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の 分類の 専門家で ，大滝氏は 同大学皮膚科講師を

経 て 現在 は 九段坂病院皮膚科医長 で 動物が原 因 で

あ る皮膚疾患 の 権威で あ る 。

　本書 は 1991年加納六 郎氏の 東京医科大学学長退

官記念 出版
“

日 本 の 有毒動物
”

の 海 外編と い っ た

もの で あ る 。 し た が っ て 内部寄生 と は考え ら れ な

い ほ と ん どす べ て の 動物が網羅 さ れ て い て
， 外地

に出か け る人 ばか りで な く外地と の 交渉の 多 い 国

際港 や国際空 港に 関連の あ る業務 に携わ る 人々 に

は必携の 書か と 思 わ れ る 。著者 も在職時代海外 に

社員 を派遣 して い る商社，ある い は船舶の 積み荷

か ら発見 さ れ たサ ソ リや ヘ ビ の 問 い 合わ せ を調 べ

る の に 骨折 っ た こ と を思 い だ し ， もっ と早 く出版

され て い る べ き もの と思 っ た次第 で あ る 。 内容は

国内外 の 関係動物 の 原色図版ユ9頁 か ら始 ま り ， 動

物群 と 習性 に よ っ て 13項 目 に 分 け ら れ
， 第 1 章は

節足 動 物 で ， 第 1 節 は吸血 昆虫 力 ・ヌ カ カ ・ブ

ユ ・サ シ チ ョ ウバ エ ・ア ブ ・ハ エ ・シ ラ ミ ・トコ

ジ ラ ミ ・
サ シガ メ ・ノ ミ

・
ス ナ ノ ミの 11種が あ げ

られ ， それ ぞれ の 媒介病 と刺咬症が述 べ られ，そ

の一部 で は あ る が 重要な媒介病とそ の 媒介昆虫 の

世界的な分布図が示 され て い て ， 出張先で 注意す

べ き もの をあ らか じめ調べ る こ と もで き る 。 次 の

節は皮膚 に寄生す る ア フ リカの コ ブバ エ と中南米

の ヒ フ バ エ の 解説で
， 第 3節 は皮膚炎の原因虫 で

，

ドク ガ ・イ ラ ガ ・カ レ ハ ガ と南米 の ヤ マ マ ユ ガ

と ， カ ミ キ リモ ドキ ・マ メ ハ ン ミ ョ ウが あげ ら れ

て い て ，第 4 節が ハ チ と ア リの 刺症被害 を与え る

虫 で ，こ こ ま で が 昆 虫類 で あ る 。第 5 節は ダニ で ，

感 染症媒介 ダニ が主眼で ，な ん と 9 つ もの 感染症

が 紹介さ れ て い て
， 寄生 ・吸血 ダニ は 国 内の も の

と変わ らな い 。第 6 節はサ ソ リ ， 第 7 節は ク モ で ，

こ の 辺 は国内で は見 られ な い グ ル ープな の で ，

一

応勉強 し て お く こ と を お勧 め す る 。 第 8 節 は ム カ

デ ・
ヤ ス デ ・サ ソ リモ ドキ の解説が あ り ，

こ こ ま

で で節足動物 は終 わ る 。 以
一
トク ラ ゲ ・イソ ギ ン チ

ャ ク の腔腸 動物 ，
ヒ ル

・
ウ ミ ケ ム シ の 環形動物 ，

ウ ニ ・ヒ トデ の 刺皮動物 ， イモ ガ イ ・ヒ ョ ウ モ ン

ダ コ の 軟体動物が つ づ く が そ れ 程重要 と は思え な

い 。最期 の 脊椎動物 で は刺毒魚類と し て エ イ ・オ

コ ゼ ・カサ ゴ ・ゴ ン ズ イな ど，咬み付 くサ メ や ウ

ツ ボ な ど が あ げら れ ，両生類 に ドク ガ エ ル に 触れ

て い る が ， 最大 の 危険動物は毒 トカゲと400種 も

あ る毒ヘ ビで ，毒蛇対策 は応急処 置ま で か な り詳

し く述べ られ て あ り， 熱帯 ， 亜 熱帯に 出かけ る前

の 心 得と して
一

読 して おくと い い と思 われ る 。 今

日 で は 日常の 食品さ え輸入 品 の 時代で あ る か ら
，

PC 業 の 方々 も こ の 程度 の海外の 衛生動物に 関心

を持つ 必 要が あ る か も しれ な い
。 　　 （奥谷禎一）

　石川良輔 ：昆 虫の誕生　B6 変形 （新書版 ）

210 頁　 （中公新書1327 ）1996年10月刊　￥ 700

　著者 は 九州大学大学院 で 昆虫学 を学び国立科学

博物館 を経 て 東京都立大学理 学部 自然史講座 教授

をつ と め ， 94年定年退 官 さ れ た方で
，

ハ チ 目 と コ

ウ チ ュ ウ 目の分類学が専門で カ タ ツ ム リな ど も詳

しい 。理学博士 。

　本書 は 副題 と し て
“一

千万種 へ の 進化と 分化
”

