
The society of Urban Pest Management, Japan

NII-Electronic Library Service

The 　sooiety 　of 　Urban 　Pest 　Management 厂　Japan

家 屋 害虫 Vol．16，　No ．1，　pp，］
− 6，1994年 7月

北 海 道 の 生 活 害 虫

服　　部　　畦i　作
’

Daily　Life　Pest　Problems　in　HokkaidQ

Keisaku　HATTORI

1． 生 活 害 虫

　標題 に掲げ た 「生 活害虫」 と い う語 は，筆者が

昭和58年以来独 自に 用 い て い る もの で あ る 。近 年 ，

生活 の 場 に お け る虫害問題 へ の 対応 は
， 伝染病予

防法に 基盤をお い た従来の 衛生害虫の 概念で は律

し切れ な い もの が 多 く な っ て い る 。

「生活害虫」

は生活 の 場 に お け る新た な虫害問題 へ の 対応 を筆

者が考察 して行 く過程で 得た概念で あ り，誰で も

が 容易に そ の 内容を理解 し得 る もの と 考え て い

る。

　あ る種 の 動物が我々 の 指向す る健康 な生活 を阻

害 し て い る と 認識 した場合 ， 生活害 虫 と受 け止 め

て 健康生活維持の ため に 効果的な対応 を行わ な け

れ ばな らな い 。 生活の 場に お け る動物に よ る阻害

は多種 多様で あ り， 阻害を受け る場 も多種多様で

あ る 。 近年 の よ う に 入々 の生活行動 の 場 が 拡 大 し

て くると，単 に ご く身近 な家庭生活の 場に お け る

問題 に留ま ら ず，行楽の 場 や農 ・林 ・水産業 の 場

と の 接点 で 起 こ る 問題 も生 じて く る。

　現状で考え ら れ る 生活害虫に よ る害を列記す れ

ば

  病原 の 媒介 ・伝播 ・保有　  吸血 　◎刺咬　 

寄生　◎寄生虫 の 中間宿主　  皮膚炎発症 物質 の

保有   ア レ ル ゲ ン の 保有   不快感 の 惹起  

食品の 食害　  食品へ の 混 入 ・汚染　  飲料水 へ

の 混 入 ・汚 染　  衣類の食害 ・汚染　  家屋，家

具 の 食害 ・
汚染等

が 挙 げ ら れ ，こ れ ら の 害 の 発生源 を考え 合わ せ る

と

　住居お よ び敷地 内 に あ っ て は

  屋 内塵   畳 O 保存食 品　  乾燥 動植 物質

◎衣類　  鳥 の 巣 　  動 物死体　  漬け物　  厨
’

