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【解説】
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摘　要

　本 稿 で は，ハ ウ ス ダス ト中 の ダ ニ と昆 虫 の ア レ ル ゲ ン と ヒ トの ア レ ル ギ
ー
疾患の 関係 を 解説 した．

　 ハ ウ ス ダス ト は 多 くの 患 者 に と っ て ア レ ル ギ
ー
疾患の 発症原因で あ り，か っ 増悪因子で あ る．しか し，ハ

ウ ス ダス ト は極 め て 多種 の ア レ ル ゲ ン の 混 合 物 で あ り，家屋 に よ り優位な ア レ ル ゲ ン 種 も異 な り，個 々 の 患

者 が 影 響 を受 けて い る ア レ ル ゲ ン は異 な っ て い る．ダ ニ ア レ ル ゲ ン は，国 際的 に 最 も 重要 な 気 管支 喘 息，ア

レ ル ギー性鼻 炎 の 原 因 ア レ ル ゲ ン で あ る．多 くの 研 究が ，室内環 境中の ダ ニ ア レ ル ゲ ン 量 の 増加 が，喘息 の

発症 と増 悪 の 原 因 で あ る こ と を示 して きた．ア メ リカ を は じ め と す る 多 くの 国 々 で ，ゴ キ ブ リ ア レ ル ゲ ン は

ダ ニ と同 等 に 重 要 な 室 内環 境 ア レ ル ゲ ン と考え ら れ て い る．し か し な が ら本邦 の 室 内環境 で は，ゴ キ ブ リ ア

レ ル ゲ ン は ほ とん ど検 出 さ れず，ゴ キ ブ 1」感 作率 も低 い ．む し ろ，本 邦の 室 内塵 を 調 査 す る と チ ャ タ テ ム シ

目や 双 翅 目， 鱗翅 目な ど の ほ うが 頻繁 に 検 出 さ れ，本 邦 で は こ れ ら の 昆 虫 の 方 が 重 要 性が 高 い と考 え られ て

い る．

Abstract

　Exposure 　to　house　dust　is　an 　important　cause 　of　the　development　and 　worsening 　of 　al1ergic 　dis−
eases ．　However ，　the　relationship 　between 　house　dust　and 　allergic 　diseases　is　relatively 　complex ．　One
Qf　the 　reasons 　for　this　is　that　house　dust　contains 　many 　kinds　of 　allergen 　and 　the　amount 　of 　each 　aller−

gen　varies 　between　houses．　Furthermore，　 causal 　 allergens 　for　each 　patient　also 　 vary 　between　the

patients ．
　Mite　allergens 　are 　internationally　recognized 　as 　one 　of 　the 　mQst 　important　allergens 　that 　cause 　aller −

gic　 asthma 　 and 　allergic 　 rhinitis ．　Some 　 studies 　from 　the 　USA 　 and 　 other 　cQ 皿 tries　have　shown 　that
cockroach 　allergen 　is　also 　 an 　important 　respiratory 　allergens ，　 as 　well 　as 　mite 　allergens ．　However，　in
Japan，　 cockroach 　allergens 　 are 　hardly　detected　in　house　dust，　 and 　 sensitization 　to　cockroach 　 aller −

gens　is　not 　common 　among 　Japanese　allergic 　patients ．　Some 　research 　into　the 　insects　in　house　dust
in　Japan 　has　shown 　that 　Psocoptera，　Diptera，　and 　Lepidoptera 　are 　detected　at 　a 　high　frequency．　Fur −

thermore，　our 　investigation　shows 　that 　the 　sensitization 　tQ　these 　insects”allergens 　is　more 　 cQmmQn

than　that　to　 cockroach 　allergen ．　These　findings　 suggest 　the　possibility　that　these　insects
’
allergens

have　more 　impact　on 　allergic 　patients　in　Japan 　than　cockroach 　allergen ，

Key　words ： allergic 　disease（ア レ ル ギ ー疾患），　 house　dust　mite （室内塵性 ダ ニ 類），　 tnsects（昆虫），
　 　 　 　 　 　 cockroach （ゴ キ ブ 「D ，　 booklouse（チ ャ タ テ ム シ ）

