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は じ め に

見虫の ホ ルモ ン は成長， 変態， 生殖， 休眠等の昆虫の

生活史 を特徴付 け る 多 く の生理現象の制御 に 関与 し て い

る 。 ま た ， エ ネ ル ギー ・ 水分代 謝や筋収縮な どのホ メ オ

ス タ シ ス の 維持 も ホ ル モ ン に よ っ て 調節 さ れ て い る 。

1954 年に BUTENANDT and KARLSON に よ り エ ク ダイ ソ ン (α

ecdysone) が単離 さ れ， 1965 年 に KARLSON ら に よ り そ の

構造が最終的 に 決定 さ れて 以来， 多 く の昆虫 ホ ルモ ン が

単離 ・ 同定 さ れ， そ の構造 と 機能が明 ら か に さ れて き た

(本誌 49 巻 4号 (1995) 特集 「昆虫 ホ ル モ ン研究の現状

と 問題点j参照) 。

昆虫 ホ ル モ ン は そ の化学構造お よ び性質や合成 ・ 分泌

器官 に よ り い く つ か に 大別 で き る 。 化学構造 ・ 性質か ら

見 る と ， lipid hormone と peptide hormone に分り ら れ

る 。 前者 に は ス テ ロ イ ド ホ ルモ ン で あ る 脱皮 ホ ルモ ン と

テ ルペ ノ イ ド で あ る 幼若 ホ ル モ ン が含 ま れ， 後者 に は 前

胸腺刺激 ホ ルモ ンや脂質動員 ホ ル モ ン等の 多 く の ポ リ ペ

プチ ド が含 ま れ る 。 こ れ ら は合成 ・ 分泌の場所 も 異なっ

て お り ， lipid hormone は上皮系 内分泌器官で合成 ・ 分

泌 さ れ る 末梢性 ホ ルモ ン で あ り ， 一方， peptide hormone 

は神経分泌細胞で合成 ・ 貯蔵 さ れ， 主 と し て神経血管器

官 を 経て 分泌 さ れ る 。 脱皮 ホ ル モ ン や幼若 ホ ル モ ン の働

き は 多 岐 に わ た り ， 昆 虫 の 種 や 発育 ス テ ー ジ に よ っ て

様々 な作用 を示す。 ま た ， ペ プチ ド ホ ルモ ン は種類数，

機能 と も 多岐 に わ た る 。 詳 し く は最近の教科書 (NUHOUT，

1994) 等 を参照 さ れた い。

昆 虫 ホ ル モ ン の 産 業 的 利 用 を 最初 に 提起 し た の は

WILLlAMS (1967) で あ る 。 彼 は ， ひ素等の天然殺虫剤 (第

l 世代) ， DDT 等 の有機塩素剤 を は じ め と す る 有機合成

殺虫剤 (第 2 世代) に続 く 第 3 世代 の殺虫剤 と し て ， 見

虫 自 身が利用 し て い る 幼若 ホ ノレモ ン を殺虫剤 と し て利用

す る 可能性 を 指摘 し た 。 彼 の 考 え は現実の も の と な り ，

幼若 ホ ルモ ン活性物質等が昆虫成長制御剤 (IGR) と し て

利用 さ れて い る が， 使われ る 場面や ホ ルモ ン の種類 は ま

だ多 く な い。 本稿で は 昆虫 ホ ル モ ン の種類 と そ の作用 の

概要 な ら びに こ れ ま での 昆虫 ホ ル モ ン利用 に つ い て 概観

し， ホ ル モ ン及びホ ル モ ン 関連物質の今後の利用 の可能

Utilization of Insect Honnones. By Makoto KIUCHI 

性 に つ い て 考 え て み た い。

I 幼若ホル モ ン 活性物質の利用

