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は じ め に

カ イ コ で 1 成分で強 い活性 を 示す性 フ ェ ロ モン が同

定 さ れて 以来， 現在 ま で に 多 く の種に お い て そ の 同定が

進 めら れて き て い る 。 鱗麹 目 昆虫 で は 性 フ ェ ロ モン は ほ

と ん どが複数成分で， 閉じ 分類群で は 同一の物質が共通

し て 見 い だ さ れる 場合が多 い。 物質 を 同定す る 分 析技術

の進歩 は ， 雌の フ ェ ロ モン 腺に 含 ま れて い る 微量 な成分

の 同 定 を 可能 に し た 。 さ ら に ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ で分離

さ れて 出 て く る 物質 を 直 接触角 に 吹き つ け， そ の 反応 を

記録す る GC -EAD 法 は性 フ ェ ロ モン構成成分の 同定 を

効率化 し ， 触角 レ ベルで活性の あ る 成分の発見 に 貢献 し

て い る 。 し か し ， そ れら の 中 に は性 フ ェ ロ モン と し て の

活性 に つ い て の検証が 不十分 な た め， フ ェ ロ モン 腺か ら

同定 さ れた 物質が誘引 に作用 し て い る か ど う か は 不 明の

場合 も あ る 。 こ こ で は鱗麹 目 昆虫誘引 性の性 フ ェ ロ モン

が同定 さ れ， 風 洞な ど で そ の 反応行動が調べ ら れて い る

も の に つ い て取 り 上 げ， 性 フ ェ ロ モン の構成成分の持つ

意味 に つ い て 考 え て み た い。

I 構成成分の機能について の考え方

性 フ ェ ロ モン 構成成分 と 行動 と の 関係 を 考 え る た め

に ， 性 フ ェ ロ モン に よ る 雄の誘引 の 過程 に つ い て簡単 に

述べ る 。 ま ず静止 状態 に あ る 雄が フ ェ ロ モン を感知す る

と ， 飛 し ょ う 行動が引 き 起 こ さ れ， 雄 は 飛 び立つ。 飛び

立った雄は風上 に 向か つて 飛 し ょ う す る 。 誘引源の近 く

ま で く る と 雄 は ジ グ ザ グ に 飛 ぴ， 飛 し ょ う 速度 を落 と し

て 雌 に 近づく 。 近づい た 雄 は雌の近 く に 着地 し， 羽 ばた

き な が ら ジ グ ザ グ に 歩 き ， 雌 に 到達 す る 。 こ の行動 は
メ ーテ ィ ン グ ダ ン ス と 呼 ば れる こ と が あ る 。 こ の と き に

は へ ア ーペン シ ル と 呼 ば れる 腹部末端等 に あ る 器官 を 広

げる こ と が 観察 さ れる 。 そ し て 雌 に触角等で触 れ， 腹部

を 曲げて 交尾 を 行 う 。 こ の過程 は い く つ か の種で共通 に

確認 さ れて い る 行動 を つ な ぎ合わ せ た も の で， ど の種で

も こ の過程 を す べ て 経過す る と い う わ け で は な い 。

性 フ ェ ロ モン が 1 成分 し か な い と き に は ， そ の物質 は

上 に述べた誘引 か ら 交尾 ま で の す べ て の行動 を支配す る

は ずであ る 。 し か し ， 性 フ ェ ロ モン が複数成分であ る こ
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と か ら 二 つ の 考 え 方が出 て く る 。 l 番 目 と し て は ， す べ

て の構成成分の混合物があ た か も 一 つ の物質 の よ う に 常

に作用 し ， す べ て の 行動 を 引 き 起 こ す と い う 考 え 方で あ

る (図ー1 -1)0 2 番 目 は ， 複数の成分の そ れぞ れが異 な る

行動 に対応 し て お り ， あ る 物質が存在 し な い と 次 の行動

の段階 に進 ま な い と い う 考 え 方 で あ る ( 図 1 -II ， IV) 。

例 え ば， 性 フ ェ ロ モン が 3 成分だ と す る と ， そ の う ち の

第 l 成分 ( あ る い は ， 微量成分 と の混合物 ; IVの場合)