　　　　　　　　　　は じ め に

　気管支 喘息 ，ア レ ル ギ ー性鼻炎を代表 とす る ア レ

ル ギ ー疾患 の 有病率は ，
こ の 半世紀 の 国 際的 な潮流

と同調す る か の よ うに ， 本邦に お い て も増加 して き

た．最近の 疫学研究の 結果か ら， 成人 に お け る気管

支喘息 の 有病 率 は約 5％， ア レ ル ギ ー性鼻炎 の 有病

率 は約 40〜50％と報告 され ，国民病 と呼ぶ に ふ さ わ

しい 極め て あ りふ れた疾患 と な っ て い る．

　多 くの 気管 支喘息，ア レ ル ギ ー性鼻炎患者 に と っ
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て ハ ウ ス ダ ス ト とい う私た ち の 生活 に 極め て 身近 な

も の が，疾患 の発症原因で あ りか っ 増悪因子で あ る

こ と は周知 の と お りで あ る． しか しな が ら ，

一
言 に

ハ ウ ス ダス ト とい っ て も，実際に は極め て 多種 の ア

レ ル ゲ ン の 混 合物で あ り，家屋 に よ り 優位 な ア レ

ル ゲ ン 種が異 な り，個 々 の 患者が影 響を受 け て い る

ア レ ル ゲ ン も異な っ て い る．

　 ハ ウ ス ダ ス トに含まれ る 主 な ア レ ル ゲ ン と して は ，

ダ ニ ，真菌，ペ
ッ ト， 昆虫 が挙 げ られ るが，本稿 で

は ， そ の な か で も特 に 都市生活環境 で 重要 な ダ ニ と

昆虫に 注 目し， ヒ トの ア レ ル ギ ー
症 状 と の 関わ りに
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つ い て 解説す る．

