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ゴキ ブ リ防除にお ける殺虫剤に つ い て
＊
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1． は じ め に

　 多くの 害虫は人 間が創 り出 した もの で ある 。 た

と え ば，人間が 耕作 に よ っ て作物を栽培 し始 め る

こ と に よ っ て農業害虫が，衣服 を着 た り住居 に 住

む よ う に な っ た こ と に よ っ て衣料害虫や木材害虫

が
，

ま た 人間 の 生活環 境 の 向 L あ る い は都市環境

整備 の 向上 に ともな っ て不快害虫が誕生 し た 。
こ

れ らの 吉虫は人 間 の 疾病の 媒介 に 直接関係す る ベ

ク タ ー一と は 異 な り，人 為的な 生 態系 の バ ラ ン ス の

攪乱 に よ っ て 必 然的 に生み 出され て きたと い っ て

よ い 。
ゴ キブ リもそ の 例外で は な い 。 そ の 証拠 に

世界 中で こ れ ま で 知 ら れ て い る ゴ キ ブ リ3000種 の

うち，人間 の 生活 に 関わ りが あ るの はわず か 7 種

ほ ど で あ る と い う 。 殺虫剤と は こ う い っ た人 間 の

一・方的な わ が ま まを さ ら に 満足 さ せ る た め に や は

り人間が創 り出し た害虫制御物質で ある。従 っ て

殺虫剤に 求め られ る必 須条件とは ， 目的とす る 害

虫 だ け に 優れ た殺虫効 力 を示 し，人問 や 人間 に 利

益 を与え る他の 生物 ， そ して 人 間の 住む環境 に 対

し て は影響の な い 物質で な けれ ば な らな い こ とで

あ る。現在使用 され て い る 殺虫剤 の 多 くは こ の
一

見矛盾 した難 しい 条件 を ク リア し て き た い わ ば優

等生と い っ て よ い だ ろ う。そ して 1 つ の こ う い っ

た優等生的化合物 を産 み 出 す た め に は 数 万 の 化合

物 の ス ク リ
ー

ニ ン グを必要 と し，数多 く の 毒性試

験 を パ ス し な け れ ば な ら な い （表 1 ）。

一
般 に 1

つ の 化 合物 を開発 す る の に 必要 な 費用 CS50〜100

億円 ，
か か る 期間 は 7　

− 10年 と い われ て い る 。 最

近で は こ の ような化学物質 の 安全性 に 関わ る試験

は す べ て 優 良 試 験 所 規 範 （GQod　 Laboratory

＊E」本家尾 害虫学会 第15 回大会 シ ン ポ ジ ウム 「ゴ キ

　 ブ リ をめ ぐ る 諸 問題 」

＊ ＊

