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天然 由 来の 1， 2 ー ジ チ オ ラ ン誘導体 を リ ー ド化合物

と す る 殺虫剤の開発研究 問寺 肘幸みつ
武田薬品工業株式会社ア グ ロ 事業部農業科学研究所 光 弘

は じ め に

新 し い殺虫剤の探索 に お い て ， 天然 物 に ヒ ン ト を求 め

る こ と は有効な手段であ る 。 ピ レ ス ロ イ ド や カ ーパ メ イ

ト は， そ の起源 を天然 物にもち ， 長年 に わ た る 様々な研

究の結果， 今 日 で は構造及び殺虫作用が変化 に富んだ多

数の誘導体が知られ， そ れら は 害虫防除に重要 な位置 を

占 め る に至 っ て い る 。

殺虫剤 カ ル タ ッ プ は天然 物ネ ラ イ ス ト キ シ ン (NTX)

に起源 を有す る が， そ の 開発上市 (1967 年) から こ れ ま で

に 25 年以上が経過 し， そ の 聞 に天然から NTX と 同 じ ジ

チ オ ラ ン環 を基本骨格 と す る 生理活性 物質がい く つ か発

見 さ れた。 そ の 中 に は NTX と 良 く 似た 殺虫活性 を有す

る もの， 明らか に生理活性が異な る ものもあ り ， ジ チ オ

ラ ン誘導体の生理活性 を評価 し て お く 必要性が認識 さ れ

た 。

本総説では， 新 し く 合成 さ れた ジ チ オ ラ ン誘導体及び

関連化合 物の生理活性 と ， カ ル タ ッ プ， ペ ン ス ル タ ッ プ

に 見 いだ さ れた 新 し い生理活性 を紹介 し た い。

1 1，2 ー ジ チ オ ラ ン誘噂体

ネ ラ イ ス ト キ シ ン (NTX) は ， 1934 年 に 海産性の環形

動 物であ る イ ソ メ から見 いだ さ れた 1， 2ー ジ チ オ ラ ン誘

導体であ る (新田， 1934 : OKAICHI and HASHIMOTO， 1962) 。

1， 2 ジ チ オ ラ ン環 を有す る 天然 物 と し て は， ア ス パ ラ ガ

ス から ア ス パ ラ ガ ス 酸， 肝臓から見 いだ さ れた α F リ ポ

酸， ヒ ル ギ科マ ン グ ロ ー プ樹皮から ブル ギ ン及びフゃルゲ

ロ ー ル， 同科植 物から単離 さ れた ゲ ラ ル ジ ン及びギネ シ

ン， そ し て 水藻から見いだ さ れた カ ラ ト キ シ ン な どが報

告 さ れて い る (図-1) 。

こ れらの う ち ， NTX と カ ラ ト キ シ ン は殺虫作用 を， ゲ

ラ ル ジ ン は殺菌作用 を， ギ ネ シ ン類 は NTX 類似の殺虫

作用 を有す る こ と が報告 さ れて い る 。

1 カラ ト キ シ ン誘導体

水道水の悪臭問題に端を発 し ， そ れ を解決す る た め に

行われた研究 に お い て ， 臭気の本体 と し て ， 湖底 に生息

す る 輪 藻 植 物 の 一 種 で あ る カ タ シ ヤ ジ ク モ (Chara

globularis) か ら カ ラ ト キ シ ン と 5 メ チ ル チ オ ー1， 2， 3- ト
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リ チ ア ン が単離 さ れた (ANTONI et al . ，  1980) 。 こ れらの 化