北海道生活害虫研究所

芥   便所   鑑 賞植物　  軒下 ・外壁 ・床下

  車庫 ・物置 　  排 水設備　O 庭木 ・花壇 ・芝

生 ・家庭菜園等

　住居外 に あ っ て は

  空 き地 ・雑草地　  林地　O 畑 ・牧草地 ・放牧

地   墓地 O 街路樹 ・グ リ
ー

ン ベ ル ト　  ご み

捨 て場   川 ・池 ・水た ま り　  ドブ   水田 ・

畑 　  屋外プー
ル 　  海水浴場等

が挙げ ら れ る。

　害と し て列挙 し た事項 は
， 我 々 が生活 を送 る上

で 障害 と な る もの ば か りで あ る し ， 害 の 発生源 と

して挙 げ た もの は，わ れ わ れ の 生活の場 そ の もの

に存在す る す べ て と もい え る 。 従 っ て 生活害虫と

して 対応を迫 られ る動物種は実に広範な もの とな

る 。 極言す れ ば，す べ て の動物 は生活害虫と なる

可能性 を もっ て い る と い っ て もよ い の で あ る 。

　我が国 の 北部 に 位置す る北海道は ，地史的 に 本

州以南 と隔て ら れ て お り，そ の 動物相 は津軽海峡

に 引か れ た ブ ラ キ ス ト ン 線 を境 に
， 独特 の 様相を

示 し ， 固有種 も多い 。また共 通種 に あ っ て も気象

な ら び に 自然環境 の 相違か ら本州以南の 生息種 と

は や や 異な っ k 生態 を もつ もの も あ る
。

　近年我が国で は ，情報化，都市化の 急速な進展

に従 っ て ，人 々 の生活に 地 域差 が失 われ るよ うな

画
一

化 の 傾向が進ん で い る 。 と は い え，北海道で

は動 ・植物種の 固有性 と同様 ， 人々 の 衣食住に 関

わ る 生活様式，生活行動 に は数多く の 独 自性 を見

る こ と が で き る 。

　 その た め，生 活 の 場 に お い て 発生 す る生活害虫

問題に つ い て も本州以南と は様相 ， 原因 を異 に す

る も の が 多 い 。筆者は 1955年か ら1989年ま で北海

道立衛生研究所 に お い て衛生動物学の研究業務 に

就 い て い たが ，その 間経験 した生活害虫問題の 中
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か ら北海道的な特徴 を示す数例 を取 り上 げ，概論