と付 け られ て い る よう に ，現在地球上 に生き て い

る 昆 虫類の 目間 の 新 しい 分類学的見地 の 解説で あ

る 。 内容 は 3 章に 別れ て い て ，第 1章 は昆虫類の

属す る節足動物の 分類 に つ い て の 考え方の 変遷 と

節足動物全体 の 説明で あ り ，第 2 章が本論で 162

頁 を しめ，第 3 章は
“

昆虫の 多様化
”

と題 し，形

態 と生活 との 関連の 解説が さ れ て い る 。

　 昆虫類 の 目の 分類学的考察 に つ い て の 解説書は

余 り多 くな く ，
せ い ぜ い 不完全 変態 と完全 変態 が

あ る程度の 知識 しか な か っ た 著者に と っ て は，ま

ず最初 に トビム シ と い う昆虫を知 っ た と き か ら始

ま っ た 。

一．・応昆虫類 の 腹部は 10ある い は ll節で あ

る は ずな の に
， ど う し て 6 節 し か な い もの が と い

う命題 で あ っ た 。 こ れ らの 知識 は Imms （1934及

び1977）， Weber （1949）， 素木 （1954）ら に よ っ

た が，そ の 後化石昆虫 の 研究が進み ，昆虫類 の 目

の 類縁関係の 検討 は飛躍的に進ん だが，触れ る機

会に 恵ま れ な か っ た 。Ross （1982）は
“
A 　Text

Book　of　Ento皿 010gy
”

に系統図 を示 し進化過程

を簡単に 解説 し た 。 しか し和文で の 解説は 高価な

図書 の
一部や 馴 染み の 薄 い 雑誌に書か れ て い る こ

とが 多く ， 今回比較的低廉な本書 に よ っ て か な り

詳 し く 目の グル ーピ ン グと一緒に ，ど ん な 形で分

化 して い っ た か が 理 解 で き る よ う に 図 も豊富 に 使

っ て 解説され て い る こ と は有 り難 い 。次 に 本論 を

少 々 紹介 して お こ う 。
ス タ ー トは古 い 型の 昆虫か
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ら有翅昆虫の 始ま り と続 き，原始 的 な有翅毘 虫で

あ る カ ゲ ロ ウ と トン ボ の 説明が あ り ， 新型の 翅 を

もつ 新翅類をカ ワゲラ系と直翅系 に分け て 説明 し

て い る。続 い て は新 し い交尾器 の 発達と吸収型 口

器 の の 発達が 述 べ ら れ
， チ ャ タ テ ム シ や カ メ ム

シ
・

ハ チ ・ハ エ ・ノ ミ ・ガな ど の説明が続 く。第

3 章は昆虫の 多様化の 中心 が 口 と翅の 変化す なわ

ち特殊化 に よ る と した考え方に 基づ き
，
1000万種

に も及 ぶ多様化が お こ っ た と解説 さ れ て い る 。著

者 は翅に つ い て の 異論は な い が ， 口器に つ い て は

食性の 拡大 に よ る現在 の 地球環境へ の 適応 が一義

的な も の で はな い か と思 っ て い る 。 少々気 に な る

の は もう少 し生活史や古 い 時代 の 考え方 など の 問

題点 も指摘 し て 欲 しか っ た し， 海水生 の 昆虫が な

い 点な ど ももう少 し詳 し く解説 し て お い て ほ し い

よ うな気が し た 。

　家屋害虫防除だ けを考え る上 で はあま り必要な

知識で は な い が
， 昆 虫全体 を知る上で は欠か せ な

い 学問上の 問題 と して ，機会 を見 て 目を通 して お

く こ と を勧 める次第で ある 。　　　　 （奥谷禎
一

）

　安富和男 ：詩の中の昆 虫たち　B6 ，235頁，（三
一書房　1997年 4 月刊）￥800

　著者は九 大卒業後長 ら く勤め られ た予 防衛 生研

究所の 衛生 昆虫部 を定年退 官 され本学会 の 常任理

事 と し て ご活躍 され て い る事 は ご存 じの 通 り 。

　本書は 副題 に
“
虫た ち の コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン

”

