseofdensity.In4pairs,thetotal

numberofeggsdepositedbytheemergedadult

wasmaximum.Thehighertheadultdensities,

thesmallerbecometheheadwidthoftheemer-

gedadult.Thebodysizeofadultwasaffectedby

therearingconditionoflarvalstage.Headwidth

offemalewaslargerthanthatofmale.Sexratio

wasdecreasedathigh 1arvaldensity.

From theseresultsdescribedabove,itmaybe

concludedthattheparentdensitiesfrom 4to

16pairswereestimatedtobeoptimum forthe

masspropagation ofthisspecleSusing wool

flannel.

抄 録

殺虫剤の代謝について

F.Korteu.C.Rechmeier･,InsektizideimStoff-

wechsel,Ⅰ.MicrosyntbeseγonAldrin-⊂HC〕

undDieldrin-⊂1-C〕F.Korte,G.Ludwigu.J.

Vogel;Insektizideim Stoffwechsel,ⅠⅠ.

UmwandelurgYonAldrin-〔HC〕undDieldrin-

⊂lICコdurchMicroorganismen.Leberhomoge･

mateu.Moskito-LarvenF.Korteu.M.Stiasni;

Insektizideim Stoffwechsel,ⅠlIMicrosyn･
thesevon14C-markiertem TelodrinF.Korte

uH.-J.SchreiberIInsektizideim Stoffwe･
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chsel,IV.IAnn/d:Chem.,656,131-148(1962)-

Ⅰ. Aldrin-⊂lJC〕･.JJLJlよび Dieldrin-⊂HC〕の

放出合成 ､

ハロゲン化炭化水諸芸系の殺虫剤のイi磯路中における

代.'u過程研究のため,I-Cでマスクした .Aldrin-〔HC〕

LJ'5よび Dieldrin-LllC〕を Bal-COS(比放射能,20.2

m C/mMol)から出発して,おのおの36,00'およ甲.35
,%の収益で合成.した.

Cl

CJ

CI

Cl

Cl ､ cJ

HC一広(千 (★即)は五fi環の炭美主局(子に平均に分/Ti

している.最終盤r戊物の比放射能は出発物の Ba14COq

に一致する.

II.微生物,肝臓ホモゲナー トおよび蚊の幼山によ

るAldrin-〔1-C〕およびDieldrin-〔1-C〕の代謝

tlld-物質をいろんな微生物-Aspergillusniger･A･
flavus,Panicillium notatum お よび P.chryso･

genum の生長培地に入れて10-12時lu作用せしめて

役.培地と細胞とを分けて後処習坐した.

･この際 Aldrinは従来の研光が示すように一部

Dieldrinになるが,それ以外に多墓 (放射能活性40-

60?o')に他の物矧 こ変化することがわかった.･一他の､

物TIとは4つあって,おそらく2つの異性体対と考え

られる｡その生成比は15:1で,それらのうちlJTu者は

水にrLjJ桁性である.

戎培地から叩離されたカビ･A は1･.二.lJ-Aldrin拡は の

培地に313いて生良し,21日後,､添加 Al_drinの25,%まで

Dieldrinに,叉50%までltJTl記と同一の ､他の､物民に

変化する.Dieldrinは同じ微生物では代謝されない.

蚊の幼虫 (AedeSAegypti)もAldrinお よ.び

Dieldrinを代.射して同様の物質を与える.そ0)出的

朗尉 ま添加物o)虫の州帥こよる. Aldrin-〔HC〕を一

皮に致妃故 (約0.5-0.9ppM)だけ与えると, 幼山は

12-151榔 臓 に死ぬ.大部分の放射能活牡は幼山の中

に見出され. ただ10,%が水IBに硯っ七いるに過ぎな

い.そo)小o)}ri分は米変化の Aldrinであり,約50,%

が Dieldrin(Ff1213,00/)および他の代謝ELI戊物門であ

ち.幼虫の中の活性度からみて,その95,%は41.drin,

2%が Dieldrinおよび 3,001が代謝41成物打ごある.

Dieldrinの致妃L:((0.06-0.1ppM)を与えた場合も

同様であった.ここでも大雄分の放射能活性は幼虫o)

中に見出されている｡(米反応の Dieldrin,敬,Oo'の代

謝生成物).

同虫の共物を一度でなく,数rI_1]にわけて (618Ⅰ馴tJ

おき)与えた時には,幼虫内の放射能活性は半分にな

り,多虫の代謝生成物は水跡 こ来る.幼虫に LD60の

半鐘を与え-ると,24時llI_lJ後に20125,%,48柑L'1J後にな
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おわずか3-5,00'U)米変化の AldrinjTiよび Dieldrin

を証明しうる.班りの活性 (約80,00)は水JLYl中で代謝
蛙成物の形で存在する.

新鮮なE川Fのホモゲナ～ト中では OL4ppM の肌比

の Aldrin-LHC〕は37oCで 4時側培超 した後50%

pieldrinに変化する..他の代謝生成物は証nJjされな

かった.Dieldrin-〔1-C〕は同様の条件下で 0:25ppM
の沢渡では変化しない.

以上のことからわかることは,Aldrinおよび Die･

ldrinは相当の程度に蚊の幼虫および他の13J機肘こよ

り摂取きれ,代謝され.代謝生成物は水Idに排出せし

められる｡それは Aldrinおよび Dieldrinよりも親

水性である｡ Aldrinの以合は単に Dieldrinへのみ

ならず,相当の程度にまで他の物質への代謝が心る.

ハツカネズミの尖蚊でも,棚乳動物もAldrinを代～
謝するということがわかる. Aldrin114C〕を静脈旺

射すると,60,%以上が3r竜の中に見出される.ベーパ-

クロマトグラフの研光からrFdじ水浴性代謝生成物であ

ることがわかった.
ⅠII.･1-Cでマスクした Telodrinの微出合成

割出剤 R6700(Telodrin-(R))は･Ba14CO3(比放

射能 10.8mC/m Mol)を出光広料 とし,比知のIJJ一班

にしたがい,Tetrahydrofuranをマスクしたときは

Hexachlorcyclopentadien-⊂14C〕に朗して21形,EL"I

諌言化環をマスクしたときは同じく60,%の収iiiで目的物

なえた.

ⅠV. Iridomyrmecin-〔3日C〕

鞄 o

Iridomyrmecin は戎超の蟻の

式をイすする.

-Bat-COS(比放射能 23.5mc/m Mol)から出発し,

HCでマスクした Iridomyrmecinの徽虫合成な行っ.

た‥このものを川いたJl物試蚊にIJlいて..Lllllr･ホモIj

ナートを川いた失敗では Iridomy叩er･inは55,00'ヵ:I
a--Hydroxy･carbons畠ureに閑辞した,(盲火映は5,00)
AedesAegyptiの幼虫は Iridomyrmecinを細く少

出だけとる.10ppM の此度においては約1,%をお去る

に過ぎず,約その6,%が ∂-Hydroxy･carbons凱Ireに

なる.Iridomyrmecinのこ.の幼虫に対するLD60は
730ppM である. -

Iridomyrmeciliは Katalase,Peroxydase,Glu･
coseoxydase,α-Chymotrypsinおよび Aspergillus

oryzaeの加水分解較差ミ氾合物によっては､何ら変化を

うけない. ∴ (富田 一郎)