に よ って誘引 の 過程の途中 の定位飛 し ょ う ま での行動が

観察 さ れ， 第 2 成分が加わ る と 次 の段階の着地す る 行動

が観察 さ れ， さ ら に 第 3 番 目 の成分が加わ る と 今 ま でみ

ら れな か った 腹部 を 曲げ る 行動が 観察 さ れる と い う よ う

に ， 物質が加わ る と 次 の段階の行動が引 き 起 こ さ れる と

い う よ う な場合で あ る 。 こ の と き に は成分の構成 に よ っ

行動の種類
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図 - 1 成分の作用 の 分類

1 : 成分 に 機能が な い場合. 成分 1 と 成分 2 は混合物 と し

てす べ て の行動 を 引 き起 こす.

II : 微量 成分 に 機能が あ る 場合. 成分 1 は C ま での 行動 と

対応 し ， 成分 2 は新 た な行動0 ， E， F を 引 き起 こす機

能 を持つ.

1lI : 微量 成分が特定の行動 と 対応 し た シ ナ ジ ス ト と し て働

く 場合. 成分 1 はす べ て の行動 を 引 き起 こすこ と が で

き るが ， 0 以 降の 行動の反応率は低 い. 成分 2 は 成分

l に加わ っ て0 ， E， F の行動の反応率 を高め る.

IV : 成分 I と 成分 2 が 混合す る こ と に よ っ て 活性が 現れ，

微量 成分 に 機能 の あ る 場合. 成分 1 ， 2 の混合物は C

ま での行動 と 対応 し ， 成分 3 は D 以 降 の行動 を 引 き起

こす機能が あ る.

V : 成分 1 と 成分 2 が 混合す る こ とに よ っ て 活性が 現れ，

微量成分が シ ナ ジ ス ト と し て働 く 場合.成分 3 は D 以

降の 行動の 反応率 を高め る.

この場合の主 成分 は量が一番多 い成分. 横 線 は観察さ れ る

行動 を 示 し， 太 い線 は高 い 反応率 を 示す.
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て い く つ か の組み合わ せ が あ り う る 。 前者 は構成成分 単
独の機能 は な い と い う 考 え 方で， 後者 は あ る と い う 考 え