1．ダニ ア レル ゲン

1− 1．室内ア レル ゲンとして のダニ

　 ハ ウ ス ダ ス ト中の ア レ ル ゲ ン の 中で ，最 も重要視

され，最 も よ く研 究され て き た の が ダ ニ ア レ ル ゲ ン

で あ る．特に 温暖 ・湿潤 な気候 の 本邦で は ， チ リダ

ニ 科 ヒ ョ ウ ヒ ダ ニ 属 の 2種類 の ダ ニ
， ヤ ケ ヒ ョ ウ ヒ

ダ ニ （Dermatophagoides 　pteronyssinus）と コ ナ ヒ ョ

ゥ ヒ ダ ニ （D ．　farinαe）が 最 も重要な 室内環境 ア レ ル

ゲ ン とな っ て い る．

　 ダ ニ と は分類学的に節足動物門，ク モ 形綱，ダ ニ

目に 属す る8脚 の 生物 で ，世界か ら約4万種を超え る

ダ ニ 類が 記載 さ れ て い るが ，未知種が 多 く，実際は

50万 種 くら い は 生 息 して い る と 考 え られ て い る． こ

れ らの 中で 室内環 境 ア レ ル ゲ ン と して 問題 にな る も

の は ， チ リ ダ ニ 科 ，
コ ナ ダ ニ 科 ，

ニ ク ダニ 科な ど の

無気門亜 目に属す る ダ ニ が主流 で あ る．チ リ ダ ニ 科

の ダ ニ は 別名室内塵性 ダニ 類（house 　dust　mites ）と

も呼ば れ て い る．一
方， コ ナ ダ ニ 科，＝ ク ダ ニ 科 の

ダ ニ は穀物な ど の 貯蔵庫 で大量発生す る こ とか ら貯

蔵庫 ダ ニ （storage 　mites ）と 呼ば れ て い る ．中南米

な ど の 熱帯，亜熱帯地方に お い て は，貯蔵庫 ダ ニ の

一 種 で あ る ネ ッ タ イ タ マ ニ ク ダ ニ （Blornia

tropicα lis） が チ リ ダ ニ 科 の ダ ニ 以 上 に 重要な 室内

環境 ア レ ル ゲ ン と して 位置づ け られ て い る．本邦で

は ， コ ナ ダ ニ 科， ニ ク ダ ニ 科 の ダ ニ に 対す る IgE

抗体 の 陽性 率，抗 体価 は ともに ヒ ョ ウ ヒ ダ ニ 類 に 比

べ る と は る か に 低 く（表 1）， 本邦 の 一般家庭 に お い

て は ，
コ ナ ダ ニ 科，ニ ク ダニ 科の ダ ニ に よ る ア レ ル

ギーが 問題に な る こ と は ほ と ん ど な い ．す なわ ち，

本邦 で は ダ ニ ア レ ル ゲ ン と して は チ リ ダ ニ 科 の 2種

類の ヒ ョ ウ ヒ ダ ニ だけ を考えれ ば よ い ．

表 a 各種ダ ニ ア レ ルゲ ン の RAST 陽性率 （1＞＝ 83）

ア レ ル ゲ ン
陽性率

Class ≧ 2　　（Class ≧ 3）
ヤ ケ ヒ ョ ウ ヒ ダ ニ

コ ナ ヒ ョ ウ ヒ ダ ニ

3QU4488 DOQ

ゾ

4188

ア シ ブ トコ ナ ダ ニ

サ ヤ ア シ ニ ク ダ ニ

ケ ナ ガ コ ナ ダ ニ

イ エ ニ ク ダ ニ

30．127
．713
．312
．0

86

ρ

Q4

40
ソ
OQ2

※　対象 は成人 ア ト ピー
型 気管支喘息 患者
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1 − 2．ヒ ョ ウ ヒダニ ア レ ル ゲ ン