的 で は あ る が 紹介す る。

2．　 ワラジ厶 シ

　陸生等脚 目の 内，ワ ラジ ム シ Porcellio　scaber は

北海道全域に 分布す るが ，そ の 害 は不快感 に 限 ら

れ る 。

　積雪が消え か か る．早春か ら初夏 に か け て
， 室内

の 至る所 を行動 し，夜間，特 に使用中 の 浴室 の 壁

面 に多数が集合 した り，使用前 の 浴槽内に落下 な

どす る ため ， 甚だ し い不快感 を抱 く人が 多い
。 食

品や 栽培植物 へ の 食害な ど は全 く起 こ ら な い 。

　屋 内で の行動 は 2 月頃か ら目に 付 くよ う に な

り，外気温の 上昇 とと もに 4 月か ら 5月初旬頃 ま

で に お お む ね 屋 内か ら姿 を消す 。夏以降は 屋外 に

生 息 の 場 を移 し て し ま うた め ，人 々 の 害 虫 と し て

の 関心 は 翌春 ま で は薄れ て しま う 。 ワ ラ ジ ム シ の

屋 外生息 に つ い て は 害虫 視 す る 人 は 少 な い た め ，

早春期に 限 っ て 起 こ る屋内害虫問題 と い う こ とが

で き る。

　北海道で ワ ラ ジム シ が害虫視 さ れ る よ うに な っ

た の は 20年 く ら い 前 か らで ある。服 部 ・長谷川

（1968）は 1958年か ら1967年ま で の 北海道 に お け

る 不快動物発生例 をま と め て い る が ，そ の 中 に ワ

ラ ジ ム シ に つ い て の 記述 はな い
。 服部 （1975＞は

北海道で最近多発傾向 の あ る不快動物と して ワ ラ

ジム シ ，
セ イヨ ウシ ミほ か 2 種を挙 げ て い る の で

，

北海道で の ワ ラ ジム シ の 生活害虫化は 1970年代に

入 っ て か ら起 こ っ た と考え られ
，
1974

，
5 年 こ ろ

か ら マ ス コ ミで 頻繁に取 り 上 げ ら れ る よう に な っ

た e

　1960年代 に は 生 活環境 の 整備が進 み ，住居地域

へ の 殺虫剤散布が漸減 し，特に 1971年に は DDT

の 使用が停止 され た こ ともあ っ て ，そ れ まで 影響

を及ぼ し て い た残効性殺虫剤に よ る歩行昆虫類 へ

の 抑圧 が 減少 した こ と が
， 生息数 増加 に っ なが っ

た とも考え ら れ る 。 同時 に ，人 々 の 生活意識 の 変

化が，見慣れ ぬ侵入者 へ の 嫌悪感 をか き立て る よ

う に な っ た こ と も否め な い
。

　一方，建築構造 の 変化が ワ ラ ジム シ の 害虫化に

影 響 し た こ と は 十 分 に 考え られ る 。 北海道 は 歴史

的 に見て 本州か ら の 移住者が 多く，本州 と同様の

生活様式 を求め る傾向が強か っ た 。 そ の ため ， 本

州 に 比 べ て 厳 し い 自然環 境 で あ る に も か か わ ら

ず，本州と同 じ基本構造 を もつ 家屋 が北海道 の 住

居の大部分 を 占めて い た 。 積雪の 関係 で 屋根の 瓦

葺き，雨戸 の 設置は 少な か っ た が ，床下構造 は束

石を用 い た高床構造 で あっ た 。床
．
ドは 外気に さ ら

され，床土 の 凍上 に よ っ て しば しば家屋 に歪 を生

じ， 保温効率 を著 し く妨 げて い た 。

　 こ の ような 白然環境 と住居 との 非合理性打破 の

ため ，
1960年代か ら風 土に適 した北方型住宅構造

の 採用が積極的 に 進め ら れ た 。
コ ン ク リー ト土台

が採用 され，壁 や床下 に断熱材が用 い ら れる よう

に な っ た 。 さら に集中暖房 シス テ ム の 普及が床下

を温 暖化 し，越 冬場所 と して ワ ラ ジム シの 誘引 に

通 じ た の で あ る。温暖化 し た床下 で の 越冬は越冬

期 間を短縮 す る結 果，外気温 が まだ低 い 早春 期 に

早 く も行動が開始さ れ ，夜行性 の た め夜間，温暖

で 高湿 度 の 浴室 に 出現 し て 不快 感を引 き 起 こ し た

の で あ る 。

　／970年代に 入 り
， 札幌市を主 と し て 北方型 住宅

が普及す る に つ れ，ワ ラ ジ ム シ問題 が台頭 し た の

で ある。そ の 当時，1日構造の家屋 で の 問題発 生が

少な か っ た こ とか ら，家屋構造 の 変化と の 関連性

が うか が え た 。ま た ，1974 ， 5 年 こ ろ 札幌市 で 害

虫問題 視 され て い た時，他 の 地 方都市 で は ワ ラ ジ

ム シ の 生息 が あ り な が ら屋 内へ の 侵入 は ほ と ん ど

問題 とな っ て い な か っ た。しか し ， 最近 で は 道内

ど こ の 都市で も春季に ワ ラ ジ ム シ問題 が起 こ っ て

お り ，
こ の こ と も北方型住宅構造 の 全道 的普及と

の 関連 を裏付 け る もの と い え よう 。

　社会問題 化す るほ ど の 虫害とな っ た ため ， 防除

法 に つ い て の 問 い 合わ せ が相次 い だが，特段 の 衛

生．ヒの 害が な い こ と
， 発生 は短期間 に 限 られ る こ

とな ど の 知識普及を主と し，強い て薬剤に よ り防

除す る な ら ば
，

越 冬 に 入 る秋季 に 家屋周 辺 へ の

フ ェ ニ トロ チ オ ン 粉剤 の 散布を指導 して い た 。

　 1975， 6年頃 に 北海道 の 農薬 メ ーカ ー− HS 社が

ワ ラ ジ ム シ駆除専用 と 理解 さ れ る ネーミ ン グを用

い た粉剤 を園芸店を通 じ て販売 し た と こ ろ ，爆発

的な売れ行 きを示 した。そ の 1年後だと思 うが ，

本州の 家庭用 殺虫剤 メ ーカ ー 1社が 同 じ く ワ ラ ジ

を冠 した 商品名で 薬局 系列で販売 し，売れ行 きを
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伸 ば した。そ れ が き っ か けと な っ て
，