方であ る 。

こ こ で 紛わ し い の は ， 反応率 は低 く て も 主成分だ け で

すべて の行動が引 き 起 こ さ せ る が， 微量成分 を加え る と

特定 の行動 を 引 き 起 こ す 関 値が下が り ， そ の行動 を示す

割合が は っき り と 高 く な る 場合 で あ る 。 例 え ば主成分

( あ る い は微量成分 と の 混合物) だ け で は 着地 を す る 個
体の割合が低 い と き に ， 第 2 成分が加わ る と 着地す る も

の の割合が高 く な る よ う な と き が こ れ に 相 当 す る ( 図 l

III ， V ) 。 こ の と き は 主成分だ げ で も 着地 は 引 き 起 こ さ

れ る の で， 着地 と い う 特定の行動 に 第 2 成分は l 対 1 の

対応 を し て い る と は い え ず， 単独の機能 は な い と い う 分

類に な る 。 し か し ， こ の よ う に 主成分 に 第 2 の成分 を加

え る と ， 加 え な い場合 と 比較 し て 特定の行動 を 示す割合

が高 く な る 場合 は ， 主成分 に加わ って 主成分が持つ特定

の行動 を 引 き 起 こ す活性 を 高 める と い う 意味で， 特定 の

行動 に 関連 し た シ ナ ジ ス ト と い う 分類 を す る こ と は で き

る 。 例 え ば， B AK ER e t  al .  ( 1976) は ハ マ キ ガ の 一種 の

A r gi rotaenia velutinana で フ ェ ロ モン構成成分 と 行動

と の 関 係 を 解 析 し ， ( Z) -l l -te tradecen yl ace ta te と

(E ) 一l l -te tradecen yl ace ta te の 混 合 物 ( 主 成 分 ) に

dodec yl ace ta te が加わ る と 雄の 反応率が上が り ， 特 に

半 径7 .6 cm の 小 型 の ト ラ ッ プへ の 着地 が 10 倍以 上増

加す る こ と を 見 い だ し た 。 こ れ は ， 主成分だ け で も 引 き

起 こ さ れ る 行動が微量成分の 添加 に よ って 活性が強 めら

れた こ と に な り ， dodec yl ace ta te は 着地 を 促進す る シ

ナ ジ ス ト と い う 分類 と な る 。

E 複数成分の混合比率の重要性

複数成分か ら 成 る 性 フ ェ ロ モン は ， 雌の持つ混合比率

が決 ま って い る 。 混合比率 は 種 に よ って あ ま り 変異がな

い場合 (MI LLER and RO WlFS， 1980) と ， 変異が大き い場合

( LÖFST EDl‘e t  al . ， 1985) の両 方が あ る 。 し か し， ハ マ キ ガ

類の よ う に 共通成分 を 同所的 に 分布す る 種が利用 し て い

る 場合 に は ， 混合比率 は 重 要 な 情報 で あ る た め (MINK S

e t  al . ，  1973) ， 変異が小 さ く な る と 考 え ら れ る 。 いずれに

し て も 複数成分の性 フ ェ ロ モン は適正な混合比率が あ る

範囲で決 ま って お り， あ ま り極端な比率で は 誘引性 を 示

さ な い。

雄の性 フ ェ ロ モン に 対す る 雄の 反応行動 は ， い く つ か

の種で混合比率 と 濃度 を 変 え ， ま た 微量成分の組み合わ

せ を変 え て ， 風 洞内 で い く つ か の種で解 析さ れて い る 。

そ の う ち で最 も よ く 行動が解 析さ れて い る の は， ナ シ ヒ

メ シ ン ク イ で あ る o こ の 穣は ， ( Z) -8 -dodecen yl ace -

ta te (28 -12  : Ac) ，  (E) -8-dodecen yl ace ta te (E8- 12 : 

Ac) ，  ( Z) -8-dodecen yl (28 -12 : OH) ， dodecanol (12 : 

OH) の 4 成 分 を 性 フ ェ ロ モ ン 活 性 成 分 と し て 持 つ

(C ARDÊ e t  al .，  1979) 。 し か し ， こ の う ち の 12 : OH は放出

さ れて い る 量 が少 な しま た 28 -12 : OH と 類 似の 活性

を 示 す た め， 特別 な 条件以外で は作用 し な い と 考 え ら れ

て お り (B AK ER and C ARDÉ， 1 979) ， 3 成分系 と 考 え る こ と

も で き る 。 B AK ER and C ARDÉ ( 1979) は風 洞内 で こ の 3 成

分の作用 を検討 し ， 28 -12 : Ac と E8 -12 : Ac の混合物

(主成分) は行動誘起 に 必 須で あ り ， 混合比率 に よ って い
ろ い ろ な 行動 を 引 き 起 こ す の に 必 要 な 濃 度 が異 な る こ