住友化学工 業株式会社農業化 学 品 研 究 所

Practice，GLP ）に 従 っ て 正 しく行 われ な けれ ば

な らな くな っ て い る 。 そ し て こ の GLP の 導入 に

よ っ て 人的誤謬 が 排除 され た質の 高 い 試験が 口∫能

とな っ た （た とえば発 癌性試験 1 つ を見 て も こ れ

に必要 と され る デ
ー

タ は IDO万 を越す と い う）。
一

方 ， 化学物質に 要求 さ れ る安全性 の 基準は年々 厳

しい もの に な っ て き て お り，新 しい 化合物が世 の

中に 送 り出 さ れ る確率 は次第に 小 さく ， 逆に そ の

費用 は 次第 に 大 き く な っ て き て い る の が 現状 で あ

る。 こ の よ うな現状を踏ま え今後 の ゴキブ リ防除

用 殺虫剤 に要求 され る条件とは何 か ，また実際に

現在ど の よ う な動向で こ の 分野が 動 き つ つ あ る の

か に っ い て 考え て み た い 。

2．　 3 次元 （空間）処理 か ら 2 次元 （面）処理 へ

　現在伝染病予防法 に 基 づ く衛生 害虫駆除薬品 と

して ゴ キブ リ防除に使用 可能な薬剤は 40品目以上

あ る が，そ の 90 ％ が 乳剤 お よ び油剤で あ る 。ま た ，

そ れ ぞ れ の 用法用量 を 見 る と い ず れ も○○倍希釈

液 を 50m2 ／ m2 残留塗 布 あ る い は 噴霧 す る こ と に

な っ て い る。 こ の こ と ば こ れ らの 製剤が 多か れ 少

なか れ 3次元的に 〔空間に ）噴霧 され て い る こ と

を示 す 。 ま た実際に ピ レ ス ロ イ ド剤を中心 と し た

ULV 散布 （微粒子少量 空間 噴霧 ）が 現 在で も ご

く
一．
般 的に 行われ て い る よ うで あ る 。 ULV 散布

は壁等 の 汚損 を 低 減 し
， 施工 時間 を 短縮 し

，
か つ

高 い 駆除効果が期待で き る と考え ら れ て い た が，

谷 口 （1986｝が 示 した よう に ULV 粒子 は ゴ キ ブ

リが潜伏す る 間隙 に 必ず し も十分到達 し て は お ら

ず，防除効果 も
一時的な も の で あ り複数 回 の 処理

が必 要で ある こ とがわ か っ て き 灯 、煙 霧や燻煙 ・

加熱蒸散は ULV 粒 子 よ の は よ り深 部 に 到達 し効

果 もや や高 い が 〔林，1986 ）， 特殊 な装 置 を必 要
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表 1　殺虫剤 の 薬事法製造 承認 申請 に 際 し 添付す べ き安全性資料
．
1 （D 新殺 虫 主剤 （2） 新殺 虫製剤 「殺 虫 製剤 た る