そ の後 は大

小各殺虫剤 メ
ーカ ーか ら ワ ラ ジ ム シ駆除専用剤と

銘打 っ た もの が続々 と販売 され る よう に な り，現

在で は10数 種 の 製品が北海 道内で 販売 さ れ て い

る 。 当初は フ ェ ニ トロ チ オ ン を主剤 と した ピ レ ス

ロ イ ド剤を加 え た もの が ほ とん ど で あ っ たが，最

近 で は カ
ーバ メ イ ト系薬剤 とピレ ス ロ イ ドの 混合

剤 が主流 を占め て い る 。 剤型 は粉 剤 が 主 で あ っ て

エ ア ゾル 剤は 少な い 。

　北海道で は
， 春先に な ると ス

ーパ ー
マ
ー

ケ ッ ト，

ホ
ー

ム セ ン タ
ー

， 薬局，園芸店 に 多種類の ワラジ

ム シ駆除専用剤が 陳列 され る。CO −OP （市民生

協）ブラ ン ドの 製品す ら登場 して い る。一地方 の

害虫問題 に 向 け て ， こ の よ う に 駆除専用剤 と銘

打 っ た もの が競合販売 され る こ とは珍しい こ とで

はな い か と思われ る 。

　な お
， 本州以南 に 普通 に 分布す る オ カ ダ ン ゴ ム

シ Armadillidium 　vulgare は 極 め て 限局 し た 地 域

に生息が認 め られ る の み で ，北海道 で はむ し ろ希

少種 に 属す る 。

3．　 カ ミキ リムシ

　数種の カ ミキ リ ム シ成虫が屋 内を行動 し て ， し

ば し ば生活害虫と し て 問題 に な る 。
こ の 場 合 は 不

快感 お よび恐怖感が 問題 に なる の で あ っ て ，木材

害虫 ， 建材害 虫と し て 問題視さ れ る わ け で は な い 。

　最も発生 事例の 多い の は トドマ ツ カ ミキ リ Tet−

ropium 　castaneum に よ るも の で ある 。 建築後 1 ，

2 年 の 木造住宅内に突然の よう に 数匹 の 成虫 が毎

円の よ うに 数か 月間出現 を続 け，室 内を歩行 ， 飛

行 して住人 を驚か せ る もの で あ る 。虫体が大き い

た め 不快感 は甚だ しく ， 山小屋風 レ ス トラ ン で の

発 生 の 際 に は，顧客か ら の 苦情 に よ っ て 営業 に 差

し障 っ た く らい で ある。晩春 か ら初夏に か け て の

発生例が 多い
。

　同様の 被害例 と し て ル リ ヒ ラタ カ ミキ リ Calli−

dium　violaceum
， シ ラ フ ヨ ツ ボ シ ヒ ゲナ ガ カ ミキ

リ Monochamus 獄 ∫30呱 オ オ ク ロ カ ミ キ リ

ilcregasemum 　quadricostulatum に よ る事 例 が あ る

（服部，1974）。 トドマ ツ カ ミキ リをは じめ とす

る こ れ らの カ ミキ リム シの 産卵 ， 幼虫成育林木が

い ずれ も トドマ ツ ，エ ゾ マ ツ を主 と し た北方系針

葉樹で あ り，
こ れ らの樹種 が北海道で は 木造家屋

の 建築材 と して 多用 され る こ と か ら，発生が建材