と ， 主成分 は そ れぞ れ単独で は 活性 を 示 さ な い こ と ， ま

た 28 -12 : OH も 単独で活性 を 示 さ な い こ と ， 主成分 に

28 -12 : OH を混合す る と ， 行動誘起か ら 着地 し て へ ア ー

ペン シ ル を 広 げ る ま で の す べ て の 行動 を 示す割合が高 ま

る こ と な ど を 示 し た 。 こ の結果 は 3 成分がす べ て の 行

動誘起 に セ ッ ト で作用 し て い る こ と を 示 し て お り ， 物質

単独の機能 は な い こ と に な る 。

ほ か に い く つ か の種で行動解 析が行わ れ て い る が， 鱗

麹目の誘引性性 フ ェ ロ モン で は ， あ る 機能 を持 つ シ ナ ジ

ス ト が あ る と い う デ ータ は あ る が， 独 立し た 機能 は 報告

さ れて い な い 。

皿 性 フ ェ ロ モ ン構成成分のあい ま いさ

複数の性 フ ェ ロ モン成分 は そ の組み合わ せ に よ って 誘

引 性が変化 す る こ と が， 野 外 や 風 洞内で調 べ ら れ て い

る 。 し か し ， 実際の誘引性性 フ ェ ロ モン成分 の 同 定 の 過

程 に お い て は ， 最終的 に は野外での誘引活性 を 指標 と す

る こ と が ほ と ん ど で あ る 。 そ の た め誘引 に 必 須な 主 要 な

成分 に 他の成分 を 添加す る こ と に よ って ト ラ ッ プの捕獲

数が増加す る と き に ， そ の成分 に 活性が あ る と み な さ れ

る 。 イ ラ ク サ キ ン ウ ワ パ で は ， ( Z) ー7-dodecen yl ace 

ta te 単独で誘引 活性がみ ら れ る が， そ の ほ か に dodec yl

ace ta te， (Z) -5 -dodecen yl ace ta te， l l -dodecen yl ace 

ta te， ( Z) 一7- t 巴trad 巴cen yl ace ta te， ( Z) -9 -tetradecen yl 

ace ta te が 副成 分 と し て 同 定 さ れ た (B JOS TAD et al . ，  

1984) 0 LINN et  al .  ( 1984) は， こ れ ら の成分 を組み合わ

せ て 風 洞内 で 詳細 に 反応行動 を 解 析し た 。 そ の結果， 主

成分の ( Z) ー7 -dodecen yl ace ta te を 欠 く 場合 に は誘引性

は な い が， そ の 他の l 成分 を取 り 除 い た 5 成分 の混合物

は， 飛び立ち ， 定位飛 し ょ う ， 風上へ向 か う 飛 し ょ う ，

誘 引 源 へ の 接触， へ ア ーペン シ ル を 広 げ る 行動 に お い

て 6 成分 す べ て を 混 合 し た 場 合 と 差 が み ら れ な か っ

た 。 ま た ， 主成分 を 含 む4 成分混合物の う ち 六つ の組み

合わ せ は 6 成分同様 に 6 成分混合物 と 差が な か った 。
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主成分 を 含 む3 成分混合物で は ， 誘引源への 接触 ま での