1　 （新有効成分 含 既 承 認 医 薬 品 等 と 成分組成
有医薬品） （有効成分及 び そ の 濃度 〕用法

用量 ， 効能効果 ， 剤型 の い ず
れ か が 異 な る 医薬品」

急 性毒性，亜 急性毒性， 1 急 性 毒性 に 関す る 資料 ○ ○

慢 性 毒 性 ，催 奇形性 そ 2 亜 急 性毒性 ク ○ △

の 他 の 毒性 に 関す る 資 3 慢性毒性 ク ○ ×

料 4 生殖 に 及 ぼ す影 響 ク ○ ×

5 依存性 ク X ×

6 抗原性 〃 ○ △

7 変異原性 〃 ○ ×

8 が ん 原性 ク × ×

9 局所刺激 ク ○ △

薬理 作用に 関す る 資料 1 効 力 を裏付 け る 試験 ク （基礎｝ ○ ○

ケ （実施） × ○

2 一．．
般薬理 ク O X

吸収，分布 ， 代謝 ， 排 1 吸収 。 　　　 1 ○ ×

泄 に 関 す る 資料 2 分布
　　　　　．
ク 　　　　　　　　　 1 ○ ×

3 代謝 〃 ○ X

4　 排泄　　　　　 　 〃

5　生物学的同等性　　 tx

○

×

×

×

そ の 他の 資料 ユ　 実使用時の 気中濃度 ty x ○

○　必 要 な 資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医薬品 製造 指針
’
90 ）

×
’
不 必 要 な 資料

△ ，粉斉1」，乳 剤，油 剤，粒剤，エ ア ゾール ，線 香，電 気蚊取，燻煙剤 ，
べ 一

ト剤等， 剤型 に 応 じて 提出を要求 して い

　 　 る。

とす る上 に ULV 散布 と 同様残効性 に 乏 しい 。
こ

の よ う に ハ エ や カ と異な り ゴ キブ リ防除 に 関 して

は，特別な場合 （地
一．
ドト水道 の ゴ キブリ防除や ピ

レ ス ロ イ ドの フ ラ ッ シ ン グ ア ウ ト効果 を利用 した

残 留散布 との 併用 を前提 と した初期施工 等）を除

き 3 次元的な処理 は 必要以 ヒに薬剤を空 間 に 放出

す ると い うデ メ リ ッ トこ そあ れ
，

コ ス ト的 ・効力

的な メ リ ッ トは少な い と考 え られ る 。

　残留噴 霧処理 は い わ ば 3 次元 的な空間処理 を 2

次元的な 平面処 理 に置 き換え た 処 理法で あ る 。 残

留噴霧の 原則は ゴ キ ブリが潜伏 し そ う な 場所や徘

徊 し そ うな 場所に 先に述 べ た50me／ m2 と い う用量

で 薬剤 を散布す る こ と で ある 。 空間処理 に 比 べ 施

工 時間は か か る が
， 薬剤 の 無駄が な く食器な ど の

汚染が少な い 。しか し こ こ に も問題点が あ る。す

なわ ち処理 白の 影響に よる 効力低下と ゴ キブ リに

よる 処理面 へ の 接触 の 忌避 で あ る 。液剤 は当然 の

こ と なが ら ベ ニ ヤ合板 や コ ン ク リー ト・漆喰と

い っ た吸収面 に お い て は速やか に 吸収され て しま

い ，同時に効力も吸収の度合 い に 比例 し て低下す

る （CHADWICK ，1985）。 こ の よ う な処理 面の 材質

以外に も処理面 の 温度や pH ，塗料 な ど に よ っ て

薬剤 は影響を受け る 。RusT 　and 　REIER ＄oN （1988 ＞

は ピレ ス ロ イ ド剤の ゴ キブ リに対す る殺虫作用が

処理 面 に付着 した油分 に よ っ て 低 トす る こ とを報

告して い る 。ま た ，薬剤 に よ っ て は ゴ キブ リに 忌

避性 を示す もの が あり，
．
卜分な殺虫活性 を有 して

い て も ゴ キ ブ リが こ れ と の 接触 を嫌 うため に 防除

で き な い と す る 説 が あ る （EBELING　 et　aL ，

1967 ；ZUNGOL エ 8オ祕 ，1988 ）。ピ レ ス ロ イ ドの 忌

避性は厳密な意味で の 忌避で は な く ， 蚊に お け る

吸血阻害効果 に 見 ら れ る よう に （松永 ，
1990 ＞，

接 触 あ る い は 被曝 す る こ と に よ る secondary

effect と し て の 定位攪乱 で あ る が
，

い ず れ に せ よ
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こ れ が残留噴霧 に よ る ゴ キブ リ防除 に影響 を与え