か ら起 こ っ て い る こ と は明 らか で ある。

　 こ の ような屋内発生事例 は北海道で は 以前か ら

認 め られ て お り ， 松下 （1932）は 山小屋の 柱か ら

成 虫 が現 わ れ る こ と が あ り
，

エ ゾマ ツ に 対 す る カ

ミキ リ ム シ に よ る 被害 は い ずれ も 二 次的で あ っ

て ， 工芸的に の み 重要な 関係を有す る ， とも述 べ

て い る 。こ の よ う に 従来か ら北海道に お い て カ ミ

キ リム シ の 屋内被害がなか っ たわ け で は な い が，
一般住宅 内で 多数個体が発生す る ような事例が起

こ る よ う に な っ た の は
， ワ ラ ジ ム シの 事例同様近

年の こ と で あ る。

　 1960年代 か ら進 め ら れ た 機械化 に よ る林業技術

の 進歩は
， 材木が 建材と して 利用 される ま で の 時

間 を大幅 に短縮 し た。チ ェ
ー

ン ソ
ー

の 普及 ， 林道

整備に よ る輸送力の 増加 はまた夏山造材 をも可能

に し， 常峙 ， 短期間で 建材が供給 され る よ う に な っ

た 。従来 は カ ミキ リム シの 幼虫が成育中の 林木が

伐 採され て も，建材化す る ま で に は数年 を要 して

い た ため ， そ の 間 に成虫の 羽化が終 了して し ま い ，

脱出孔 に よる工芸的被害 の み が 問題視さ れ た の で

あ る 。

　 1970年代 に な っ て か ら の 林業作業の 迅速化 と木

材需要の高ま りに よ っ て
， カ ミキ リム シ幼虫 が林

木内部で 成育巾の ま ま ， 建材と して 家屋内に運び

込 まれ る こ とが多 く な っ て し ま っ た。水分 含量 が

維持 さ れ た建材の 中で 蛹化 し，羽化脱 出が起 こ れ

ば，当然 の こ と な が ら多数の 成虫が 屋 内を行動す

る こ と に な る の で あ る 。

　木材 の 供給事情 と，屋内発生 と は関連が あ る よ

うで
，
1973年 に集中して トドマ ツ カ ミ キ リ， シ ラ

フ ヨ ツ ボ シ ヒ ゲナ ガ カ ミキ リの 発 生例が あ り
， ト

ドマ ツ カ ミキ リの 寄生蜂 で あ る ホ ソ ツ ノ コ マ ユ バ

チ ffelon　dentatOr， 更 に は コ ル リキバ チ Sirex

juvencttsの 発生 もあ っ た （服 部，1974 ）。 そ の 理

由に つ い て は詳 ら か に し得な い が，全道内 に 林業

害 虫 の 発 生 が 多か っ た の か ，あ る い は 多発生が

あ っ た一部地域 の 被害木材が 出回 っ た と い う こ と

も考え ら れ る 。

　北海道内で 建材と して ， トドマ ツ ，
エ ゾマ ツ類

が用 い ら れ る と は い っ て も，
ほ と ん ど は 支持材 と
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して 目に 触れな い 箇所 に使われ る 。 そ の ため ， 天