合 物 は， 光合成阻害作用も有す る こ と が示 さ れた 。 そ の

後， NTX と の構造類似性の観点から， 殺虫作用 に つ い て

研究 さ れ， カ ラ ト キ シ ン は イ エバエ に対 し て NTX の 1/

10 の活性 を ， コ ク ゾ ウ ム シ に対 し て 1/2 の活性 を 示 す こ

と が報告 さ れた (NIELSEN and PEDERSENE， 1984 : Block 

and Es warakris hnan， 1986) 。 し か し ， メ チ ル チ オ 基 を

変換 し た誘導体の合成及び殺虫活性 に 関 す る 報告 は ま だ

な い。 そ こ で， 新規 な殺虫活性化合 物 を探索す る た め に ，

4 位 に ア ル キ ル チ オ 基 を 有す る 1， 2- ジ チ オ ラ ン誘導体 を

合成 し， 構造 と 殺虫活性の 関係 を検討 し た (MITSUDERA et 

a l .， 1990) 。

2 ギ ネ シ ン類及 び関連化合物

ギ ネ シ ン A， B 及 び C は加藤ら に よ っ て 1983 年 に ブ

ラ ジ ル産の樹木 Cassipourea guianensis ( ヒ ル ギ科) の樹

皮から単離 さ れ， 図-1 に 示す構造 を持つ 立体異性体であ

る こ と が報告 さ れて い る 。

NTX は海産動 物の イ ソ メ から， 一方 ギ ネ シ ン類 は 熱

帯性植物から と ， 全 く 懸 け離れた生物から単離 さ れた に

もかか わらず， 両者 は い ずれも 1， 2 ジ チ オ ラ ン骨格 と 三

級ア ミ ノ 基から構成 さ れ， そ の ア ミ ノ 基が硫黄原子から

3番 目 の炭素 に 結合 し ， さ ら に 同様の殺虫 ス ペ ク ト ル を

示す な どの類似点 を 有 し て い る 。 ま た ， ギ ネ シ ン は カ ラ

ト キ シ ン や NTX と は 異 な っ て 非対 照 の 化合 物 で あ る
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図- 1 天然由来の 1， 2ー ジ チ オ ラ ン誘導体
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し た 。 ジ メ チ ル ア ミ ン部分 を有す る 1， 2ー ジ チ オ ラ ン類及

びギネ シ ン の ニ カ メ イ ガ幼虫 に 対 す る 活性 を LD 50 (μgl
g) 値 に よ り 比較す る と 図ー2 に 示す結果 と な っ た 。

分子軌道計算から， こ れらの化合 物の S-S 結合の 強 さ

と 活性の 聞 に相関関係 が あ り ， 分極の大 き い程活性が強

い傾向が見られた 。 ま た ， 殺虫活性が強 い NTX 及 び 4a

で は ， イ オ ウ 原子 と 窒素原子の距離 は約 4 Â で あ り ， こ れ

は ニ コ チ ン の窒素一室素原子間 の距離 と ほ ぽ一致 し た 。 同

じ神経毒であ る こ れらの化合 物が こ の よ う な共通点 を 有

し て い る の は， 活性発現機構 に 共通点 を 持 っ て い る 可能

性が高い と 考 えられ る 。

以上， 1， 2- ジ チ オ ラ ン誘導体の構造 と 活性の 関係 を検

討 し， NTX と 同等の活性 を 示す誘導体 は い く つ か見 い

だ さ れた が， 殺虫 ス ペ ク ト ル及び活性強度の 両面 に お い

て NTX を 越 え る 化合 物 は得られな か っ た 。
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表 - 1