て い る の は事実 の よ うで ある 。CHADWICK （1985）
は 乳剤や 油剤に比 べ て 水和剤が表面に残留 し易 く

ゴキブ リ に 対す る残 効性 も長 い こ と を 示 して い る

が ， 我が国の ゴキブ リ防除の 実情 を考え る と水和

剤 の 使用は極 め て難 し い と考え られ る 。 事実先に

述 べ た伝染病予 防法 に基づ く衛生害虫駆除薬品 と

して ゴ キ ブリ防除に使用可能 な製剤中，水和剤あ

る い は粉 剤 の 占め る割合は約 5 ％ に しか な らな

い 。

　殺虫剤 を数十 μ m の 微小 な カ プセ ル に 閉 じ こ め

た マ イク ロ カ プセ ル （MC ）化技術 は我 が 国で は

比較的歴史が浅 く，ゴ キブ リ防除に使用 で き る 製

剤 は今 の 所 ダイア ジ ノ ン MC と フ ェ ニ トロ チ オ

ン MC の 2 製剤 しか な い 。
　 MC 剤 は そ の 特殊 な

製剤形態 の た め に 他剤 と は異な っ た作用特性を有

する。すな わち ， 接触効果 と経口摂取効果で ある 。

MC 剤 の 効力発現機構 の 1 つ と し て カ プ セ ル 膜

の ゴ キブ リ に よ る破壊効果が あ る が ，カ プセ ル の

粒径 と膜厚 を微妙に 操作す る こ と に よ っ て ゴ キ ブ

リへ の 付着量を最適な値 に調節す る こ と が 可能で

あ る （KAWADA 　et　al．，1990 ）。 フ ェ ニ トロ チ オ ン

MC に お け る 例 を図 1 に 示 し た 。 ま た KAWADA

et　al．（1994）は MC 剤が水和 剤 や乳剤 と比 べ て

有効成分 の 処 理 面へ の 吸収が最 も少な い こ とを報

告 し て い る 。MC 剤 の 第 2 の 効力発現 機構 と し

て カ プセ ル 粒子 が ゴ キブ リ体表や脚に付着 し，こ

れ を ゴ キ ブリが グル ーミ ン グの 際に経口 的に 摂取

す る （図 2 ＞と い う効果 が あ る （SAKURAI 　 6’ 祕

1982 ；KAwADA 　8‘祕 ，1990）。
　 MC 剤 は処 理 面 の

性 状 に 影 響 を受 けず ，
しか も有効成分 を カ プセ ル

中に 閉 じ こ め て しま うため に 殺虫剤 の 忌避性 も軽

減 で き る。現在 2次元的防除法と し て 最 も推奨で

き る 製剤 は MC 剤 で あ ろ う。散布者 の 薬剤被曝

量が乳剤量 に比べ て 小さ くな る の も メ リ ッ トの 1

つ で あ る 。

3．　 2次元 （面）処理か ら 1次元 （線）処理 へ
，

　さらに 0次元 （点〉処理 へ

　残 留噴霧 に 代表 され る 2 次元的処理 は
，

3 次元

的処理に比 べ る と薬剤の ロ ス が少 な くよ り効果的

で あるが ， 単位面積当た りの 薬剤使用量 は余 り減

ス ミチ オ ン MC ス ミチ オ ン乳剤

残存率

（％）
100

50

0

残存率

（％）

0 1 2 3　　 4
放虫回数

lOO

50

0
0 12 　　 3　　 4

　　　 放虫回数

処理薬量

供試虫

接触時間

400mg／m2 （有効成分量）

チャバ ネゴキブリ成虫 1群10頭

2 時間／回

匚＝＝コ ： 残存量

EZZZZI　 消失量 （虫体付着量）
・：・・…：

：鞦 漁 　　遊離 （膜外）量

図 1 フ ェ ニ トロ チ オ ン （ス ミチ オ ン ）MC 剤 と乳 剤 を処 理 した ガ ラ ス 面上 に チ ャ バ ネ ゴ キ ブ リ成虫

　　を接触 させ tr時 の 処 理 面上 の 残存有効成分 量 と消失 量 （ゴ キ ブ リに よ る 持 ち去 り量 ｝お よ び カ プ

　　セ ル 膜外量 の 変化 （KAWADA　et　al．，1990よ り ）．
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MC
で ラ ベ ル し た フ ェ ニ トロ チ オ ン （ス ミチ オ