幼若 ホlレモ ン は そ の名 の と お り ， 最初 は幼虫形質 を維

持す る ホ ル モ ン と し て 見出 さ れた が， そ の後の研究 に よ

り ， 多 く の昆虫の卵巣発育や休眠， ア リ 等 の 社会性昆虫

に お け る 階級分化， ア ブ ラ ム シ やバ ッ タ の相変異， ミツ

バチ の分業等， 昆虫 に 特徴的 な ほ と ん ど の現象 に 関与 し

て い る こ と が明 ら か に なって い る 。 こ の よ う な作用 の 多

様性 は様々 な利用 の可能性 を秘め て い る 。 実際， 幼若 ホ

ルモ ン は 多 く の 昆虫ホルモ ン の 中 で最 も 利 用 が進 ん でい

る 。 た だ し ， 実際に使われて い る の は 昆虫が本来持って

い る 幼若 ホ ル モ ン そ の も の で は な く ， 異 な る 化学構造 を

持ち な が ら 幼若 ホ ル モ ン活性 を持つjuvenoid あ る い は

JHA (JH ana logue) と 呼 ばれ る 類縁化合物で あ る 。 特

に， メ ト プ レ ン (methoprene) は衛生害虫 の 防除用 と し

て古 く か ら 使われて い る 。 わ が国 で は 最近， ブエ ノ キ シ

カ ル プ (pheno xycarb) 及 びピ リ プ ロ キ シ フ ェ ン

(pyripro xyfen) が 農 薬 登 録 さ れ た 。 JHA の IGR

(Insect Gro wth Regu lator) と し て の利用 に つ い て は竹

田 (1995) を参照 さ れた い。

さ て ， 幼若 ホ ル モ ン (活性物質) は 昆虫 ホ ル モ ン の 中

で最 も 実用化が進ん で い る が， そ れ に は い く つ か の 理由

が あ る 。 ま ず， 幼若 ホ ル モ ン そ の も の は 不安定 な物質

で， 昆虫体内 で は 特異的エ ス テ ラ ー ゼ に よ って 速や か に

分解 さ れて し ま う が， 本来の幼若 ホ ル モ ン よ り は る か に

安定で強 い活性 を持つ analogue (JHA) が次々 と 発見 さ

れた こ と が あ げ ら れ る 。 例 え ば， フ エ ノ キ シ カ ル プ は カ

イ コ の 5 齢初期 に 10 pg を 1 回塗布す る だ け で齢期間 の

延長や蛸化率の低下がお こ る (KAMIMURA， 1995) 。 ま た ，

JHA は脂溶性の た め ， 虫体表面か ら も 容易 に体内 に取 り

込 ま れ， 経口的 に 摂取 し で も 効果があ る の で， 野外で散

布 し て使用 す る 農薬 と し て 適 し て い る 。 幼若 ホ ル モ ン が

ス テ ロ イ ド ホ ル モ ン や ペ プチ ド ホ ル モ ン と 異 な り ， 節足

動物 に特有の ホ ル モ ン であ る こ と も ， 他の生物， 特 に ほ

乳類 に対す る 影響が少 な い と い う 重要 な利点で あ る 。

昆虫 ホ ルモ ン の利用 は， 世界的 に 見 る と IGR と し て 昆

虫の正常 な 発育 を阻害 ・ か く 乱 し て 害虫 を 防除す る こ と

が中心 と なって い る が， わ が国 に お い て は蚕糸業 と い う

特異 な産業 に お い て ， 繭の生産性向上 を 目的 と し た利用
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が行われて き た 。 幼若 ホ ル モ ン の 養蚕への利用 の研究 は

