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SummAry

1. Cryptomeria red mite.Paratctranyclzus

ho〝docnsfsEharaisoneoftheimportantforest

pestsinJapan.Chemica一controlmethodofthis

pestwasdonebysmoke.sprayinganddustingof

severalacaricides.However..thesecontroltech･

niquesarenotadequateforsteepslopofmauntain･

ousarea. TheexperlmentSWereattemptedto

findmoreeasymethodforcontrollingthemites

byusingtheliquidorwettableacaricides.

2.TreestestedwereJapaneseceder,CyyzltOmeria

ja♪onfca,Race:(Sanbu･Sugi,3yearsold).Two

forestsapplliedwere50a(about1,500 trees)in

Sanbu machinear Chiba PrefecturalForest

ExperimentStationand30a(about900trees)in

Yokoshibamachi,ChibainJapan.Combinations

ofacaricidesweredoneunderconsiderationof

thepreventionofacaricidalresistance,possesing

ovicidalandadultkillingpropertiesanddifferent

modeofaction.Originalformulationwasdesigned

bymixingchlorinatedandorganophosphateaca･

ricides.Inthistests,combinationsbetweenEstox

andChlorobenzilate,PhenkaptonandChloroben･

zilate.Dimiteand Chlorobenzilatewereused.

AcaricidalfogwasgeneratedbyaSwingfogSN-7

machine,andWettableandMistsprayingwere

byaknapsacktypemistblower.

3. Theacaricidalmixturesweretoggedby

Swingfogwhenairreverselayeroccuredinearly

morning.TwopromlSlngaCaricidalformulations.

EstoxplusChlorobenzilateandPhenkaptonplus

Chlorobenzilatewerescreendfrom 15different

formulations. Directacaricidalaction ofthe

mixtureofEstoxandCh10robenzilatewasmore

effectivethantheothers.Longlastingandovicidal

actionofthemixtureofPhenkaptonandChloro･

benzilatewasmoreeffectivethantheothers.

4.1fthemitepopulationincreasecanbeindicated

bylogisticcurve,populationdensityofCryptomeria

redmitesdecreasesafterfoggingofacaricides.

Saturationpointofpopulationcanbeestimated

byK andrcalculated byMorishita'smethod

(1961)･Saturation.pointsaftertheapplicationsof
theabovetwopromising mixtures(Estoxand

Chlorobenzilate,PhenkaptonandChlorobenzilate)

werelowerthanthosebeforefogging.Theintrinsic

ratesofincreasewerelowerinappliedareathan

thecontrolarea.

5. Theeffectivenessofthetypeforapplying

acaricideswasasfollowsinthedescendingorder:

foggingsolution)emulsifierconcentrate)dust)

wettablepowder. In conclusion,the fogging

methodisapplicableforpracticalcontrolofthe

Cryptomeriaredmite,Paratctyanychushondoensis
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4･ 殺姐剤の効力試験法に関する研究. (第 1報).試験法が殺姐剤の効力の変動に及ぼす経ち馴こ

ついて1)林 晃史 ･糸賀 章 (大正製菜株式会社 防虫科学研究室 東京)45.ll.10受FJl

イエバエ柊齢幼虫に対して,DDVP,r-BHC及び O-dichlorobenzeneの効力を5万比で評価し

た. この結果,朝出効果は実験方法によってかなり変動するUTがわかった. まT=状的方比としては

短時間浸㍍法が適していると考えた.

殺姐剤の効力の&'内試験法に関しては,大汎 良沢7)

(1949),遠山.鈴木)･2)(1954).鈴水n(1955),井上d)

(1955),上W.松山9)(1956)及び水谷.仙B)(1965)等

の稚LBがある.又.殺虫剤将帥 こも2.3の例が記載

されている10).しかし,そのいずれも再現性の問題や

1) 水和の冊熟 よ耶14回日本相生動物学会大会にて発
光した.

災際の駆除効果の11払i:と云う両より考えれば更に検討

を必要とする点がすくなくないと考えられる.

著者等は再現性が高く,短期間で容易に実施し得る

方法を知る目的で実験を計画した.この最初の試みと

して既知の方法で,方法問の特異性を比較検討し,知

見を得たので報告する.

本文に入るに際し,日田より粒々の御田村をいただ
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いている名古虚大学農学部弥富喜三教授に厚く御礼申

し上げる.

Ⅰ･実額材料及び方法

(1) 供訊昆虫.供試昆虫は当研究室に於いて長沢8)

(1952)の提唱 した方法で累代飼育中のイエバエ,

MascadomcsticavI'cl'naMacq.高槻系の終齢幼虫

である.

(2)鵬試薬剤.実験には5%DDVP乳瓢 10%.)ンデ

ン乳剤.及び70%オルジク乳剤 (0-dichlorobenzene)

の3拙校を用いた.いずれもテクニカル ･グレードの

材料を用いて当研究室で調製したものである.