ン ）MC 剤処理面 に 接触 さ せ た チ ャ バ ネ ゴ キ

ブ リ成虫の 全身オ
ー

トラ ジオグ ラ ム とゴ キブ リ

切片像を合成 した 図．小 さ な 黒 い 点 が MC 粒

子を示す 。

少して お らず，散布者や居住者が薬剤に 触れ る機

会が少な くな い 。また散布 コ ス トも比較的大き い 。

散布 の 安全性や作業性，居住者の 安全性 さ ら に は

で き る だ け少量の 薬剤 で （で き れ ば殺虫剤な しで ）

快適 な 生活環境 を保 ちた い と す る最近の 世風 を考

え る と ，よ り少な い 薬 剤 で よ り 高 い 効 果 を 追 求 す

る の が 殺虫剤 メーカ ー
あ る い は 処理業者の 使命 で

あろ う 。

　 ク ラ ッ ク ＆ ク レバ ス （C ＆ C ）処理 は
， 従来 の

残留噴霧が ゴ キブ リの 徘徊 し そ うな 場所 へ の 処理

と い う い わ ば消極的な 処理 で あ っ た の に 対 し ，
ゴ

キブ リの 潜伏す る 発生源 へ の 積極的な処理 と い う

意味で重要で ある ばか りで は な く （青木 ， 1986），

省薬剤省力化 に 対す る 1 つ の 回答 と も考え ら れ

る。 こ れ は 2 次 元処 理 か ら さ ら に進ん だ 1 次元

（線 〉処理 と い っ て もよ い だ ろ う。ゴ キブ リの 通

路 と な る ク ラ ッ ク ＆ ク レ バ ス を 全て塞 い で し ま

お うとする考え方 もあるが， こ れ は実際に は不可

能 に 近 い （FARMER 　and 　RoBINsoN
，
1985）。 む し

ろ ， 殺 虫剤等を含ん だペ ース ト斉1」や ダス ト剤 を ク

ラ ッ ク ＆ ク レ バ ス に重点的に 処理 す る 方が 賢明

で あ ろ う （BENsoN 　 and 　AppEL，　1993）。

　毒餌剤 （ベ イ ト剤）は古 く か ら ゴ キブ リ防除法

と し て用 い ら れ て き た が
， 最近 こ れ が 見直 され つ

つ あ る 。
こ れ に は 先に も述べ た よ うに ，都市型環

境下 に お け る薬剤散布に 大き な 制約が 出て き た こ

と ， そ して 殺虫剤 に対す る抵抗性の 発達や 処理困

難な 建築搆造の増加に よ っ て従来の 殺虫剤 の 効果

が次第 に 十 分 と は い え な くな っ て き た こ と か ら，

異な っ た 効力発現機構の 殺虫剤が望まれ て い る と

い っ た 背景が あ る （林，1988）。ベ イ ト剤 に よ る

ゴ キブ リ防除の 基本 コ ン セ プトは
，

ゴ キブ リを 1

点に誘引 し て有効成分を摂食 さ せ る こ と に あ る。

従 っ て こ の 方法 は ク ラ ッ ク ＆ ク レ バ ス 処理 をさ

らに ハ イテ ク で 上回 っ た 0 次元（点 ）処理法 と い っ

て もよ い で あ ろう。ベ イ ト剤に 用 い る有効成分 に

は あ る程度の 制約が ある 。 す なわ ち ゴ キ ブリの摂

食行動 を利用 した もの で あ る か ら ， 喫食性 を阻害

す る よ う な もの で あ っ て は い け な い
。

こ の 意味で

も先に も述 べ た ピ レ ス ロ イ ド剤の使用 は難 しい 。

ま た ピ レス ロ イ ド剤は一般 に接触毒で あ り， 経口

毒 と して の 性能は 有機 リン剤ほ ど高 くな い こ と に

も制約 があ る （KAWADA 　 et　al．，1993）。忌避 性 に

つ い て は製剤で 回避可能で あ り ， た とえ ば フ ェ ニ