　 ヒ ョ ウ ヒ ダニ は さまざ まな吸入 性ア レ ル ゲ ン の 中

で も っ と もよ く研究 さ れ，明 らか に な っ て きた て き

た もの の ひ とっ で あ る．こ れま で に数多 くの ヒ ョ ウ

ニ ダ ニ 由 来 の ア レ ル ゲ ン が 同 定 さ れ ，

WHO ／IUIS （World 　 Health　 Organization／lnter−

national 　Union　of　Immunological　Societies［http：

／／www ，al正ergen ．org ］）の ア レ ル ゲ ン 命名委員会 の

リ ス ト に 登録 され て い る も の だ け で も23種あ る．こ

れ らの 多 くの ア レ ル ゲ ン の 中で ヤ ケ ヒ ョ ウ ヒ ダ ニ と

コ ナ ヒ ョ ウ ヒ ダ ニ 由 来 の Der　 p　 1／Der　 f　 1 と

Der 　p　2／Der 　f　2 の 二 っ の グ ル ープ が ヒ ョ ゥ ヒ ダ ニ

の 主要 ア レ ル ゲ ン で あ る と考え られ て い る．ヤ ケ ヒ ョ

ゥ ヒ ダ ＝ と コ ナ ヒ ョ ウ ヒ ダ ニ の 対応する ア レ ル ゲ ン

間 に は タ ン パ ク質 と し て 非常 に 高 い 相同性，構造的

類似性が あ り，Der　p　1 と Der　f　1，あ るい は Der　p

2 と Der 　f　2 は い ず れ も非常 に 強 く交叉反 応 す る ，

したが っ て ， 臨床 的 な面か らは ヤ ケ ヒ ョ ウ ヒ ダニ と

コ ナ ヒ ョ ウ ヒ ダ ニ を分け て 考え る必要は な く， 両者

は 同 じ ア レ ル ゲ ン で あ る と み な す こ と が で き る．

1 − 3 ．ダニ に よ る 室内環境汚染を 評価する方法

　室 内環 境 の ダ ニ 汚染 の 指標 と し て ，室 内塵 中の

Der　1量（Der　p　1 と Der　f　1 を合計 した量 ）を酵素

免疫測定法 （ELISA ）で 測 定す る と い う方法を用 い

る の が ， 今 日 で は世界的な基 準 とな っ て い る．具体

的 に は，掃除機で 集め た室 内塵を抽出 し，そ の エ キ

ス 中 の Der　1量 を ELISA で 測定 す る こ と に よ り，

「室 内塵 1g あ た りの Der　1量（pg ／g　dust）」とする．

こ の 方法で 寝具 中の Der　1量 を国際比較 した とき，

本邦 は世界 で も有数 の ダ ニ 汚染国 で あ る こ とが よ く

理解 で き る （表2）．

　　 表2　寝具中の ダ ニ ア レ ル ゲ ン

ー本邦 と欧米 におけ る調 査データ の 比較一

ア レ ル ゲ ン

寝具麈中 ア レ ル ゲ ン 量 の

幾何平均値 （μg／gdust ）

日本 　 　米国 　 　欧州

ダ ニ （Der　1）
ネ コ （Fel　d　1）
イ ヌ （Can　f　1）

14．9　　　　1．40　　　 0．58
028 　　　　2．74　　　　0．94
0．50　　　　2，48　　　　　一

日本 ：国立病院国立療養所気管支喘息 ネ ッ ト ワ
ー

　　　 ク 研究班

米国 ：National　Survey　of 　Lead　and 　Allergens
欧州 ：European 　Community 　Respiratory
　　　Health　Survey
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1− 4 ．ダ ニ による室内環境汚染と感作と疾患発症