噌目内，島町da『EJwau''OO丹羽 カ ル タ ッ プ， ペ ン ス ル タ ッ プの軟体

動物 に対す る 作用

皿

天然の殺虫活性 物質 NTX の研究 を発端に し て ， カ ル

タ ッ プ (SAKAI and SATO， 1971) ， ペ ン ス ル タ ッ プ (SAKAI，

1982) ， ジ メ ハ イ ポ な どが国 内外で製品化 さ れ農業用殺虫

剤 と し て 実用 に供 さ れて い る 。 そ の後カ ル タ ッ プ， ペ ン

ス ル タ ッ プが ウ ス カ ワ マ イ マ イ ， コ ウ ラ ナ メ ク ジ に対 し

て 高 い摂食阻害作用 を示す こ と が見 い だ さ れた 。 ま た ，

水 田 作 物 を 食 害 す る ス ク ミ リ ン ゴ ガ イ (Pomacea

canaliculata，俗称 ジ ャ ン ボ タ ニ シ) に対 し， カ ル タ ッ プ は

殺員作用 を持た な い が， 高 い摂食担害作用 を 示 し た (朝

加・佐藤， 1987) 。 こ れらの事実 に基づい て ， カ ル タ ッ プ

は ス ク ミ リ ン ゴガ イ の食害防除剤 と し て ， ペ ン ス ル タ ッ

プ は ナ メ ク ジ 防除剤 と し て適用拡大が な さ れた (図-4) 。

et 

H 

が， 同様の生 物活性 を有 し て い る こ と は興味深い。

そ こ で， ギ ネ シ ン類の殺虫活性 を NTX と 比較す る と

と も に ， 新 し い タ イ プの活性化合物 を探索す る た め に ギ

ネ シ ン類及 び そ の 関連化合物 を 合成 し た (MITSUDERA

al.， 1990) 。

ま た ， さ らに詳 し く 構造 と 活性の 関係 を検討す る た め

に ， ア ミ ノ 基の 置換位置 と 種類 を 変換 し た誘導体 (1�10)

を合成 し た (表-1) (UNEME et al. ，  1992) 。

H 1 0  

プ ロ パ ン ジチ オ ー ル誘導体

NTX を リ ー ド 化合 物 と し て ， こ れ ま で に な い母核 と

作用性 を有す る 上記の殺虫剤が開発 さ れた こ と から， ギ

ネ シ ン関連化合 物 に つ い ても NTX の 場合 と 同様の構造

変換 を行い， 構造 と 活性の関係 を検討 し た 。

先に述べた ア ル キ ル ア ミ ノ メ チ ル 置換 1， 2- ジ チ オ ラ

ン誘導体の う ち ， ジ メ チ ル ア ミ ノ メ チ ル体が最も強い活

性 を 示 し た こ と から， ア ミ ン部分 を固定 し て構造変換 し

た化合物 (11， 12 及びそ の 関連化合 物) を合成 し た (UNEME

et al. ，  1992) 。

11， 12 は い ずれも ナ ミ ハ ダニ に 対 し て NTX 及 び そ の

関連化合物 よ り 強い活性 を 示 し た 。 ニ カ メ イ ガ幼虫 に対

し ても強 い 活'性 を 示 し た が， そ の活性 を LD so (μg/g) 値

に よ り 比較す る と ， カ ル タ ッ プ (2 . 3 μg/g) ， ペ ン ス ル タ一一一 17 一一一

W 
1，2 ー ジ チ オ ラ ン類の殺虫 ・ 殺 ダニ 活性

カ ラ ト キ シ ン誘導体の う ち ， 4 エチ ノレ チ オ ， 4-イ ソ プ

ロ ピ ル チ オ ー及 び 4-nーオ ク チ ル チ オ 1， 2- ジ チ オ ラ ン は ，

チ カ イ エカ ， ヒ メ ト ピ ウ ン カ に対 し て比較的強 い活性 を

示 し ， 特 に ヒ メ ト ビ ウ ン カ に対 し て は， カ ル タ ッ プ， ペ

ン ス ル タ ッ プ及 びチ オ シ ク ラ ム よ り 強い活性 を 示 し た 。

し か し ながら， カ ラ ト キ シ ン は ナ ミ ハ ダニ， ニ カ メ イ ガ

に対 し て 弱 い活性 を 示す の み で あ っ た 。

一方， 合成 に よ っ て得 ら れた ギ ネ シ ン類 は ラ セ ミ 体で

は あ る が， ニ カ メ イ ガ幼虫 に対 し て光学活性な天然物 と

同程度の強い殺虫活性 を 示 し た 。

ア ミ ノ 基の 置換位置 と 種類 を 変換 し た 1， 2- ジ チ オ ラ

ン誘導体 (2�10) は， い ずれもナ ミ ノ 、 ダニ に対 し て NTX

よ り 強 い活性 を 示 し た 。 ニ カ メ イ ガ幼虫 (50 μg/g) に 対

し て は ， 2， 3 及び 4 が NTX と 同様 に 100%の死虫率 を示

E 
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図 - 2 1， 2 - ジ チ オ ラ ン類の ニ カ メ イ ガ幼虫 に対す る 活性 :