行動 は 6 成分混合物 と 比較 す れ ば反応率 は低いが， 成分

の組み合わ せ に よ る 差 は み ら れ な か った。

こ の 結果 は ， 各成分が特定 の行動 を 発現す る 機能 を 持

つ と 考 え る と ， 説明す る こ と がで き な い。 ま た， 6 成分

す べ て の混合物が 1 成分 の よ う に 作用 す る と い う こ と と

も 矛盾す る 。 し か し ， 成分の 欠落があ って も 完全な組み

合わせ の と き と 同 じ 反 応 を 示 す と い う こ と は ， 同 じ作用

を持つ化合物が複数 あ って お互い に 相補的 に 作用 し ， 成

分の あ る 組み合わ せ に 同種で あ る と い う 物質情報が含 ま

れて い る と き に は 同種 と 判定す る よ う な， 混合物 を認 識

す る 基準があ る と 考 え る こ と がで き る 。

性 フ ェ ロ モン の 同定が進 むな か で， 一つ の種 と し て 扱

わ れ， 外部形態か ら は 区別 さ れ な か った個体群の間での

性 フ ェ ロ モン の構成比率の違 い が 明ら か に さ れて き た 。

アワ ノ メ イ ガ (Ostrinia nubilalis ) の '性フ ェ ロ モン は Z

及び E 体の l l-tetradece nyl acetate の 混合物であ る

が， アメ リ カ ， ヨ ーロ ッ パで そ の 異性体の混合比率の違

い に つ い て の 大規 模 な 調 査 が 行 わ れ た (KLUN a nd 

C ∞PE RATO RS ， 1975) 0 31 地点で 2 成分の混合比率の異 な る

誘 引 製 剤 を 用 い た誘 引 試験 を 行 った結 果 ， Zと E の

93 : 7 混合物 に 主 に誘引 さ れ る 地点が 27 地点， 7 :  93 が

4 地点 で あ った 。 両者 が混在 し て い る と 思わ れ る 地点で

は， 中間的な 1 : 1 の比率で誘引 さ れ る 雄 も あ り ， 野外で

交雑が起 こ って い る と 考 え ら れ た。

カ ブ ラ ヤ ガ (A grotis se getum) の性 フ ェ ロ モン は，

( Z) -5-dece nyl acetate (Z5) ，  ( Z) -7-dodece nyl acetate 

(Z7) ， 及 び ( Z) -9-tetradece nyl acetate (Z9) か ら な る

が， こ の 3 成分 を組み合 わ せ た誘引剤 を作 り ， ヨ ーロ ッ

パ， アジ ア， アフ リ カ で誘引 試験が行わ れて い る (T ÓTH

et al .， 1992) 。 そ の結果， アフ リ カ で は Z5 の み で捕獲 さ

れ る 割合が高 く ， ヨ ーロ ッ パ で は 3 成分混合物 と Z5 +

Z7ま たは Z7 +Z9 混合物で捕獲 さ れ， ロ シ アで は 3 成分

混合物以外 で は あ ま り 捕獲 さ れ な い と い う 結果 で あ っ

た。 こ の種の場合 に は ， 地域個体群が相互 に 交配可能か

ど う か は 記述 さ れて お ら ず， 本当 に 同一種 に 属す る か は

わ か ら な い。
種の 概念 に は議論が あ り ， 単 純に 考 え る こ と は で き な

い が， 同種 と 考 え ら れ る 個体聞で性 フ ェ ロ モン の構成成
分 に 変異が存在す る こ と は事 実で あ る 。 あ る 特定の物質

が特定 の 行動発現機能 を 持 っ と す る と ， こ の よ う な 変

異， 特 に物質の 欠落 は起 こ り に く い よ う に 思わ れ る 。 あ

る 種 に二つ の系統があ り ， そ の う ち の一方の 系統が 他系

統が避 け る よ う な物質 を誘引成分 と し て利 用 す れ ば， 種
分化 に つ な が る 可能性が 出 て く る 。 し か し ， 交尾 に 至 る