　ダ ニ ア レ ル ゲ ン に よ る室内環 境 の 汚染 レ ベ ル と ダ

ニ に 対 す る感作 と の 関係 に は，密接な 因果関係が認

め られ て い る．寝具 塵中 の ダ ニ ア レ ル ゲ ン （Der　1）

量が 2pg ／g　dustを超え る と，感作 の リ ス ク が 大幅

に増大す る こ とが世界中の 多 くの 疫学研究 に よ っ て

確か め ら れ て い る
14）・IF°｝．図 1に示 す よ う に，本邦 の

一般家庭 の 寝具塵 中 Der　1 量 の 平均値 は感 作 の 域

値で あ る 2pg／g　dustよ りもは る か に 高 く，9割近

くの 家庭 の 汚染量が 感作 の 域値 で あ る 2 μg／gdust

を超 え て い る．した が っ て ，本邦 で は有効 な 環境整

備，暴 露 の 回避策を 実施せ ず に 普通 に 生活 を して い

れば，遺伝素因 の あ るもの は極め て 高い確率で ダニ

に 感 作され る と考 え ら れ る，

　 ダ ニ 汚染 は，感作 の み な らず気管支喘息の 発症や

気道 過敏性 （喘息 症状 の 指標）に も関係 す る こ と が 大

規 模 な疫学調 査 で 明 らか に され て い る．Peat ら
13）

は 気候 と絶対湿度が 連続的 に 異 な るオ
ー

ス トラ リア

内陸部か ら沿 岸地 域 に か け て の 6地域 の ダ ニ 汚 染 レ

ベ ル ，学童に対する問診 ，
ヒ ス タ ミ ン 吸入誘発試験 ，

プ リ ッ ク テ ス ト
＊

の 結果 を調査 し，以 下 の 結 果を得

た ．

  ダ ニ に 対 す る感作 の 頻度は，そ の 地域 の 汚染 レ

　 ベ ル と有意 に 相関する．

  　ダ ニ に 同程度 に 感作 され て い る学童同士を比較

　す る と，Der 　1 量 の 多 い 地域 の 学童 の 方が ヒ ス タ

　 ミ ン に対す る気道 過敏性が有意に亢進 して い る．

  Der　1量 が 2倍 に な る と ， ダ ニ 感 作例が 気管 支

　喘息を発症 す る リ ス ク も2倍 に な る．

  ダ ニ の み に感作 さ れ た喘息患児の 臨床症状 は ，

　 Der　1量が 多 い 地 域 の 学童 ほ ど重症 で あ る．

　 こ の よ う に，ダ ニ に よ る室内環境汚染 レ ベ ル
， す

な わ ち ダ ニ ア レ ル ゲ ン へ の 暴露 の レ ベ ル は 感作 だけ

で な く気道過敏性や気管支喘息 の 臨床症 状に も深 く

関わ っ て い る．

ぐプ リ ッ ク テ ス ト ： 蕁麻疹や 喘息 の ア レ ル ギ ーの

　原因物質 の 検査法 の ひ とっ ．皮膚に 出血 しな い 程

　度に微小な傷 を付 け て ，そ の 上 に原液濃度 の 薬液

　を置い て 浸透 さ せ て 反応をみ る．〉

1− 5．室内環境中のダ ニ ア レル ゲンソ
ース として の

　布団の 重要性

　ダ ニ ア レ ル ゲ ン の 粒子 は比較的重 く， 室内環境中

で 長時間浮遊 して い る もの で は な い ．低騒音 エ ア サ

ン プ ラ
ー

（Aerosol　Analysis　Monitor ，　 Millipore，

Redford，　 MA ，
　 USA ）に よ る サ ン プ リ ン グと高感 度

の ダ ニ ア レ ル ゲ ン 定量法を組み 合わ せ て 日常 生活 の

様々 な 局面 に お け る 室 内空 気中 Der　1 濃度 を測定

する と，室 内空気中 の ダ ニ ア レ ル ゲ ン 粒子 の 濃度 は

ヒ トの 活動程度に 大 き く依存 して い る こ とが分か っ

た．す なわ ち ， ヒ トの活動が な い ときは ゼ ロ に近 く，

ヒ トの 活動が あ る と きの み 一過性 の 高濃度 が観察さ

れた．さ ら に， ヒ トが 寝て い る時に 吸 い 込 む ダニ ア

レ ル ゲ ン の 濃度，す なわ ち睡眠中の 枕元 に おけ る空

気中 の Der　1濃度 は，居 間 に お け る 1日平均濃度 の

約 10倍で ，しか も，
こ の 枕 もと で 発生 す る 空気中 の

ダ ニ ア レ ル ゲ ン 粒子 は布団 をダ ニ に 汚染され て い な

い 新品に交換す る こ とに よ り著明に減少す る
エ6〕
（図2）．

こ れ ら の デ ータ は ，「自身が寝 て い る 汚染 された布

団か ら睡眠中の 寝返 りな ど で 持続的に ア レ ル ゲ ン が

発 生 し，そ れ を 発生 源 か ら ご く近 接 し た 位置で 吸 い

込 ん で い る」と い う実情 を示す，日常生活 に お け る

最大 の 暴露を 示唆 して い る ． ヒ ト は大人で も1日 の

1／3〜1／4の 時間 を布団 の 中で 過 ごす． し た が っ て ，

ダ ニ 対策は睡眠 中に 布団 か ら発生す るダ ニ ア レ ル ゲ

ン を い か に して 制御す るか が最大 の 課題 と な る．
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ー本邦 と欧米に お け る調査 デ ータ の 比 較
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図 2 古い布団か ら新しい布団 へ 替えた場合の 睡眠中

　　枕元 の空気中 Der　1 濃度（文献 16より引用改変）
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1− 6 ．室内環境整備 とア レルギ
ー