LD50 (μgjg) 

r-SCONH2 r-SS02Ph ，--S， ;-SS03Na 

Me2Nー-{ Me2Nー-< Me2Nー〈 戸 Me2N-<，.
"-SCONH2 、-SS02Ph '--5" '-SS03Na 

カ lレ タ ッ プ ペ ン ス ル タ ッ プ
図 - 3 ネ ラ イ ス ト キ シ ン関連化合物の殺虫剤

ス ク ミ リ ン ゴガイ ナ メ ク ジ

図 - 4 水田作物 を 食害す る ス ク ミ リ ン ゴ ガ イ と コ ム ギ な ど

の畑地作物の 根 を 食 い荒す ナ メ ク ジ

ッ プ ( 3. 7 μg/g)より弱かった ( 図 ー 5 )。

V 1，3 ー ジ チ ア ン誘導体

NTX をリー ド化合物と し て 開発されたチ オ シク ラ ム
(BERG and KNUTT， 197 5)及び天然の殺虫活性物質 5- メ チ
/レチ オ ー1， 2， 3-トリ チ ア ン な どの1， 2， 3 トリ チ ア ン誘
導 体 は， 熱 や 酸 ・ ア lレ カリ に 対 し て 不 安 定 で あ る
(BRESLOI\'， 1966 )。 し か し ， 2位の硫黄をメ チ レ ン に置き換
えた構造を持つ 1， 3 ジ チ ア ン誘導 体は上記の化合物よ
りも化学的には安定である。1， 3- ジ チ ア ン誘導体は， 合
成化学の分野では広 く 中間 体と し て用い られているが，
このもの自体の生理活性を調べた 研究は少ない。

1， 3 ジ チ ア ン が酸化つ い で加水分解によって1， 2- ジ
チ オ ラ ン に 変わる化学反応がある。 虫体内で同様な代謝
分解反応を受け殺虫活性を発揮するような1， 3- ジ チ ア

チ オ シ ク ラ ム ジ メ ハ イ ポ

町�.… 附�: どfLS
1 1 8  
12.6 

1 1 b  1 2  

4.0 
LDso( μ g/g) 

1 1 .6 

図 - 5 プロ パ ン ジ チ オ ー ル誘導体 と ニ カ メ イ ガ幼虫 に対す

る 活性

ン誘導体が得2 られれば新規 な農薬 創製につ ながると考
え， 2 位及び 5 位に種々 の置換基を有する1， 3- ジ チ ア ン
誘導 体を合成 し ， その殺虫活性を調べた。

1 5 ー アルキルア ミ ノ ー1，3 ー ジチア ン誘導体
まず 5 位の置換基と活性の関係を検討する 目 的で， 2 

位の置換基 シ ア ノ 基と p-ク ロ ロ フ ェ ニ ノレ基に固定 した
誘導体 (13)を合成 し た (図-6 )。

13 の中で， 5 イ立にジ メ チル ア ミ ノ 基または ジ エ チ Jレア
ミ ノ 基を持つ誘導 体は優れた殺虫・ 殺タ。ニ活性を示 し た。

そこで， 5 位の置換基をジ メ チル ア ミ ノ 基に固定 し た
ときの 2位の置換基と活性との関係を検討する 目 的で，
2 位に種々 の電子吸引性基を導入 し た 5 ジ メ チルア ミ ノ
ー1， 3 ジ チ ア ン 誘 導 体 (14 )を 合成 し た (MITSUDERA and 
KONISI I I ，  1991)。
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図 - 6 1， 3 ジ チ アン 類の構造 と 活性の関係