ま で に は雌の近 く に雄が着地 し た後， 至近 距離での配偶

行動の過程 も 必要であ る か ら ， 誘引物質 に 注 目 す る だ け

で は種の問題の議論 は 不十分の場合が多 い と 思わ れ る 。

W 野外 におけ る 有効距離 と フ ェ ロ モ ン構成成分

野外での性 フ ェ ロ モン に よ る 誘引現象 を 考 え る と ， 成

分の機能 を 抜 き に し て も ， 最 も 量 の 多 い成分が 遠方 で も

空 中濃度が高 い た め， 雄 に よ って 最初 に 感知 さ れ る と 考

え る こ と も で き る 。 実際 に は感知 関 値 は化合物 に よ って

異な る の で， 常 に こ の よ う に な る と は 限 ら な い が， こ の

仮説に基づけ ば静止 中ま たは飛 し ょ う 中の 雄 は ま ず最 も

量の多 い成分 を感知 し て 行動 を 変化 さ せ， 誘引 源 に 向 か

う 行動 を と る は ずで あ る 。

LI NN et al . ( 1987) は ， ナ シ ヒ メ シ ン ク イ の 3 成分の性

フ ェ ロ モン で主成分 の み ， 主成分 と 一つ の微量成分， 3 

成分すべ て の組み合わ せ を 作 り ， 野外で雄 の 羽 ば たき と

歩行行動 を 引 き 起 こ す最 大距離 を 求 めた。 そ の結果， 3 

成分混合物が最 も 誘引源か ら 離れ た場所で雄の 行動 を誘

起 し ， 一 つ の微量成分 と 主成分 を組み合わ せ たう ち の 片

方の組み合わ せ で は 3 成分 よ り は活性 は 弱 い が， 主成分

の み よ り は 遠方で雄の行動 を誘起す る こ と を 見 い だ し ，

風 洞内 の 結果 を野外で 実証 し た。

ハ ス モン ヨ ト ウ で は ， 性 フ ェ ロ モン の誘引 モデル を 作

成 し ， 有効範囲 は 2 成分の性 フ ェ ロ モン の う ち の 主成分

の み に よ って 決定 さ れ， 誘ヲ|源 に 近づい た雄 は微量成分

を感知 し て 行動様式 を 変 え る と い う 仮説に 基づき ， 有効

範囲 を 算出 し た (NAK AMU RAa nd K AW AS AKI ， 1977) 。 し か

し ， 風 洞内 での行動の観察 で は 2 成分混合物 は 低濃度

で雄の定位飛 し ょ う を誘起す る の に対 し ， 主成分の み で

は定位飛 し ょ う の誘起 に 高 い濃度 を 必要 と す る だ け で な

し そ の割合 も 低 い こ と ， ま た静止 中の雄成虫が行動 を

開始す る 闘 値 を 2 成分混合物 と ， 主成分の み で比較 し た

と こ ろ 2 成分混合物の ほ う が行動 の誘起す る 閥 値が低

く ， よ り 空 中濃度 の低い 遠方 で雄の行動 を 誘起 で き る こ

と か ら ， 有効範囲 は 2 成分混合物 に よ って 決定 さ れ る と

考 え たほ う が合理的 で あ る こ と が示 さ れ た (K AW AS AKI ，

1986) 。

こ れ ら の結果 は ， 混合物の ほ う が単独の成分 よ り も 活

性が高 い た めに ， 主成分濃度 の低 い と き で も 反応行動が

誘起 さ れ て い る こ と を 示 し ， 野外条件で も 構成成分の混

合が重要 な こ と を 示 し て い る 。

V 複数成分の意味 と 交信か く 乱

成分 を複数 に す る こ と に よ って 昆虫 は性 フ ェ ロ モン に

含 ま れ る 情報の量 を 増 や す こ と がで き る 。 今 ま で に 同定
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されてき た 性フ ェ ロ モ ンか ら ， 分類群 ご とに 特徴 的な 化