1970 年代 は じ め か ら 開始 さ れ (AKAI and KOBAYASHI， 

1971) ， 1978 年 に は methoprene が増繭増糸剤 「マ ン タ 」

と し て 実用化 さ れ て い る 。 幼若 ホ ル モ ン を 5 齢の カ イ コ

に投与す る と 摂食期聞が延長 し ， そ の分， 摂食量 も 増 え

る た め結果 と し て務が重 く な る と い う の が本来の用途で

あ る が， 経過が延長す る と い う 点 に 注 目 し て ， 養蚕 に お

け る 最大の労働 ピ ー ク であ る 上族作業 を分散 さ せ る と い

う 目 的 に も 利用 さ れ る 。

も う 一つ ， わ が 国 に お け る ]HA の ユ ニ ー ク な利用法

と し て釣 り 餌への利用があ る 。 鱗麹 目 の幼虫 に過剰の幼

若 ホ ル モ ン を投与す る と ， 幼虫が大 き く な る ばか り で は

なしい つ ま でたって も 幼虫 の ま ま で踊 に な ら な い， い

わ ゆ る 永続幼虫がで き る 。 こ の現象 に着 目 し ， ]HA を

投与 し たハチ ノ ス ツ ズ リ ガ の幼虫が釣 り 餌 と し て 売 り 出

さ れた。 虫 を 大 き く す る ばか り でな く ， 永続幼虫 に す る

こ と に よ って， 婦や成虫 に なって し ま う 心配がな く ， 購

入後い つ ま で も 使 え る よ う に し た と こ ろ が ポ イ ン ト であ

ろ う 。

E 脱皮ホル モ ン の利用

幼若 ホ ル モ ン と 比較す る と 脱皮 ホ ルモ ン (エ ク ジ ス テ

ロ イ ド ) の利用 は は る か に遅れて い る 。 そ の理由 の第一

は有効 な analogue が見 つ かっ て い な かった こ と が あ げ

ら れ る 。 農薬 と し て利 用 す る た め に は大量の活性物質が

安価 に供給 さ れ る こ と が不可欠であ る が， 脱皮 ホ ル モ ン

に つ い て は， 比較的最近 ま で， ス テ ロ イ ド 系以外の脱皮

ホ ルモ ン活性物質 は知 ら れて い な かった 。 各種の植物中

に エ ク ジ ス テ ロ イ ド が含 ま れて い る こ と は脱皮 ホ ル モ ン

の単離後 ま も な く 知 ら れて い た が， 農薬 と し て使 え る ほ

ど大量かつ安価 に 入手す る こ と は で き な かった。

と こ ろ が， 最近， ス テ ロ イ ド 骨格 を持た な い に も かか

わ ら ず脱皮 ホ ル モ ン様活性 を持つベ ン ゾイ ル ヒ ド ラ ジ ド

系化合物 RH-5849 ( 図 1) が発見 さ れ (WING， 1988 ; WING 

et al.， 1988) ， 農薬 と し て の利用への道が関かれた。 こ の

化合物 は エ ク ダイ ソ ン の レ セ プタ ー に 結合す る と 考 え ら

れて お り (WING， 1988) ， カ イ コ やハス モ ン ヨ ト ウ の幼虫

に投与す る と 直 ち に新 し い皮膚の形成が始 ま る が， 正常

に脱皮 で き ずに死亡す る (竹田 ら ， 1991 ) 。 こ の 系統の化

合物の IGR と し て の実用化 は 急速 に進み， わ が国 に お い

て も ， テ プ フ ェ ノ ジ ド (RH-5992) が殺虫剤 と し て 農薬
登録 さ れ て い る 。 ぺ ン ゾ イ ル ヒ ド ラ ジ ド 系化合物の興味