14 の 中 で， 2 位 に シ ア ノ 基 を 有す る 誘導体が強 い活性

を示 し た こ と か ら ， さ ら に 活性が強 く ， 殺虫 ス ペ ク ト ル

の広 い化合物 を探索す る た め に ， 5 位 を ジ メ チ ル ア ミ ノ

基 に ， 2 位の一つ の 置換基 を シ ア ノ 基 に 固定 し て 化合物

(15) 及び (16) を合成 し た (図-6) 。

2 5 ー ア ル キ ル チ オー1，3 ー ジチ ア ン誘導体

NTX を ヒ ン ト に し て 合成 し た 5ー ジ メ チ ル ア ミ ノ ー

1， 3- ジ チ ア ン誘導体が強 い殺虫 ・ 殺ダニ活性 を示 し た 。

そ こ で， カ ラ ト キ シ ン に つ い て も 同様の構造変換 を し た

5- ア Jレ キ ル チ オ 1， 3- ジ チ ア ン誘導体 (13 ; R 1 = R4S) を

合成 し ， 構造 と 活性の関係 を検討 し た (MITSUDERA et al. ， 

1990) 。

VI 1，3 ー ジ チ ア ン 誘導体の殺虫 ・ 殺 ダ ニ 活性

1， 3- ジ チ ア ン誘導体の 殺虫 ・ 殺 ダ ニ 活性 の 強 さ を ，

NTX 及 び そ の 関連化合物 (カ ル タ ッ プ， ペ ン ス ル タ ッ

プ， チ オ シ ク ラ ム) と 比較 し評価 し た 。 そ の結果 を以下に

要約す る 。

1 5 ー ア ル キ ル ア ミ ノ ー 1，3 ー ジ チ ア ン 誘 導 体 の 殺

虫 ・ 殺 ダ ニ 活性

5 位無置換体， 水酸基及 び 5ー メ チ ル ア ミ ノ 体 は ， ほ と

ん ど活性 を示 さ な か っ た 。 こ れ に 対 し て ， ジ置換ア ミ ノ

体 は い ずれ も ナ ミ ハ ダニ に対 し て NTX よ り 強い活'性 を

示 し た 。 ニ カ メ イ ガ幼虫 に対 し て ， ジ メ チ ル ア ミ ノ 体及

びジエチ ル ア ミ ノ 体が強い活性 を 示 し た が， ジ プチ ル ア

ミ ン， ピ ロ リ ジ ン及びモ ル ホ リ ン の よ う な か さ 高 い ア ミ

ノ 基 を有す る 化合物の殺虫活性 は 弱か っ た 。

2 位 に 2 個 の 電子吸引性基 を 持 つ 5ー ジ メ チ ル ア ミ ノ

1， 3 - ジ チ ア ン誘導体 (14) は ， ニ カ メ イ ガ幼虫及びナ ミ ハ

ダニ に対 し て ， NTX 及 び そ の 関連化合物 と 同等 の 強 い

活性 を示 し た 。 中 で も 2 位 に シ ア ノ 基 を持 つ化合物 は優

れた殺虫 ・ 殺ダニ活性 を 示 し た 。

2 ア リ ー lレー2- シ ア ノ ー5- ジ メ チ ル ア ミ ノ {本 (16) は ， ニ

カ メ イ ガ幼虫， ヒ メ ト ビ ウ ン カ 及 びニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ テ ン