疾患の 発症予防

　室 内環境整備 に よ るダ ニ ア レ ル ゲ ン 曝露の 回避が，

ア レ ル ギ ー疾患 に お け る感作，発症，症状増悪 を予

防で き る か否か に 関 して ， 欧米諸国に て 多 くの 研究

成果が報告 され て い る
1）・19）・2°〕

，結果 は 「有効 で あ る」

とす る報告 と，「無効 で あ る」とす る報告が相半 ば し

て い る．おお む ね 成人 の 気管支喘息と通年性 ア レ ル

ギ ー性鼻炎を対象 に し た研究で は 「無効 で あ る 」こ と

が 多 い が ，小児を 対象 に し た 調査 で は 「有効 で あ る」

と い う結果 も少な くな い ．お そ ら く成人 で は
， 多種

の ア レ ル ゲ ン が喘息 の 病態 に 関与 して い る こ とが多

く， ダ ニ 対策 の 影響が 出に くい た め と考え られ る．

　前述 の 如 く， 高温 多湿 な本邦で は，ダ ニ は特 に重

要 な ア レ ル ゲ ン で あ る た め ， 特に 本邦に お い て は ダ

ニ 対策が 効果を示 し や す い 可能性が あ る と考え ら れ

る．西岡 らは ，
ハ イ リ ス ク の 乳児 を対象 に して ，ダ

ニ を通過 さ せ な い 高密度織物製 の 布団 カ バ ーを 使用

する こ と が ，喘息発症予防に有効 で あ る か ど うか調

査 し た
” ）

、ダ ニ に は感作 さ れ て い な い が ，ア ト ピ ー

性皮膚炎 の 症状 が あ り，食物 ア レ ル ゲ ン に 対す る

IgE 抗体が既 に 陽性 の
一歳未満 の 乳児 57例 の 全例を

対象 に して，一般的な環境整備指導 を徹底 した上 で

無作 為 に2群に わ け，「A 群30例に は普通 の 布団 カ バ ー

を」「B群 27例 に は 防 ダニ 布団カ バ ーを」家族全員 に

使用 して い ただ き，1年間 の 経過 観察を試 み た ．カ

バ ーを使用す る 直前 の 寝 具 の Der　1 量 は 両群 で 差

は な か っ た が ，表 3 に 示 す よ う に ， 開始 1年後 の

Der　1量 は 防ダ ニ カ バ ー使用群の ほ うが 有意に 低値

で あ っ た ，一方，1年後 に ダ ニ に 対す る感作が 成立

した 割合，1年間の観察期間中に喘鳴が 聴取さ れた

もの の 割合は ，
い ずれ も防ダ ニ カ バ ー使用群 の ほ う

が有意 に低か っ た，こ の よ うに 本邦 で 行 っ た我 々 の

検討で は ， ダニ 対策を行 う こ と に よ っ て ， 喘息発症

予防効 果 が 示唆 さ れ た ．

2 ．昆虫ア レルゲ ン

2 − 1．ゴ キブ リと気管支喘息

　 ダ ニ だ け で は な く昆虫 も家屋を汚染 し室 内塵 （ハ

ウ ス ダ ス ト）の 要素 とな るが，家屋 内 に 生息 す る 昆

虫 の 種類 と出現量 は気候や 住宅周辺環境 など の 違 い

に よ り国や 地域 ・住宅 形態 に よ っ て 大き く異な る．

し た が っ て ，室内環境で 見られ る個 々 の 昆虫 と気管

支喘息 や ア レ ル ギ ー性鼻炎な ど の ア レ ル ギー疾患 と

の 関係は複雑 で あ り， 従来の 研究 で 十分 に明 ら か に

な っ て い る と は言 え な い． しか しな が ら，唯一 ゴ キ

ブ リに 関 して は ア レ ル ギ ー疾患 の 原因 と し て こ れ ま

で
．
十分 に 研 究 され て い る．

　 ゴ キ ブ リ ア レ ル ギ
ー

は Bernton らに よ り初め て

報告 され て 以来 ， 吸 入性ア レ ル ゲ ン と して 注 目さ れ

る よ う に な り，海外で は ア レ ル ギ ー患者 の ゴ キ ブ リ

感 作 率 は 40〜50％ 以 上 で あ る と い う報 告 が あ

る