深い点は， そ の生理活性が脱皮 ホ ルモ ン と ま った く 同 じ

では な い こ と であ る 。 ]HA は適量 を投与す る と 天然の幼

若 ホ ル モ ン と ま った く 同 じ生理活性 を示すが， ベ ン ゾイ

OH 

HO 
20-hydroxyecdysone 

。

α一戸。
RH5849 

図 ー1 脱皮ホル モ ン とベ ンゾイ /レヒドラ ジ ド系脱皮ホル

モ ン様活性物質RH-5849

ル ヒ ド ラ ジ ド 系化合物の場合 は 前述の よ う に ， 新皮膚形

成の誘導 と い う 点で は エ ク ジ ス テ ロ イ ド と 同 じ作用 を 示

すが， 形成 さ れた 皮膚の構造 は 不完全で あ り ， 正常 に脱

皮 で き な い と い う 点で大 き く 異 なって い る 。 正常 な脱皮

過程では， 血中 の エ ク ジ ス テ ロ イ ド 量 は新皮膚の誘導が

終わ る と 速やか に減少 し ， そ の後， 脱皮が起 こ る が， RH 

5849 の場合 は ， 昆虫体内 での分解がエ ク ジ ス テ ロ イ ド

と 比較 し て 著 し く 遅し こ の違 い が正常 な脱皮 の阻害 を

も た ら し て い る も の と 考 え ら れ る 。 脱皮の阻害 と い う 点

に 注 目 す る と ， ベ ン ゾ イ 1レ ヒ ド ラ ジ ド 系化合物 は後述の

ホ lレモ ン活性阻害物質 と 捉 え る こ と も で き ょ う 。

殺虫剤 と し て の利 用 は 最近 ま で考 え ら れな かった脱皮

ホ ル モ ン で あ る が， 養蚕への利用 は か な り 古 く か ら 検討

さ れ， 実 用 化 さ れ て い る 。 ecdysone 及 び 20-hydro 

xyecdysone の化学構造が決定 さ れ， 各種の植物 に エ ク

ジ ス テ ロ イ ド が含 ま れ て い る こ と がわ かっ て き た 1960

年代 に は， 植物由来の エ ク ジ ス テ ロ イ ド を カ イ コ に投与

し ， 熱蚕化 を 促進 さ せ る 研 究 が 行われ た (伊藤 ら ，

1968) 。 そ の後間 も な く ， 1970 年代 は じ め に は カ イ コ の熟

化促進剤 と し て の脱皮 ホ ルモ ン剤が市販 さ れ， 実験室 レ

ベルでは そ の効果が確認 さ れた が (山本 ら ， 1972) ， 一般

に は普及 し な かった。 そ の後長 い 間， 脱皮 ホ ル モ ン の産

業利用 は事実上 な かった が， 近年， ア フ リ カ 産の植物か

ら 抽 出 し た 20-hydro xyecdysone が比較 的安 価 に 入 手

可能 と な る と と も に ， 養蚕業 に お い て も 上族作業の軽減

の必要性が高 ま った た め ， 熟化 の促進 と 斉一化 を目的 と
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し た エ ク ジ ス テ ロ イ ド 製 剤 ( 主 成 分 : 20-hydro xy