トロ チ オ ン を MC 化す る事 に よ り比較的高薬量

の フ ェ ニ トロ チ オ ン をベ イ ト中に含有 させる こ と

が で きる、ベ イ ト剤 に 用 い る有効成分 に望ま れ る

第 2 の 条件 は
， 極 く微量 で 致死 効 果を発揮す る と

い う こ と で あ ろ う 。 こ れ は ベ イ ト製剤自身の 誘引

性や喫食性に も よるが ， どん な製剤処方で あ っ て

もあ る程度 の 効果を発揮す る た め に は で き る だ け

少量 の 摂食で 効果 が 出た方 が望 ま し い と思 われ

る 。
ベ イ ト剤の 有効成分以外の 処方に つ い て は

様 々 な特許が申請 され て お り ， そ の い ず れ もが現

在 の と こ ろ ベ ス トと は考え ら れ な い 。 著者 の チ ャ

バ ネゴ キブ リに 関す る 未報告デ
ー

タに よれ ば
，

ゴ

キブ リ は 生息す る 環境 に よ っ て餌 に 対す る嗜好性

が異 な っ て お り，あ る地域 で ベ ス トと 思 わ れ た ベ

イ ト処方で も別 の 地域で は必ず しもベ ス トと は い

え な い と言う こ と を付 け加え て お きた い 。い ずれ

にせ よ ベ イ ト剤に 関 して は，有効成分や誘引成分

に つ い て 今後 も様 々 な基礎的 ・応用 的研究が行わ

れ て い く こ と で あ ろ う。

4．　 ゴキブ リ防除薬の今後の展開

　BENNET （1990）は ゴ キ ブ リ，
シ ロ ア リな ど を

含 めた urban 　pest　contro1 分 野 に お ける新 しい 薬

斉1」の 主な もの と し て ，エ バ ーメ ク チ ン （神経 シナ
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図 3　 ゴキブ リ防除用 と し て 期待 さ れ る 新 し い 化合物．

　　 （1〕ヒ ドラ メ チ ル ノ ン ；（2）ス ル フ ル ラ ミ ド ；（3）エ バ ー
メ ク チ ン BLa ；〔4）トリフ ル ム ロ ン ；（5）

　　 フ ル フ ェ ノ ク ス ロ ン ；（6）デ ィ フ ル ベ ン ズ ロ ン ；の フ ェ ノ キ シ カ
ーブ ；（8｝ピリプロ キ シ フ ェ

　　 ン ；（9）ハ イ　ドロ プ レ ン

プス の GABA 受容器 阻害 ，
　 FRITZ　et　al、，1979），

ス ル フ ル ラ ミ ド （酸 化 的 リ ン 酸 化 阻 害，

SCHNELLMANN 　and 　MANNING
，
1990），

ヒ ドラ メ

チ ル ノ ン （電子 伝達系阻害 ， HOLLINGSHAUS，1987）

そ し て 幼 若 ホ ル モ ン 様 剤 （了Uvenile 　 Homone

MimicJHM ）や キ チ ン 形 成 阻 害 剤 （Chitin

Synthesis　Inhibitor，　CSI）な ど に 代表さ れ る昆虫

成長制御剤 （lnsect　Growth　Regulator，IGR ）を挙

げ て い る （図 3 ＞。い ずれ も従来の 殺 虫剤 とは異

な っ た作用機構を有す る新 しい 有効成分 と して注

目 され て お り ， ま た い ずれ も従来 の 殺 虫剤 に 比 べ

る と遅効的で ある と い う特徴 を持 っ て い る 。 特に
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幼若 ホ ル モ ン 様物質 ピ リ プロ キ シ フ ェ ン を16μg 処理 し た と き の チ ャ バ ネ ゴ キ ブ リ各齢 期の 幼虫