ト ウ ム シ に 対 し て 強 い 活性 を 示 し た 。 ベ ン ゼ ン 環 上 に

Cl， Br， N02 ， CF3 な ど の電子吸引性基 を 導入 し た モ ノ 置

換体 は ， い ずれ も 置換位置 に 関係 な く ， NTX の 関連化合

物 と 同等か そ れ以上の活性 を 示 し た 。 特 に ニ ト ロ 置換体

は優れた活性 を 示 し た 。

2- カ ルパモ イ ル誘導体 (15) は ニ カ メ イ ガ幼虫， ナ ミ ハ

ダニ に対 し て NTX， カ ル タ ッ プ及 び チ オ シ ク ラ ム と 同

等か そ れ以上の強い活性 を 示 し た 。 ヒ メ ト ビ ウ ン カ 及び

ハ ス モ ン ヨ ト ウ に対す る 活性 は ， カ ルパモ イ ル基の釜素

原子上の置換基の種類 と 炭素数に よ っ て影響 さ れ， 炭素

数 が 6 か ら 10 の ア ル キ lレ 基 で 置 換 さ れ た 化 合 物 は

NTX 及びそ の 関連化合物 と 同等 か そ れ以上の 高 い 活性

を示 し た 。 こ れ ら の化合物 は ， ニ ジ ュ ウ ヤ ホ シ テ ン ト ウ

ム シ に対 し て 強い殺虫活性 を 示 し ， NTX， カ ル タ ッ プ及

びペ ン ス ル タ ッ プ よ り 強 い活性 を 示 し た 。

2 5ージ メ チル ア ミ ノ ー1，3 ー ジチ ア ン誘噂体の動物代謝
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図- 7 5ー ジ メ チ ル ア ミ ノ ー1. 3ー ジ チ アン 誘 導体 (16 a) の 酸