ecdysone) が開発 さ れ， 養蚕用β エ ク ダイ ソ ン液 と し て

1994 年 2 月 に承認， 市販 さ れて い る 。

皿 ペプチドホル モ ン 利用 の 可能性

ペ プチ ド ホ ル モ ン は表-1 に示す よ う に ， 代 謝調節， ホ

メ オ ス タ シ ス の維持， 成長， 脱皮 ・ 変態等昆虫 の生活維

持 に 広 く 関与 し て い る 。 こ れ ら の ホ ル モ ン は生体内 で は

極微量 し か存在 し な い た め ， 単離， 構造決定が非常 に 困

難であった 。 前胸腺刺激ホ ルモ ン や休眠ホ ル モ ン は生物

検定 に よ り そ の存在 自 体 は古 く か ら 知 ら れて い た が， 精

製に は 多 く の 困難が伴い， 最終的 に構造が解明 さ れた の

は つ い最近の こ と であ る 。 と こ ろ が， 近年 こ の よ う な状

況 は大 き く 変わって き た 。 遺伝子の側か ら ア ミ ノ 酸配列

を決定す る こ と が可能 と な り ， こ こ 数年で主要 なペプチ

ド ホ ルモ ン の構造が次々 と 明 ら か に さ れて い る 。

さ ら に， 脱皮 ホ ル モ ン や幼若 ホ ル モ ン は無脊椎動物 に

特有な ホ ルモ ン で あ る が， ペ プチ ド ホ ルモ ン に つ い て は

脊椎動物 と の 共通性が， 少 な く と も 構造 の 上 か ら は 高

く ， 遺伝子の解析 に よ り ， 脊椎動物で知 ら れて い る ペ プ

チ ド ホ ル モ ン に 類似 し た 遺伝子が次々 に 見 つ かって い

る 。 し か し な が ら ， こ れ ら の ペ プチ ド が昆虫体内 で どの

よ う に 機能 し て い る か は 今後 の研究 に 待 つ と こ ろ が多

しミ。

さ て ， ペ プチ ド ホ ルモ ン を そ の利用 と い う 観点か ら 考

え て み よ う 。 表-1 の と お り ， ペ プチ ド ホ ルモ ン は脱皮 ホ

ル モ ン や 幼若 ホ ル モ ン と 違 い ， そ れぞれ単機能的 で あ

り ， 種や発育 ス テ ー ジ に よ る 特異性 も 高 い場合が あ る 。

ま た ， あ る 特定 の生理機能 あ る い は状態 に つ い て ， こ れ

を調節す る ホ ル モ ン は活性化 に働 く も の と 抑制的 に働 く

も の と がセ ッ ト に なって い る こ と が多 い。 ア ラ タ 体 に お

け る 幼 若 ホ ル モ ン 合 成 の 調 節 に は allatotropin と

allatostatin が関与 し て い る し ， 水分調節 に は利尿 ホ ル

モ ン と 抗利尿ホ ル モ ン の存在が知 ら れて い る 。 こ れ ら の

特徴 は特定の種あ る い は発育ス テ ー ジ の み を対象 と し た

選択性の高い IGR を目指す場合 に は有利 な 点で あ る 。 一

方， 不利 な点、 も 多 い。 ペ プチ ド ホ ル モ ン は比較的高分子

で， 親水性 も 高 い た め ， 外部か ら の投与 に よ り 昆虫体内

に 到達 さ せ る の が困難で あ る 。 ま た ， ぺ プチ ダー ゼ に よ

る 分解 を 受 け 易 い と い う 難点 も あ り ， ペ プチ ド そ の も の

を利用 で き る 可能性 は 少 な い 。 こ の よ う な 問題点が あ る

に も かかわ ら ず， 害虫防除への利用 を意識 し た研究 は行

われて お り (KEELEY et  al.， 1992) ， IGR や研究手段 と し て

の利用 を進 め る た め ， ペ プチ ド 鎖 を構成す る ア ミ ノ酸残

基を別 の分子で置 き 換 え た擬似ペプチ ド の 開発や ホ ル モ

ン 活性 を 持 つ 非 ペ プ チ ド 化合物 の 探 索 が行 われ て い る

(NACHMAN et al . ，  1993) 。

IV 抗ホル モ ン物質

ホ ル モ ン は脱皮 ・ 変態 を は じ め と す る 昆虫の発育や繁

殖過程 を微妙なバ ラ ン ス を保 ち つ つ制御 し て い る こ と か

ら ， ホ ル モ ン活性 を血害す る こ と がで き れ ば有効 な IGR

と し て利用 で き る 可能性が あ る 。 BOWERS ( 1976) は こ の

よ う な物質 と し て ， ム ラ サ キ カ ッ コ ウ ア ザ ミ か ら 半麹目

表 - 1 昆虫の生理現象 とこれに 関与す る 主 な神経ペ プチ ド

生理作用

I 代謝 とホ メ オ ス タ シ ス

脂質代謝

糖 代謝

水分代謝

筋収縮

心拍制御

11 成長， 脱皮 ・ 変態， 生殖

脱皮ホルモ ン合 成
幼若ホル モ ン合 成

フ ェ ロ モ ン合 成

羽化

休根
体色変化

タ ン ニ ング

卵形成

関与す る 神経ペ プチ ド

AKH (脂質動員ホルモ ン)

HTH (高血糖ホル モ ン)

DH (利尿ホノレ モ ン ) ， ADH (抗利尿ホル モ ン )

プロ ク ト リ ン

CAH (拍動刺激ホルモ ン (神経ホルモ ン D) )

CAP (拍動刺激ペ プチ ド )

PTTH (前胸腺刺激ホルモ ン)

ア ラ ト ト ロピ ン ( ア ラ タ 体刺激ホル モ ン )

ア ラ ト ス タ チ ン ( ア ラ タ 体抑制ホルモ ン )

PBAN (フ ェ ロ モ ン生合 成刺激ホルモ ン)

EH (羽化ホルモ ン)

DH (休眠ホル モ ン)

MRCH (体色黒化赤化ホル モ ン)
ノマー シ コ ン

OEH (卵巣エ ク ダイ ソ ン合 成刺激ホル モ ン)

一一 13
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を強く阻害す る こと が明 ら かに な っ た(KADONO-OKUDA et 
al . ， 1987 ; KIUCIII and AKAI， 1988; ROUSSELL et al.， 
1987 ;図- 2)0 KK- 42 によ る早熟変態の誘導機構に つ い
て は十 分に 明 ら か に は な っ て い な い が， エク ジ ス テ ロ イ
ド の投与によ り 早熟 変態の誘導 が阻止 さ れ る こと か ら ，
単純な抗幼若ホル モ ン作用 で は なし むし ろ ， 血中エク
ジ ス テ ロ イド量の低下が原因と 考 え ら れ る 。 KK- 42 は ま
た， 天蚕 の卵休眠 を打破 す る 作用 を持つが， そ の作用機
構 も 解明 さ れて い な い。