に 対す る 致 死 効 果 （KAWADA 　et　al、，1990よ り改変〕，

ヒ ドラ メ チ ル ノ ン は SILVERMAN 訂 謡 （1991）が

実証 し た よ う に，摂取 さ れ た ヒ ドラ メ チ ル ノ ン が

ゴ キ ブリ自身に よ っ て 生息 場所 まで 運ばれ ，cop −

rophagy （糞食性 ）に よっ て 他 の 個体 に摂取 され

致死 効果を もた らす と い う secondary 　effect が注

目さ れ て い る 。
ゴ キ ブ リ自身が 殺虫剤 を伝播す る

と い う意味 で は 同様の コ ン セ プ トを持 っ た もの と

して
， 最近 エ コ サ イエ ン ス 社 に よ っ て 紹介 さ れ た

バ イオ パ ス と い う新 し い 商品 が あ る 。 こ れ は

Metarhi2ium　anisopline と い うゴ キブ リに 殺虫性を

示す 糸状菌を ベ イ トス テ ーシ ョ ン に処 理 し て お

き ，
こ こ を通過 した ゴ キブリ体表に糸状菌が移 り，

ゴキブ リ自身が 他の ゴ キ ブ リに こ の 糸状菌を伝播

す ると い うも の で あ る 。 昆虫 自身に殺虫斉1」を運 ば

せ る と い う考え 方は古 くは化学不妊剤 に よる不妊

性 の 伝播な ど に 見 られ る が
， 製品化に ま で 至 っ た

の は こ の バ イオ パ ス が 最初で は な い だ ろ うか 。

　IGR 剤は ヒ ドラ メ チ ル ノ ン 等 と比較 し て も さ

ら に 遅 効的で あ り
， 先 の バ イオ パ ス 的な 処理 に は

最適の 有効成分 で あ る。IGR に よ っ て もた らさ

れ る効 果 は幼 虫期 に お け る致 死効 果 （JHM ，

CSI ）， 終齢幼虫期 に お け る 羽化阻害効果 （JHM ）

お よ び成虫 に 対す る繁殖抑 制効果 （JHM ，　CSI ）

で あ る 。 JHM に よる効果の 1 例 を図 4 に 示 した

（KAWADA 　 et　aL ，1989）。 しか し IGR は効 力発 現

に 昆虫の ス テ
ー

ジ特異性が 強 く，た とえ ば JHM

は 昆虫の 終齢幼虫期 に最 も効果 が高 く
， キチ ン 形

成阻害剤で は こ の 逆 と な る 。 ま た い ずれ の 剤 も成

虫 に 対 し て は殺虫効果 を示さ な い こ と か ら，IGR

単独 で の 処理 の み で は防除効果 が現 れ るま で に か

な りの 期間を要す る と い う欠点を持 っ て い る 。 し

た が っ て IGR 剤 の ゴ キ ブ リ防除 へ の 使用 に あ

た っ て は最適 な剤型の 選択，速効性 を付与す るた

め の 改善 （他の 殺虫剤と の 混合な ど）等が 必 要と

な っ て く る で あろ う。

　以上の よう に
，

ゴキブリ防除薬 は よ り安全で 新

し く高活性の もの へ ，防除法は単な る ば ら ま き型

か らハ イテ ク と高度の 処理知識を要す る ゼ ロ 次元

処理 へ と次第 に 移行 しつ つ ある ようで ある。た だ

し現在 の 流れ が 最終的な 回答で あ る と結論づ け る

の は尚早 で あ る 。ゴ キブ リ は実験動物と して は極

め て 扱い やす く，そ の 生態，生理 等は研究 しつ く
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さ れ た よ うな感 があ る が，た と え ばあ る ビ ル の ど

の 場所 に ゴ キブ リが生息 し，それ がど の よ うに移

動 して い るの か と い っ た こ と さ え依然 と して深 く

研究さ れ て い な い の が現 状で は な い だ ろ うか 。も

しかす ると将来 に は現在の 知識で は 予想 も で き な

か っ た新 し い 防除法 （たと え ば従来 の 化学の 領域

を超越 した物理学や数学 を駆使 した よ う な ）が誕

生 して い る か も しれ な い 。ゴ キブ リ防除 を代表 と

す る い わ ゆる都市昆虫学 （Urban　EntQmology）
は 90年代に な っ て や っ と蕾が で き た よ うな状態で

ある 。 都市昆虫学の ほ ん の枝先の 部分に携わ る著

者と し て
，

こ れ か らの 精進と 自戒の念 を新た に し

て こ の 稿を綴 じた い 。
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