合物が報告されてお り ， 同 じ物質や構造の似通 っ た物質

を 多 く の 近縁種が 性フ ェ ロ モ ンとし て 利用 し て い る こ と

がわか る 。 例 え ば， ハ マ キ ガ科 で は ， ハ マ キ ガ亜科で は

1 1 位 に 二重結合 を 持 つ 炭 素数 1 4 の 化合物， ヒメ ハ マ キ

ガ亜科で は 8 ま た は 9 位 に 二重結合 を 持 つ 炭 素数 12 の

化合物や 8 位 と 10 位 に 二 つ 二重結合 を 持つ 炭 素数 12

の化合物 を性 フ ェ ロ モ ンとし て 持 つ も の が多 い (ROELOFS

and BROWN ， 1982) 。 こ の よ う に 共通成分 を 持っ と き に

は， 化学物質 で み る と そ れら の 比率が種 ご と に 異 な る

か， 他の成分 を 性フ ェ ロ モ ンとし て組み合わせ て持 つ と

い う 方法 に よ っ て ， 種の識別 が可能 と な る 。 そ の ほ か に

発生時期， 生息場所， 寄主植物， 交尾時刻が異 な る 等の
方法で種の 隔離が行わ れて い る 。

こ の よ う に ， 成 分 の 組 み 合 わ せ と 混合比率 は 昆 虫 に

と っ て重 要 な 情 報 で あ り ， 合成性 フ ェ ロ モ ンの 利 用 に

よ っ てそ の 情報 を 人為的 に 読節 す る こ とが で き る 。 性

フ ェ ロ モ ンの害虫防除への応用 の一 つ は， そ の誘引力 を

利用 し た 発生予察で あ り ， も う 一 つ は ， 直 接防除技術 と

し て 用 い る 交信か く 乱法であ る 。 発生予察 に は誘引力 が

強 い こ とが必要 な の で， 雌の放出 し て い る 成分 に 近い成

分構成の も の が使わ れ る 。 そ れ に対 し て 交 信か く 乱法で

は誘引力 の あ る 完全 な成分で は な く ， 構成成分の一つ を

大量 に 空気中 に 放出 す る 方法が 一般 的で あ り ， そ の た め

の製剤が販売 さ れて利用 さ れて い る 。 今 ま で述べて き た

よ う に ， フ ェ ロ モ ン成分 は混合物 と し て作用 す る と考 え

ら れる の で， も し 空気中 に 均一 に 交信か く 乱剤が分布す

れば， 雌の放出 し た 性 フ ェ ロ モ ン混合物の混合比率 は 放

出 し た 時点で大 き く 本来の比率か ら ず れる こ とに な る 。

こ の異常 な混合比率 は ， 雄の定位反応の許容範囲 を 超 え

る た め に 交尾が阻害 さ れる と 考 え ら れ る 。 そ の ほ か に も

性 フ ェ ロ モ ンの受容細胞 に対す る 効果 な ど の 交信か く 乱

の メ カ ニ ズ ム も 考 え ら れる が， い ず れの場合 も 空気中 に

放出 さ れた 化合物が雌の放出 し た 化合物 とう ま く 混 ざ り

合 う こ とが重要で あ る 。

お わ り に

昆虫の性 フ ェ ロ モ ンに対す る 反応行 動は ， ご く 一部 の

種で 検討 さ れて い る だ け で あ り ， 不明 の部分が多 い 。 特

に応用場面 を 考 え る と き に は， フ ェ ロ モ ン成分の空気中

への拡散 と拡散 し てい く 化合物 を た ど る 見虫 の 行動 メ カ

ニ ズ ム ， 交信か く 乱条件下での そ の 行動変 化な ど の重要

な 問題が 十分 に 解明 さ れて い な い。 ま た ， フ ェ ロ モ ン成

分の地理 的変異， 成分の構成や体内含量の遺伝的支配 と

い っ た 問題 も 残 さ れて い る 。 さ ら に 一 口 に フ ェ ロ モ ンと

い っ て も ， 鱗麹 目 昆虫 の誘引性 の性 フ ェ ロ モ ンの 同定が

他 と比べて 大 き く 進 ん で い る が， 他の グ ル ー プの も の は

ま だ こ れか ら とい う 部分が多 い。 こ の よ う な 基本 的な研

究が経験則に よ ら な い 防除技術に つ な が る と い え よ う 。
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本 会 発 行 図 書

新 刊 『性フェロモン剤等使用の手引』
同 書編集委員会 編集 B 5判 86 ペ ー ジ ( カ ラ ー 4ペ ー ジ)

定価 1，800円(本体1，748円) 送料 310円

害虫 の発生予察用 に 広く 利用 さ れて い る 性 フ ェ ロ モ ン剤 を ， 初め て使用 さ れ る 方 を対象 に 編集 し た 手引書です。

性 フ ェ ロ モ ン剤の基礎的知識 を 得 る 参考 書とし て ， 現 場に お け る マ ニ ュ ア ルと し て 平易 に 解説 さ れ て お り ま す 。

ま た ， 旧版で は 取 り 上 げて い な か っ た 防除用 の性 フ ェ ロ モ ン剤 に つ い て も ， 交信か く 乱 ・ 大量誘殺 に 分 け て 各製

剤 ごと に解説 し て あ りま す 。

お申し込みは前金(現金書留・郵便振替・小為替など)で直接本会までお申し込み下さい。
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