さ て， こ れ ら の イ ミダゾ ール化合物 は カ イ コ の早熟変
態を誘導し ， 本来， 5齢 を経過 す る カ イ コ を 4齢 で繭 を作
る ， い わ ゆ る 3 眠蚕 に す る が， お もし ろ い こと に， 投与
時期によ っ て繭 の大 き さ が違 っ てく る(KIUCIII et a1.， 
1985) 0 1齢 に投与し た場合に は無投与の場合と あ ま り 違
わ な い大 き さ の繭 を作 る が， 4齢期に投与す ると 2 分の 1
以下の繭 に な る 。 繭 の大 き さ が小 さく な る だ け で は研究
上お もし ろ いだ け だが， 繭 が小 さく な ると繭糸 が細く な
り ， 細い糸 か ら はやわ ら か い肌触 り の織 物 を作 る ことが
で き る ので， 実用上 も 意味 を持 っ てく る 。 前述の幼若ホ
ル モ ン剤を用 い ると ， 繭 が大 きく な るとと も に繭糸 も 太
く な る の で， ホJレモ ン処理だり で， 同ー の 品種か ら 太 さ
で数倍 のIPM を持つ繭糸 が作れ る こと に な る(図- 3) 。 カ イ
コ はホル モ ン利用 によ る 発育制御の見本市と い え る か も

第11号第49巻

の幼虫 に早熟変態 を 起 こ さ せ るプ レ コ セ ンI ・ II を発見
し た 。 後に， プ レ コ セ ン は ア ラ タ体 の幼若ホJレモ ン産生
細胞 の機能 を破壊 す る細胞毒素とし て働く こと が明 ら か
に さ れた。 そ の後， 幼若ホル モ ン生合成の様々 な ス テ ッ
プ を阻 害 す る な どし てホlレ モ ン活性を阻 害 す る 物質が
次々と 発見 さ れ， こ れ ら は総称し て 抗幼若ホル モ ン
(anti-JH) と 呼 ばれた。 抗幼若ホル モ ン の作用とし て
は， 細胞毒 や合成阻害の ほ か レ セプ タ ー レベル での競合
等が考 え ら れて い る が， プ レ コ セ ン以外の物質は生体 内
での活性が明瞭 でな い も のが多く(STAAL， 1986) ， 実験室
レベル以外での利用の可能性は少ない。

一 方， 脱 皮ホJレモ ン の活性を阻害す る物質 も 知 ら れて
お り ， 合成阻 害物質 の探索 も行 わ れて い る(ROUSSELL，
1 994) 。 し かし ， こ れ ら の ほと ん ど は ス テ ロ イ ド骨格 を持
つ物質であ り ， 脱 皮ホル モ ン の合成 ・ 作用機構の解析手
段とし て の利用 にと ど ま る も のと思 わ れ る 。 こ のよ う な
中で， 前胸腺 に お け るエクダ イソ ン の合成 を回害し ， か
つ カ イ コ に早熟変態 を起 こ さ せ る 等の興味深 い活性を持
つ イ ミ タ.ゾ ール化合物が知 ら れ て い る 。 KUWANO et al. 

(1983) は幼若ホル モ ン生合成 を阻害す る 抗幼若ホル モ ン
を 目指し て一連の イ ミダゾ-1レ化合物 を合成し， 実際に
カ イ コ の早熟変態 を誘導 す る 物質 を見出し た。 中 で も ，
KK-42 は強い活性 を持つが， こ の化合物が， 実は カ イ コ
や トノサマ パ ッ タ の前胸腺 に お け るエクダ イ ソ ンの合成
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図-3 メトプレンおよびイミダゾーノレ化合物投与により

作出した異なる太さの繭糸の断面

l. メトプレン投与(4眠蚕)， 2対照区(4I股蚕)，

3イミダゾーノレ化合物3齢投与(3限蚕)，4 イミダ

ソ'ーノレ化合物4齢投与(4 I眠蚕)