(3) 大助方法

24時ILil接触法 :実験は厄径 4.5cmx高さ7.0cmの

ガラス容掛 こ所定浪皮に稀釈した薬淡を2.Omlあて注

入し.終齢幼虫10頭を放飼した後,25oCの恒温水槽

に政配して24時間後の致死率を観察した.なお,同時

に兆紋中より取り出した個体は水洗した後,別のシャ

ーレに入れて障存し,蛸化の有無を観察した.

2相 和接触法 :24時間接触法に準ずる方法で接触時

JLUを2時間とした点が異なる.

パーライト法 :直径 4.5cmx高さ7.0cmのガラス

容執 こパーライトを10m)入れ,所定濃度に稀釈した

薬紋を 2.OmL注入混合した後.終齢幼虫10頚を放飼

して24時間後の致死率を観察した.なお,パーライト

(宇部興産(秩)会社)は物理化学的性状が比較的一定

で規格品が荷時入手できるので使用した.

2時間浸渋法 :上野,松山9)(1956)の方法に準ずる

もので.垣径9cmx高さ12cmの腰高シャーレに所定

濃度に稀釈した薬紋を150mlあて入れたものを準荷し

た.これに両端に金アミつきのふたをもつ,直径1.5cm

X高さ4.0cmのガラス管に終齢幼虫30両を入れて,

2時間浸漬して取りだし,別のシャーレに移して致死

率を観察した.

局所施用法 :アセトンで稀釈した薬紋をマイクロサ

イリンジにより.エーテルで軽く麻酔した終齢幼虫の

背面中央部に 0.6Jtlあて施用した.

以上の5方法により,いずれも10回反配の実験を行

なった.また,観察も24時間後の致死率,蛸化率と120

時間後の煽化率,そして12日後の羽化率について行な

った.

ⅠⅠ. 実験結果及び考察

3種類の薬剤を5つの方法で実験した結果は節1髭.

Table1. Mortality.pupationandpercentageemergenceofcommonhousefly
aftertreatmentswithDDVP.

Method Dilution Mortality(%) Pupation(%) Emergence(%)
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Table2. Mortality,pupationandpercentageemergenceofcommonhousefly
aftertreatmentswith〇一dichlorobenzene.

Method Dilution Mortality(%) Pupation(形) Emergence(%)

24hrs.
contact

0
0
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0
0
0
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Table3. Mortality,pupationandpercentageemergenceofcommonI10uSefly
aftertreatmentswithlindane.

Method Dilution Mortality(形) Pupalion(%) Emergence(%)
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Table4. RegressionequationonthemortalityoflarvaeandM.L.C..estimated
at24hrs.afterthetreatments.､

Method Chemicals y-a+b(x-虎) LC50

24mrs. DDVP5%

contact 〟-dichloro.70%

method LindanelO%

y-5.14+2.10(x-1.35)

y-5.04+3.38(x-2.69)

y-5.51十1.03(x-2.85)

51,956.1(0.096×10~3)

2,138.6(0.033xlO-3)

4,389.0(2.3×10ー3)

2ねrs. DDVP5%

contact o-dichloro.70%

method ･ LindanelO%

y-4.3+2.Ox

y-4.85+3.49(x-1.77)

4.5(1.1)

152.6(0.46)

Parligbt DDVP5%

contact (卜dicbloro.70%

method LindanelO%

y-4.77+3.02(x-2.89)

3-4.85+4.47(x-1.74)

y-4.73+2.37(x-2.90)

10.8(0.46)

17.1(4.09)

9.6(1.04)

2ねrs. DDVP5%

dipping o-dichloro.70%

method LindanelO%

y-3.7+2.5x

y-4.81+3.86(x-0.94)

Topical DDVP5%

application 〟-dichloro.70%

LindanelO%

3.0(1.7)

101.7(0.68)

y-4.82+2.66(x-I.61)

y-4.62+2.55(x-2.14)

y-4.87+2.10(x-1.74)

Table5. Regressionequationonthepupationfrom thelarvaeestimatedat
120mrs.afterthetreatments.

Method Chemicals

24mrs. DDVP5%

contact (卜dichloro.70%

method LindanelO%

3-a+b(x-5) In50

y-4.86+1.98(x-4.59)

y-5.06+2.90(x-3.40)

y-4.49+1.41(x-3.25)

45.925.0(0.11×10~3)

2,416.1(2.89×1018)

4,038.00.24×10~3)

2hrS. DDVP5%

contact 〟-dichloro.70%

method LindanelO%

y-4.87+1.55(x-1.54)

y-5.27十1.68(x-2.53)

y-5.00+1.29(x-1.34)

41.7(0.12)

233.6(0.30)

22.2(0.45)

Parlight DDVP5%

contact o-dichloro.70%

method LindanelO%

2ねrs. DDVP5%

dipping ･0-dichloro.70%

method LindanelO%

y=5.08+3.04(x-1.ll)

y-4.75+2.81(x-2.24)

y=5.28+2.10(x-1.12)

y-4.91+1.39(x-1.58)

y-5.18+1.43(x-2.20)

19.2(0.26)

141.8(0.49)

17.8(0.56)

15.0(0.33)

119.5(0.59)

Topical DDVP5%

application 〟-dichloro.70%

LindanelO%

y-4.89+1.91(x-1.31)

3-5.00+3.37(x-1.72)

y-5.27+1.32(x-1.60)

第2表及び第3表に記成した如くである.又LC50と 果以外の要因がかなり的係してくるものと推袈する.