とあ る ように ，昔か らの俳句や和歌に読ま れ た 虫

の 習性の う ち，と く に コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に 関係

す る もの を集め ， 現 代の 科学的な解釈を与え た随

筆 で あ る。虫 の グ ル ープ に よ っ て 9 章に 分 け られ

て お り，問題 とな る モ ニ タ リ ン グの ヒ ン トもか な

り含ま れ て い る の で
， 関心 の あ る方 は一度 目を通

さ れ て も と 思 われ る 。以下に 少 し内容を紹介 して

お こ う 。

　 9 つ の 章は，秋の 鳴 く虫 ・セ ミ ・カ ・ホ タル
・

ア リ ・
チ ョ ウとガ ・トン ボ ・ハ エ ・

テ ン トウ ム シ

で ，まずそれ ぞれ の 虫の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 法 ，

そ の 仲間 の あれ こ れ ，彼 ら の 生活 や人 と の か か わ

りの 3節が基 本と な っ て い て
， 初め の 2章だ け は

余分 の 節を設 け変化 をつ け て い る 。 そ し て 多 くの

章で は初め に有名な俳句か 和 歌が 引き 合 い に 出 て

き て 読者 の 興 味 を そ そ る 。 ま ず感心 させ ら れ た の

は こ れだ けの 虫と関係の ある 詩を探 して きた努力

で あ る 。 人口 に膾炙 され て い る もの 以外関心 の な

い我 々 に は とて も探 し切 れ な い と思わ れ る。第 1

章で は虫 の声 を聞き分け る能力が 日本人 は ヨ ーロ

ッ パ 人 に比 べ 勝 っ て い る こ と で 、恐 らく ヨ ー
ロ ッ

パ に は セ ミも秋 の 鳴 く虫も少な い の で 子供の 時か

ら訓練 さ れ て い な い か らで は と思 っ て い た が ，言

語脳 で 聞 く か非言語脳 で 聞 く か の 差 で あ る と は 驚

い た 。 日本語に はは っ き り し な い表現 が多い の で ，

科学的記載に 向 い て い な い と い われ る の と似 て い

る の か な と な ん と な く思 われ る 。 ま た歴史的に は

コ オ ロ ギとキ リギ リス は混同さ れ て い て ， 江 戸時

代 の キ リギ リス は今 日の コ オ ロ ギ で ある こ と は，

キ リギ リス と一緒 に寒 さ に関連 した言葉が 出て く

る の で コ オ ロ ギ ら しい と は分か る が ， 残念なが ら

語源 の 考証は な い 。 セ ミの 章で は ， 筆者も東京 で

初め て 1 匹の ヒ グ ラ シ の 声を聞 き鳥と間違え た の

で ，白人が ツ ク ツ ク ボ ウシを鳥 と思 っ た の は 無 理

もな い こ と と 思 うが ， 白人が鳴 く木が 欲 し い と い

っ て 困 っ たと い う話 し よりまだま しか な と思 っ た

り し た 。カ の 章 で は
，

チ カ イエ カ の 日本で の 発見

は筆者の 学生時代 の こ と で ，当時ア カ イエ カ を飼

育 し て い た利岡さ んが恒温器 に い れた腰高 シ ャ
ー

レ を調 べ て い て ，吸血 さ せ て い な い の に僅か で は

あ る が 産卵が見 られ狐 に騙 さ れ た ような顔で 話 さ

れ た こ と を思 い 出 し た 。 ホタ ル の 章で は ， 肉食の

ホ タル が人 まね を し て 他 の ホ タル を集 め る話 しか

ら ，
ヘ イケボ タ ル が車 の ウイ ン カー点滅に反応す

る と い う話 し もあ っ た ら と思 う 。 ア リの 章 で は も

う 1 節の シ ロ ア リとの 区別が欲 しか っ た。チ ョ ウ

と ガ の 章は ，彼等は 詩に 読まれ る こ とが多 い が
，

フ ェ ロ モ ン に 関連す る作品 は少な い よ うで 昼行性

の チ ョ ウ は 翅 の 模様や 反射光 で
， 夜行性 の ガ は フ

ェ ロ モ ン で交信 し て い る ら しい 事が分か る 。 トン

ボ は 日本が秋津島と い わ れ る よう に トン ボ の 種類

の 多 い 国 で ， 大型 で もあ る の で 詩 に 取 り上 げ られ

て い る こ と は 非常 に 多 く
， 交尾か ら産卵 に 至 る

色 々 な行動が読ま れ て い る事がわ か る 。ハ エ の 章

で は，五 月蠅と書 い て ウ ル サ イと読む ほど人 との

か か わ り の あ る 虫なの で 取上 げ られ た詩も多い が
“
は え が 手 をす る足 をす る

”
か ら始 ま っ て ，詠ま
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