14 

3 

図-2 イミダゾーノレ系化合物KK-42による前胸腺のエ

クグイソン合成阻害(KIUCHI and AKAI ， 1988) 

l比糸|刻始1日後のカイコから前胸l践を摘出し，一対の
前胸腺の一方はKK-42を含むグレースの培地で，他

方は対照区としてグレースの培地のみで培設し，対照

区に対するエクダイソン合成長tの減少で阻害の程度

を表した.培養開始から2時間で培地を新しいものと

交換し， さらに4時間培養した. 培餐6時間後では
1O-8Mの濃度でエクダイソン合成がほぼ100%阻書

されている.
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しれな い 。

V お わ り に 昆虫ホル モ ン の利用 方向

昆虫 ホ ルモ ン の産業的利用 は ， 今の と こ ろ ， 脱皮 ・ 変

態等の阻害 に よ る 農薬 と し て の利用 と 養蚕に お 付 る 発育

の コ ン ト ロ ー ル に と ど ま っ て い る 。 今後の利用 の可能性

は ど う であ ろ う か。 環境負荷 の少 な い農薬への要求は今

後 も い っ そ う 強 ま る こ と が予想 さ れ る の で， IGR の害虫

防除への利用 は今後 も 引 き 続 き 進め ら れ る であ ろ う 。 わ

が国 に お け る 養蚕業 は減少の一途 を た ど っ て い る が， 世

界的 に は今後 も 利用 さ れ る 可能性が高 い。 全齢人工飼料

に よ る 繭生産 に お い て は， ホ ル モ ン に よ る 発育制御が生

産性向上 に 大 き く 貢献 す る で あ ろ う 。 爾生産 の み な ら

ず， カ イ コ や そ の他の昆虫 を利用 し た 有用物質の生産 に

お い て も ， 発育速度 の 調節や斉一化 に は ホ 1レモ ン の利用

が不可欠 と 考 え ら れ る 。

こ れ ま で に な い利用方法 も い く つ か 考 え ら れ る 。 例 え

ば， 天敵見虫の 資質向上 も そ の一 つ であ ろ う 。 ホ ル モ ン

処理 に よ り 天敵の休眠や生殖 を制御 し ， 活動期聞 を延長

し た り ， 捕食性天敵 を 大型化 し て 捕食効率 を上 げ る こ と

も 考 え ら れ る 。 施設栽培作物の 受粉 に ミ ツ バ チ が利用 さ

れて い る が， 幼若 ホ ルモ ン処理 に よ り 外役 に 従事す る ハ

チ の 比率 を 上 げ， 群 と し て の作業効率 を 上 げ る こ と も 可

能か も しれな い。 今後， 昆虫の利用範囲が拡大すれば昆

虫 ホ ルモ ン の利用場面 も 広が る であ ろ う 。 逆 に ， ホ ルモ

人 事 消 息
( 10 月 1 日 付)
小林春雄氏 (畜産試企画連絡室長) は草地試験場長 に
佐々 木発氏 (農研セ ン タ ー総合研究官) は食品総合研究

所長 に
鈴木慎二郎氏 (草地試験場長) は退職
小林登史夫氏 (食品総合研究所長) は退職
本田要八郎氏 (北農試生産環境部 ウ イ ル ス 病研究室長)

は農研セ ン タ ー病害虫防除部 ウ イ ル ス 病診断研室長 に
藤岡正博氏 (農研セ ン タ ー病害虫防除部主研 (鳥害研究

室) ) は 同研究室長 に
岩崎真人氏 (四国農試企画連絡室主研 (企画科) ) は北農

試生産環境部 ウ イ ル ス 病研室長 に
竹中重仁氏 (北陸農試水田利用部主研 (病害研) 兼企画

連絡室) は北陸農試企画連絡室主研 (企画科) に
渡遁朋也氏 ( 九州 農試地域基盤研究部主研 (情報処理

研) 兼企画連絡室) は併任解除
寒川 一成氏 (九州農試地域基盤研究部情報処理研室長)

は 国際農林水産業研究 セ ン タ 一生産利用部主研 に
野田千代一氏 (国 際農林水産業研究 セ ン タ ー企画調整部

主研 (連絡調整科) ) は 同 セ ン タ ー沖縄支所作物保護研
室長 に

樋口博也氏 (九州農試地域基盤研究部主研 (害虫行動研
究室) ) は蚕糸昆虫研機能開発部 ・ 併任 に (平成 8 年 3
月 31 日 ま で)

神崎亮平氏 (筑波大学講師生物科学系) は蚕糸昆虫研機
能開発部 ・ 併任 に (平成 8 年 3 月 31 日 ま で)

三代治二氏 (果樹試保護部 (虫害研) ) は 阿部天敵微生物

ン を う ま く 使 う こ と に よ っ て ， 新た な 昆虫の利用方法 を

開発す る こ と も 課題で あ る 。
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