井か ら 降 っ て 湧 い た よ う に と か
， 押 し入 れ を 開 け

た ら飛 び出 して きた，と い うような突然 の 出現が，

か え っ て 不快感 ， 恐怖感を与 え る結果 に な る の で

ある 。 発生を見 た家屋 はすべ て 建築後 ユ， 2 年 の

い わゆる新築家屋に 限 られ て い る 。しか し ， オオ

ク ロ カ ミ キ リの 発生例 は建築後13年経過 し た 家屋

で あ っ た が
， 調 査 し た と こ ろ数個 の 脱 出孔 が見付

か っ た 敷居 は ，や は り 2 年前 に 増築 し た 箇所 で

あ っ た 。

　 1979年 8 月 ， 札 幌市 で の ア カ ハ ナ カ ミキ リ

Corymbia　succedonea の 発生事例 （服部，1980）は
，

前述 した カ ミキ リム シ類に よ る 発生事例と原因 を

異 に して い た、発生家屋 ぱ 建築後10年 を経過 し て

お り，部屋 の 3 本の 柱 に そ れ ぞ れ 数個つ つ 直径

3mm ほ ど の 脱出孔が見 つ か っ た 。 そ の 位置は い ず

れ も床すれす れか ， 高 くて も床上20数 cm を越え る

もの は な か っ た 。試 み に 畳 を上 げ た と こ ろ ， 脱 出

孔の あ っ た柱は す べ て 床下部分が 腐朽 して い た 。

腐朽部分 で 発育 した ア カ ハ ナ カ ミ キ リの 幼虫が適

湿部分に 蛹化場所を求め て 上昇 し，羽化 し た もの

と思われ る。な お ， 居住者の 言に よ ると数年前近

くの 川が氾濫 し，床下が浸水 し て 長期間水が 引か

な か っ た ，と の こ と で あ っ た 。H立 た ぬ と こ ろ で

起 こ っ た腐朽 が害虫 発生 の 誘 因 と な っ た の で あ

る 。成虫の 羽化 は前年か ら認め ら れ て お り
，
20匹

の 成虫 を屋内で 捕獲 したと い う。こ の 住居地 域は

札幌市で も市街地か ら離れ て お り，近 く に は林地，

草地 が 広 が り
，

ア カ ハ ナ カ ミ キ リが 普 通 に 生 息す

る環境で あ っ た 。 人為的構造物で あ る家屋 とい え

ども 自然環境 に お け る と同様 な生育条件が 整 え

ば
， 野外種の 発 生が人 家内で 起 こ っ て も不思 議で

は な い の で あ る 。

4．　 マ ル ハ ナ ノ ミ

　 1988年 1月，富良野市で 水道蛇口 か ら出現 した

もの と して 昆虫の 生体が北海道立衛生研究所 に 届

け ら れ た 。 水中で 活発 に行動す る虫体 は，一見鞘

翅 目の 幼虫を思 わせ たが，水生鞘翅 目幼虫に 見ら

れ る鰓状 の 構造 は な か っ た 。 高橋健一衛生動物科

長が林長閑氏 に 同定を お願 い し た と こ ろ ， 鞘翅 目

マ ル ハ ナ ノ ミ科 Helodidaeの 幼虫で あ り ， 生息

環境 は泥水中で あ る と の 生態的知見 に つ い て もご

教示 を得た 。

　泥 水中に 生 息す る もの が，い か な る経路で 上水

道 に 混入 し得 るの か ， しか も厳冬期 に 生体 と して

出現 し た の も理解で き な い こ とで あ っ た 。 水源か

浄水場 に 発生原因があるな らば，配管先 の 区域内

何軒か か ら同様 な事例が起 こ っ て もよ い は ずで あ

るが ， 出現 した の は特定の 家 に 限 ら れ て い た 。 そ

の 後同様 な事例が本別市 ， 士別市 ， 紋別市 ， 幌延

町か ら もあ っ た 。 道北の 幌延町 で 4 月に起 き た 1

例を除き ， 他は い ずれ も 1月 ， 2月 の 厳冬期に起

き た事例で あり ， 広域 で 多発 して い な い 点 も共通

して い た。

　原因解 明 の た め 水道部技師 と の 話 し合 い の 中

で
， 北海道独特 の 給水栓構造 に 原因 が あ る ら し い

こ とが分か っ た 。 北海道で は厳冬期，外気温の低

下時に は水道栓の 凍結が起 こ る 。 特に 引き込み配

管 か ら屋 内蛇 口 ま で の 地 上立 ち上 が り部分 は ，断

熱処置を して お い て も凍結 し易 い 。 水道 水が 蛇 口

ま で 満た さ れ て い る が故 に 凍結が起 こ る の で あ る

か ら
， 立 ち上が り管内に ある水 を低温時に抜 い て

管 を空に して お けば凍結 は しな い 。そ の ため，給

水栓 の 近 く に 別個 の 水抜 き用 の 栓 を設 け，低温時

に は立ち 上が り 管 内の 水を落と し，地中 に 流出さ

せ る 。北海道 の 家庭用給水栓に は 必 ず こ の 通称 「水

抜 き栓」 が 併設 さ れ て お り
，

− 4 ℃ 以下 の 気温低

下が 予想 される と ， 水道 凍結防止 を喚起 す る通報

が テ レ ビ
，

ラ ジ オ を通 じて 行わ れ
， 各家庭で は給

水栓 の 水 を落 と して 凍結防止 に 備え る 習慣 が あ

る 。

　水抜き栓 の 構造 に つ い て は専門外な の で 詳 しく

解説で きな い が，水抜 き栓 を操作す る と，管内の

圧 が変わ っ て ボール状の 弁が働 き，給水栓の管の

地 中 部が開 い て 管 内 の 水が地 中に 流 出 され ， 地 下

浸 透 し て 放散す る 。立 ち hが り管 内の 水が 完全 に

抜 け落ち ， 流出口 の 周辺 に水がな くなる と弁は 自

動的 に 閉 じ る 。 逆操作 に よ り給水は復活す る ，と

い う仕組み に な っ て い る。

　水抜 き栓と虫体混入 の 関係を検討す る た め ， 1

軒の 事例発生家屋 の 給水設備を掘 り起 こ したと こ

ろ ， 地 中 の 水抜 き機 構 部分 を中心 に 大 量 の 水が

溜 っ て い る の が発見 された 。 こ の 家屋の 建つ 土地
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が重粘土地 帯で あ っ た た め ， 立ち上が り管内か ら