2）・9），18）． ま た ，米国 で は ，特 に 貧困 層 の 住 宅密集

地域 に お い て ゴ キ ブ リ ア レ ル ゲ ン が 多 く検出さ れ，

同時に ゴ キ ブ リア レ ル ギ ー患者が 多 い こ と が報告 さ

れ て い る
’T）
．図 3 に 示す 通 り，社会経済的な富裕層

で は ゴ キ ブ リァ レ ル ギ ー
の 頻 度 は0％ で あ る の に対

して ，都市部 の 貧 困層 で の ゴ キ ブ リ ア レ ル ギ ーの 割

合 は 77％ と顕著に高 くな っ て い る．

　 また，ゴ キ ブ リ ア レ ル ギ ーは喘息の重要な増悪因

子，喘息発症 因子 として も知 られて い る．Grnchalla

ら
4）
は， ゴ キ ブ リア レ ル ギ ーが あ る喘息患者 の ほ う

が ゴ キ ブ リ ァ レ ル ギ ーが な い 患者 に 比 べ て 喘息 に よ

る 発作入院が 多 い こ と を 報告 し，Litonjua ら
s）
は，

ボ ス ト ン の 5歳以下 の 小児 の 2年間 の 観察 に よ り， 家

屋内の ゴ キ ブ リア レ ル ゲ ン 量が 多 く検出され る家屋

の 子供 の ほ うが ， 全 く検出さ れ な い 家屋 の 子供 に比

べ て 26倍喘息 を新た に発症 し や す い こ と を明 らか に

して い る，こ の よ うに国際的に見 る と ゴ キ ブ リは，

気管支喘息 の 発症，増悪 に 関与す る こ と が 証 明 され

て お り，最 も重要な 昆虫 ア レ ル ゲ ン と して 認識 され

表 3 高密度織物製防ダニ 布団 力 バ ーの 使用 によ る感 作，発症 の 阻止
13 ）

A 群 （対照）

　 N ＝30
B群 （防 ダニ 布団 カ バ ー群）

　 　 　 　 〈崖 27

寝具 中 Der　1量 の 幾何平均値 3．0 μ9／gdust 0．77 μg／gdust ρく 0．01

Df −RAST が 陽性化 した割合 18／30 （60％） 7／27 （26％） p く0．02
1年 間に 喘鳴が聴取 され た割合 11／30 （37％〉 3／27 （11％） p ＜0．05
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ゴキ ブリアレルゲン が検 出される家屋の 割合 ゴキブリアレルギー患者の 割合
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図 3　米国 バ ル チ モ ア の 小児 喘息患者家屋に お けるゴ キブ リア レ ル ゲ ン汚染状況

　　 的状況 と の 関係 （文献 17を引 用改変）

社会経済

て い る．

　 しか し，本邦で は 少 し様相 が異 な っ て い る．まず，

本邦に お い て は ゴ キ ブ リ ア レ ル ゲ ン は 室 内塵 中か ら

ほ と ん ど検出さ れ な い ．気管支喘息患 者65例 の 寝 具

中 の 各 種 ア レ ル ゲ ン 量 を調 査 した と こ ろ ， ダ ニ

（Der　1）， ネ コ （Fel　d　1），イ ヌ （Can　f　1）の ア レ ル

ゲ ン は検出 され た が， ゴ キ ブ リア レ ル ゲ ン の Bla　g　2

は 全 く検出され な か っ た
28｝

（図 4）．ま た，本邦 の 成

人喘息 患者 に おけ る ゴ キ ブ リ感作率 は，ほ か の ア レ

ル ゲ ン に 比 べ て 極め て 低 い こ とも報告され て い る
2T）
．

した が っ て
， 本邦 に お い て は ゴ キ ブ IJ の 室 内環境 ア

レ ル ゲ ン と して の 重要性 は，米国 な ど に比 べ ると高

くな い と考え られ る．
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2 − 2 ．本邦における昆 虫ア レルギー＜養蚕喘息とガ