化， 還元

強 い殺虫 ・ 殺 ダニ 活性 を 示 し た 1， 3- ジ チ ア ン誘導体

(16 a) は化学的な酸化 ま た は還元反 応 に よ っ て 、 殺虫活

性の あ る 17 や 18 に 変換で き る (MITSUDERA and KONISHI， 

1991) (図ー7) 。 同様な反応が生体内 に お い て 起 こ り ， 活性

化合 物 に 変換 さ れ る か ど う か を調べ る た め に ， マ ウ ス に

16 a を 経 口 投与 し， 尿中 の代謝産 物を調べた。 尿 に は，

NTX， NTX モ ノ オ キ シ ド (17) の生成が認められた 。 ま

た ， 16 a を マ ウ ス に経 口 投与 し た 時の 生理作用 は NTX

の そ れ と 酷似 し ， そ の殺虫 ス ペ ク ト ル は NTX と 同 じ で

あ っ た 。

NTX は ， シ ナ プス の節後繊維の ア セ チ ル コ リ ン受容

体に措抗的 に 働 き マ ス ク し て し ま う 結果， 神経刺激伝達

が遮断 さ れ， 虫体に 弛緩 ま ひ を 引 き 起 こ し， やがて死に

至 ら し め る 作用 を 持 つ こ と が証 明 さ れ て い る (坂井，

1967 : SAKAI， 1959) 。

こ れらの こ と から， 1， 3- ジ チ ア ン誘導体が NTX と 同

様の殺虫作用 を 示す の は， 生体内で NTX， NTX モ ノ オ

キ シ ド な どが生成 し ， こ れらが シ ナ プス 興奮伝達 を 匝害

す る 作用 の本体であ る と 説明 さ れ る 。

3 5ーア ル キ ル チ オー1，3 ー ジチ ア ン誘導体の殺虫 ・

殺 ダ ニ 活性

2 位が無置換の 5- ア ル キ 1レ チ オ 1， 3- ジ チ ア ン誘導体

の活性は弱か っ た 。 こ れに対 し て ， 2 位 に 電子吸引性基 を

有す る 化合 物 は強い活性 を 示 し ， チ カ イ エカ に対 し て ，

NTX， カ ル タ ッ プ及びペ ン ス ル タ ッ プ と ほ ぽ同等の活性

を示す化合 物が得られた 。 S-ア ル キ ル チ オ体は， ヒ メ ト

ピ ウ ン カ に対 し て ， カ ル タ ッ プ， ペ ン ス ル タ ッ プ及びチ

オ シ ク ラ ム よ り も 強い活性 を 示 し た 。

こ れ ま で に 述 べ て き た 1， 3ー ジ チ ア ン誘導体の 2 位及

ぴ 5 位の置換基 と 殺虫 ・ 殺ダニ活性 と の関係 を ま と め る

と 図-6 の よ う に な る 。

5 位の 置換基 と し て ジ メ チ ル ア ミ ノ 基 を ， 2 位の置換基

と し て シ ア ノ 基及びカ ルパモ イ ル基を有す る 誘導体が広

い殺虫 ス ペ ク ト ル を持ち ， し か も 強い活性 を 示 し た 。

NTX 系化合 物の活性発現 に必要 な 条件 と し て 以下の

点が明らか と な っ た 。

( 1 ) 3 級ア ミ ノ 基 に 加 え て 一定 の 距離 を 隔 て た 2 個

の メ ル カ プ ト 基 ま た は メ ル カ プ ト 基 を再生 し 得 る 置換 メ

ル カ プ ト 基の存在が必要で あ る 。

( 2 ) そ の 一定 の 距離 と し て ニ コ チ ン の 窒素ー窒素原

子聞の距離 と ほ ぽ同 じ 4 Â で あ る と き ， 強 い 殺虫活性が

表れる 可能性が高い。

お わ り に

“ い っ た い ネ ラ イ ス ト キ シ ン は イ ソ メ に と っ て ど ん な

存在理由があ る のだ ろ う か九 長年 こ の不思議 な 物質 に か

か わ っ た者の素朴 な疑問で あ る 。 殺虫活性 は外敵が近づ

き に く い泥の 中 に潜んでい る イ ソ メ に と っ て さ し て 有利

に働 く と は考 え に く い。 そ の後， マ ン グ ロ ー プの樹皮か

ら ネ ラ イ ス ト キ シ ン に 近似 す る ギ ネ シ ン が 見 いだ さ れ

た 。 こ の も の の殺虫活性 は お そら く 捕食 し よ う と す る 見

虫から植 物 を守 る の に 有利 に働 い て い る こ と は十分 に 考

えられ る 。 ま さ に 京都大学名誉教授深海浩先生が 「生 物

た ち の不思議 な 物語」 に述べて おられ る 「毒 は 身 を助 く 」

の好例で は な か ろ う か。 自 然界 に は存在理由 の な い も の

は な い と 考 え た ほ う が良 さ そ う であ る 。

ヨ ー ロ ツ パ に お け る ペ ン ス ル タ ッ プの 開発過程 に お い

て ， 本剤が麦畑の 害敵ナ メ ク ジ の駆除 に 有効であ る こ と

が見いだ さ れ， こ れ を ナ メ ク ジ の餌 に 混入す る こ と が検

討 さ れた。 こ う し た 餌 は野外 で は ナ メ ク ジ が食べ る 前 に

野鳥が食べ， 野鳥 に 害 を も たらす の で は な い か と い う 疑

問 も あ っ た が， 実験 し て み る と ， 野鳥 はペ ン ス ル タ ッ プ

が混入 し た餌 を 完全 に 思避 し た 。 ひ る が え っ て考 え て み

る と ， 海辺の砂泥中 に す む イ ソ メ の天敵 は環形動 物 を 好

んで食べ る チ ド リ な ど の 鳥類で あ っ た 。 本総説で取 り 上

げた化合 物 は ， ネ ラ イ ス ト キ シ ン及 びペ ン ス ル タ ッ プ を

含め て ほ と ん ど す べ て が ア ミ ン臭 と イ オ ウ 臭が混 じ っ た

独特の臭い を発散す る 。 こ う し た臭 い が人間 よ り は る か

に優れた 五感 を持つ鳥類 を ， イ ソ メ から遠 ざ け る の に 役

立っ て い る 可能性 は大 き い。

長い道程であ っ た が， 1， 2- ジ チ オ ラ ン化合 物の研究 を

続 け て き た お か げで， 先の素朴な疑問 に対す る 解答への

有力 な手がか り が得られた 。

自 然 は謎 に 満 ち て い る ， こ れ を 化学の 言葉で読み解 く

こ と に よ っ て ， 色々 な ヒ ン ト が得られ る と 深海先生 は 強

調 し て おられる が， 確か に そ の と お り で あ る 。
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(2 月 1 日 付)
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調節研究室) は熱帯農業研究セ ン タ ー研究第一部併任に
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務局) は技会事務局併任解除， 熱研セ ン タ ー企画連絡
室併任 に