In50即ち,50%琉化阻洪皮を井出整理したのが第4表 その要因としては実験の方法自体,即ち,容%1の平面

と節 5表である. も'1と米鼠 供試虫数及び容相の梢造等が考えられる.

24時間接触法の結果は他の方法に比較して高い殺岨 パーライト法による結果は,長時間典剤には触する

効果をしめした.これは他の方法に比校して炎剤の効 という条作で,24時間浸71'i法と-3E皿性をもつにもかか
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わらず料地効JJは朗 Y,:に劣 る. これは上野.松llJ9)

(1956)が鈴木,辿山 t)(1954)のモミガラ浸71.j法は他の

方法に比べて灘剤の効火を過少評価すると田柄した即
とrll''Jじ傾向をしめした.この原因は燕紋に接触する時

間が一定でないと云う印が関係するとも述べているが.

稀釈剤の物理性が関係すると瓜われる.また,このよ

うな現象は大沢,良沢n(1949)のJJi31篭約兆法に於いて

も同様の傾向が親祭される. これ等のTJFは試験方法中

の薬剤以外の環境条件･の杓迎が効力発現に大きな位政

をしめる覇を示唆するものと考える.

2時間浸抗法と2時間は触法の結果は極めて類似し

ている.また.接触法では供試虫がシャーレ界壁に付

新少行し,符の部分に移動する執 こより,来校に対す

る接触が不均二になると推定したが,本実験方法の致

死効果よりみると非紋に対する接触時間の不均一は効

力評価に毛tZ轡を与えないと考えられる.

局所地FT]法は幼虫の表両fllが小さいため割合に市況

度の薬剤を投与するための坪響や,麻酔押作及び取扱

い上の諸点で普遍的な方法とはいい難い.

殺姐剤の傾向を概観すれば,いずれの方法に於いて

も殺虫能率は O-dichlorobenzene)DDVP).)ンデン,

の旧に低下した.これは遠山,鈴木l)(1954)が指摘し

た如く,〟-dichlorobenzeneの作用係数は大きく,持

只の殺姐効果をしめすと述べた結果と獄似の傾向が認

められた.また殺岨効力はi却寺問薬剤と接触する24時

間接触法及びパーライト法では,DDVP)リンデン)

0-dichlorobenzeneの頓に低下した. このように O-

dichlorobenzeneの効果が劣るのは井上1)(1964)が指

摘した如く実験中に起る薬剤の洗皮変化に由来するも

のと思う.比較的粒時間である2時間浸抗法及び2時

間接触法では O-dichlorobenzene)DDVP)リンデン

の唄で作用係数の関係と同じ傾向をしめす郡は粥味深

い.又,この節は局所施用法の結果に於いても認めら

れた.このように狭義の実験方法問にあって効力の

変動が認められる郡は供試昆虫の立場よりみて.更に

方法の検討が必要である郡を示唆するものと考えられ

ち.

ⅠⅠⅠ. 摘 要

取組試験の方法によって効力がかなり変動する邪が

認められた. これ芯の11tは扶式の実験JJ舷.即ち,Vも

試托虫の取扱い,鵬.試発作や効火の判定方法について

検討の必要がある11【をしめすものと瓜う.木実験の紙

火から比舷的矧ll'ir'1'Jで環境の);tZ班をうける割合のすく

ない2時間浸71'j法で丸別ヒ巧王を他部する邪が良い-JJ一班と

考えた.
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SummAry

TnordertoevaluateinsecticidaleEEectsoEDDVP,

0-dichlorobenzeneand㍗-BHCforcontrollinglarvae

ofthecommonhousefly.MuscadomesLJ'cavrcl'〃O,

thefollowingfivetestingmethodwereapplied:

1)contactwithemulsionsfor24hrs.2)contact

withemulsionsfor2hrs.3)contactwithperlight

containingemulsionsfor24hrs.4)dippingin

emulsionsfor2hrs,5)topicalapplication oE

acetonesolutionS.

Insecticidaleffects were evaluated by the

mortality,thepercentageemergenceofpupaeand

thepercentageemergenceofadults.

Theresultsobtainedweregivenintables1to5.

Thelarvicidaleffectsweredifferentsamongthe

testingmethodsasshowninthetables.

From thepresentexperimentalresults,itis

consideredthatdippinginemulsionsfor2hrs.

andcountingthepercentageemergenceofpupae

aredesirablefortheevaluationoElarvicidaleffect

ofinsecticidesagainstthehouseflylarvaeamong

fivemethodstested.
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