抜 かれ た水が地 下浸透 せ ず に 溜 っ て い た の で あ

る 。
こ の地中に で き た水溜りが マ ル ハ ナ ノ ミ幼虫

の生息場所 にな っ た もの と考 え られ る。水が完全

に放散さ れ な い と弁が開放状態におか れる の で，

給水 を復活 した際 に 水溜中の マ ル ハ ナ ノ ミ幼虫が

吸い 込まれ て ，蛇口 か ら出現 した もの と考え られ

た。

　 こ の 結果 ，
マ ル ハ ナ ノ ミ幼虫 の 出現が水抜 き栓

を頻繁に操作す る厳冬期に限 っ て 起 こ る こ とが判

明 した し， 発 生事例 はい ず れ も重粘土地や地下水

位が 高く 地下浸透の悪 い 立地条件 の 家で 起 こ る こ

と も分 か っ た。害虫問題 に限 ら ず，放流水 の 給水

管へ の 逆流は 水質保全の 面 で 衛生上問題 で あ るた

め
， 直ち に

…
部 の 地域で 用 い ら れ て い た旧型弁の

材質が検討 さ れ，現在 で は水が完全に 落と さ れ れ

ば必 ず弁が閉 じて ， 給水時に逆流が 起 こ らな い 構

造 に改良さ れ て い る 。

　水道 水中に 出現 し た マ ル ハ ナノ ミ幼虫の 種名は

同定困難との こ とで あるが，最近 ア イヌ チ ビマ ル

ハ ナ ノ ミ （］mphon　ainu 成 虫が台所付近 に多 く発生

し た 事例が 起 こ っ た 。水道水 中出現幼 虫 と の 関連

は今後の 課 題 とな ろ う。

　マ ル ハ ナ ノ ミ幼虫 の 水道水混 入 は
， 水抜 き栓 と

い う北海道独特の 生活設備 に 起 因す る特徴 あ る 生

活害虫問題 で あ っ た 。

5．　 ス ズ メ トリ ノ ミ

　近年金国的 に ネ コ ノ ミ CtenocePhalides　felisの 発

生，刺咬加害事例が増大 し て い る が
， 北海道 で し

ばしばス ズメ トリ ノ ミ CeratoPhyllus　gallinae　dila−

tasに よ る刺咬被害が起 き て い る 。

　Sakaguti （1962 ）は 日本産 ノ ミ を総括す る 中で
，

ス ズ メ トリノ ミ に つ い て ，ス ズ メ，ム ク ド リ ，
コ

ム ク ドリ ， キ セ キ レ イ，オ オ ル リ， ミソ サザ イ，

ドバ トの巣か らの 記録例を挙 げ，内川 （1970）は

イワ ツ バ メ の 巣か ら記録 して い るが，人体加害に

つ い て の報告 はなか っ た 。 人体刺咬加害 に つ い て

は服部 ・高橋 （1985）が 旭 川市 ， 広島町 ， 恵庭市

で の 加害を初め て 報告 し た 。以後 ，上野 ら （1987 ）

に よ る釧路市で の 多発例，Miya 皿 Qto （1993 ）に

よる 旭川市 で の 加害報告があ る が，い ずれ も北海

道 で の 発生事例で あ る 。

　 ス ズ メ トリノ ミは前胸部棘節の み を有する点で

ネズ ミ ノ ミ類に似 る が ， 棘節数が 26〜28個と多 い

こ と で 容易 に 区別 さ れ る 。 Sakaguti （1962）に

よれば北海道，埼玉県，東京都 ， 静岡県 ， 長野県 ，

京都府 ， 兵庫県か らの 記録があ り ， 日本全国に分

布す る普通 の 鳥類寄生 ノ ミ と い う こ と が で き よ

う。に もか かわ らず北海道に人体加害例 が集中す

る の は な ぜ であ ろうか 。

　近年 の 住宅に は必ず屋 内の 自然換気 の ため ， 壁

面に換気孔が取 り付 け られ て い る。換気孔の外壁

部分に は風 雨除けの プラ ス チ ッ ク カバ ー
が付 け ら

れ て い る が
， 北海道 で は屋 根か ら の 落雪 に よ り し

ば し ば カバ ーが壊 さ れ る。破損部分か ら換気孔 内

へ の ス ズ メ の 侵入 は容易 に行え る し，テ レ ビの ア

ン テ ナ線引き 込 み の た め に換気孔 の 防護網 を敢え

て壊すな どす る場合に も，ス ズ メ が換気孔を営巣

場所 に し易 くなる 。 釧路市で は27件 の 発生例中ス

ズメ の 営巣箇所は 19例が換気孔で あっ た 。

　換気孔 は室内と直通 して い る の で，ス ズメ の雛

が巣立 し た後 ，
ス ズ メ トリ ノ ミが換気孔の 巣内か

ら直接 室 内 へ 移動 し
， 刺咬加害 を行 う の で あ る 。

旭川市の事例で は室 内飼育犬が人 と同時 に被害 を

受 け た 。 雛 の 巣立 ちを確認後に殺虫剤を散布して

巣材 を取 り除けば加害は止 む。

　 ス ズ メ の 換気孔 へ の営巣例が，日本の他地方に

比 べ て北海道で は特に多い か否か に つ い て は不明

で あ る が，ス ズ メ ト リ ノ ミ は刺咬加害を行 う重要

な北海道の 生活害虫の
一．．

つ とな っ て い る 。

6． ゴキブリ類

　北海道 に ゴ キブ リが い な い と考 え て い る入が多

い し
， 北海道の住民 の 中には ゴ キ ブリを見た経験

の な い 人 も多 い 。熱帯あ る い は 亜熱帯の 昆虫が寒

い北国に生息で き る は ずがな い と考 え るか らで あ

る し， ワラジ ム シの 項で も指摘 し たよ うに
， 従前

の本州型構造の北海道住宅内で は ，
ゴキブリの 定

着 は温度的 に 困難で あ っ たはずだか ら で あ る 。 事

実 ， 桑 山 （1967）は チ ャ バ ネ ゴ キ ブ リ Blattetla

germanica を昭和 15年 （1940 ）頃 に は 北海道 で は

ほ とんど そ の 存在 を認めず ，
と述 べ て い る 。 しか

し
， 服部 （1991）は昭和26年 （1951 ）当時 ， 札幌
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で は数少なか っ た鉄筋 ビル の 百貨店内で チ ャ バ ネ