(3 月 1 日 付)
浜 弘司氏 (農環研資材動態部農薬動態科薬剤耐性研室

長) は 同農薬動態科長 に
是永龍二氏 (果樹試企画連絡室研究技術情報宮) は果樹

試保護部長 に
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所業務第一課長事務取扱 に
中井 武氏 (向上 ・ 新潟支所長) は退職
佐藤 勲氏 (向上 ・ 成田支所業務第一課長) は退職
(4 月 1 日 付)
川 嶋浩二氏 (熱研セ ン タ ー研究第二部長) は熱研セ ン タ

ientia 40 : 186. 
13) 新 田清三郎 ( 1934) : 薬学雑誌 54 : 648�652. 
14) ÜKAICHI， T. and Y. HASHIMOTO ( 1962) : Agric. Biol. 

Chem. 26 : 224�227. 
15) SAKAI， M. and Y. SATO ( 1972) : Proc. 2nd IUPAC 

Inter. Congr. Pestic. Chem.， 455. 
16) SAKAI， M. ( 1982) : Proc. 5th IUP AC Inter. Congr. 

Pestic. Chem. IIa-2. 
17) 坂 井道彦 (1967) : 防 虫科学 32 : 21�33. 
18) SAKAI， M. (1969) : Rev. Plant Protect. Res. 2 :  17 

�29 
19) 深海浩 (1992) : 生物た ち の不思議 な物語， 化学同人， 東

京.
20) UNE ME， H. et al .  ( 1992) : Biosci. Biotech. Biochem 

56 ・ 1293�1299.
21) UNE ME， H. et al. (992) : Biosci. Biotech. Biochem. 

56 : 2023�2033. 

一研究第一部長 に
早川博文氏 (東北農試畜産部家畜虫害研室長) は 熱研セ

ン タ ー研究第二部長 に
山下忠明氏 (熱研セ ン タ ー企画連絡室海外研究交流科長)

は熱研セ ン タ ー沖縄支所長 に
塩見正衛氏 (草地試生態部長) は 出 向 (茨城大学教授理

学部)
山 口 武夫氏 (熱研セ ン タ ー研究第一部長) は退職
奈良正雄氏 (熱研セ ン タ ー沖縄支所長) は退職
塩見敏樹氏 (九州、|農試地域基盤研究部微生 物制御研室長)

は農研セ ン タ ー 病害虫防除部マ イ コ プ ラ ズ マ 病防除研
室長 に

字垣正志氏 (農生研分子育種部抵抗性遺伝子研主研) は
農生研企画調整部企画科主研 に

岩波節夫氏 (農研セ ン タ ー病害虫防除部マ イ コ プラ ズ マ
病防除研室長) は 農生研企画調整部研究支流科長 に

西 口 正通氏 (九州農試作 物開発部育種工学研室長) は 農
生研分子育種部核外遺伝子研主研に

南 栄一氏 (農環研資材動態部農薬動態科殺菌剤動態研
主研) は農生研機能開発部特殊生理反応研主研に

松本直幸氏 (北農試飼料資源部耐病性研主研) は 農環研
環境生 物部微生 物管理科土壌微生 物生態研室長 に

平田賢司氏 (横浜植防札幌支所国際係長) は 農環研環境
生 物部微生 物管理科線虫 ・ 小動 物研主研に

遠藤正造氏 (九州農試地域基盤研究部害虫制御研主研)
は農環研資材動態部農薬動態科薬剤耐性研室長 に

足立 礎氏 (果樹試興津支場虫害研主研) は 果樹試保護
部虫害研主研 に

坂神泰輔氏 (果樹試安芸津支場虫害研室長) は 果樹試盛
岡支場虫害研室長 に

駒崎進吉氏 (果樹試 口 之津支場虫害研主研) は 果樹試安
芸津支場虫害研室長 に

新田恒雄氏 (技術会議事務局研究調査官 (要員担当) ) は
北農試生産環査部土壌微生 物研室長 に

鳥越洋一氏 (農研セ ン タ ー プ ロ ジ ェ ク ト 研究第 2 チ ー ム
主研) は東北農試水田利用部作業 シ ス テ ム研室長 に

(37ペー ジ に続 く )
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