ゴ キ ブ リの 生息 を認め ， 鉄筋ビ ル の 高 い 保温性が

北海道 で の ゴ キ ブ リの 生 息 を可能 に し た と指摘 し

て い る 。

　 青山 ・高野名 ・服部 （1976）は そ れ ま で の 北海

道 の ゴキブリ調査成績をま とめ ， チ ャ バ ネゴキブ

リの ほ か ク ロ ゴ キブ リ PeriPlaneta　fuZiginosa， ヤ

マ トゴキ ブ リ Pゆ 跏麗 皰 ゴ砂 oη加 ， コ ワ モ ン ゴ キ

ブ リ periPlaneta　australasiae
， ワ モ ン ゴ キ ブ リ

PeriPlaneta　americana
， ト ビ イ ロ ゴ キ ブ リ Peri・

planeta　brunnea， ヨ ウ ラ ン ゴ キ ブ リ 跏 うぬ惚 πθ

orchidOe
，

ブラ ベ ル ス ゴ キブリ Blaberus　discoiclalis

の 採 集記録の ほ か に採集地をも図示 した 。こ れ ら

の採集箇所 は ほ とん どが鉄 筋 ビル ，温室，病院，

温泉地な ど保温性の 高 い 屋 内に 限 られ ，

一
般木造

住宅で の 発 見は極め て ま れ で あ っ た。し か し， ヤ

マ トゴ キブ リに つ い ては ， 北海道南部で は木造住

宅 に生息 して 以前か ら防除対象に な っ て い た （服

部 ，
1990 ）。ま た小樽市 （楠井 ・中村 ，

1985 ）， 奥

尻島 （楠井，1987）で の 野外生息例が報告 さ れ て

い る 。

　北海道 で の 都市化 は近年急速 に 進 み
， 札 幌市を

は じめ とす る大都市はお ろか地方の 中小都市 に お

い て も鉄筋ビル が 林立 し て い る 。保温性の 高 い 建

造物は ゴ キ ブ リ類に と っ て ，熱帯，亜熱帯の環境

を屋 内に作 り出す こ と に な る 訳 で あ るか ら，そ こ

に 運び込 ま れ さ え す れ ば 高緯度 の 自然環境とは 無

関係に生息 し得る の で あ る。藤村 ら （1985）は 苫

小牧市 の 1 病院の 熱帯植物温室に ウ ル シ ゴ キブリ

P6rφ如箆 伽 加 研 紹 の 繁殖 を認め ，熱帯植物 と と

もに 南西諸島か ら運 び込ま れ た個体 が，亜 熱帯同

様 の 環境を得 て増殖 した もの と推定 し て い る 。

　北海道 の 建造物内環境 の 熱帯， 亜 熱帯化 の 増加

と相 ま っ て
， 物資の流通 の 迅 速化もゴ キブ リの 分

布拡大 に 大 い に 影響 し て い る 。 日本各地 はお ろか

世界各地か らの 物資は数日以内に北海道に到着す

るた め ，
ゴ キ ブ リ類生 体の 侵入 は 極め て容易 に

な っ て い る 。 高橋 （未発表）は数年前札幌市の 生

花店 で サ ツ マ ゴ キ ブ リ （膨5’ゆ 伽 勿 o 漉 臓 跳 の

生体 を得て い る が，南西諸島産生花 に 付 い て 到着

した もの で あ る 、

　北海道内 に ゴ キ ブリ類侵入 の 機会が増 し， 生息

好適条件が整 っ て ，多 くの市町村に分布を広 げて

い るが ， 現在の と こ ろ北海道南部に お け る ヤ マ ト

ゴ キブ リの 事例 を除 い て，木造家屋 で の 発生例は

依然と して稀で ある 。しか し，最近 の 建築構造 は

高気密 ， 高断熱 に な っ て お り， 木造住宅 で も保温

性が 高 ま っ て い る の で ， 近 い 将来は木造住宅に お

い て も，ゴ キブ リ類が重要な生活害虫と して 防除

対象に な る こ とが予想 され る 。
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