　 ア レル ギ
ー

〉

　国際的 な潮流 と異 な り，本邦 に お い て は歴史的 に

は ゴ キ ブ リ で は な く，ガ ア レ ル ギ ーの ほ うが重要視

され て きた．本邦は古 くか ら養蚕が盛 ん な国で あ っ

た た め に ，養蚕業 の 従事者 に 発症す る職業性喘息，

養蚕喘息が知 られ て い た ． カ イ コ （Bombyx 　mori ）

に マ ユ を作 らせ る と き に 用 い た 補助装置 で あ る
1’
ま

ぶ し
”
を 清掃す る際 や

「’
ま ぶ L 「

か ら マ ユ を採取す る

作業 の 際に 養蚕業者 に 発症 する 喘息 を，
”
まぶ し喘

息
TT

と して 1953年 に 七条 ら に よ り報告 さ れ て い る
22）．

後 の 研究 で ，カ イ コ の 排泄物の 成分が ，ま ぶ し に付

着 し
，

そ の 乾燥 し た 浮遊粒子 を 吸入 す る こ と に よ っ

て ア レ ル ギ ー症状を 起 こ して い る こ と が 判明 し た ．

さ らに ， ま ぶ し関連作業時以外に も， 成虫 の カ イ コ

ガ を交配 さ せ る 作業を行 うと き に ，喘息症状を きた

す症例が報告 され ，

t’
まぶ し喘息

”

と合わせ ， 養蚕 関

連喘息 と呼ばれ て き た
24）・25）．

　一方，養蚕を営ん で い な くて も，本邦で は ガ に 対

す る ア レ ル ギ ー
は
一

般 的 で あ る．木野 らは，養蚕業

者 で な くて も成人喘息患者 に お い て カ イ コ ガ の 感作

率は50〜60％程度 と高 く，さ らに カ イ コ ガ の ア レ ル

ゲ ン 吸 入試 験 で 喘 息発 作 が誘 発 され る こ と を 示 し

た
6）．さ らに ，カ イ コ ガ の 翅 はそ の 他 の 鱗翅 目で あ

る
一

般的 な チ ョ ウ や ガ の 翅 の ア レ ル ゲ ン と 高 い 交叉

反応性 を もっ こ と も示 し，カ イ コ ガ の ア レ ル ゲ ン が

そ の 他 の 鱗翅 目の ア レ ル ゲ ン の 代用 と し て の 意義が

あ る こ とを明 らか に した．ま た ， 当院 の 外来患者 の
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図 5 相模 原病院の ア レ ルギ ー外来患 者の 感作 ア レ

　　ル ゲ ン 陽性 率 （皮 内テ ス ト）

1999 −2006 に 行われた．対象 患 者の 大半 は気管支喘息 患 者

皮膚 ア レ ル ギ ー検査（皮内テ ス ト）の 結果 （図 5）か ら，

約 20％ の 患者 が カ イ コ ガ で 陽性 反応 を示 して お り，

ゴ キ ブ リが約 8％ で あ る こ と に 比 べ て も カ イ コ ガ 感

作 の 頻度 は か な り高 い こ と が 解 っ て い る． こ れ らの

結 果 は，我々 の 生活環 境 に存在す る チ ョ ウ や ガ など

の 鱗翅 目の ア レ ル ゲ ン へ 日常 的 な暴露が ，

一
部 の 喘

息 患者 の 発症原因や 増悪因子 に な っ て い る可能性を

示唆 して い る．

2 − 3．本邦における室内環境中の 昆虫

　以上 の よ う に ，鱗翅 目昆虫 と ア レ ル ギ ー疾患 と の

関係 が こ れ ま で の 本邦 の 研究か ら示唆され て い るが，

そ の 他 の 昆虫 と ア レ ル ギ ー
疾患 との 関係 に つ い て は

ユ ス リ カ （Chironomidae）に 関 す る 研 究が あ る の

み
5）・7）

で ， 不明な点が 多 い ． さ ら に ， 鱗翅 目の 多 く

や ユ ス リ カ類 の 多 くは 主 に 屋外で 発生 す る た め ， 季

節的に 屋外で 大発生す る こ と は 分か っ て い る が， ハ

ウ ス ダ ス ト ア レ ル ゲ ン と して ど うい う意義を も っ て

い る か は明 らか に な っ て い な い ，

　 そ もそ も，本邦 に お い て ハ ウ ス ダ ス ト の 中 に は ど

の よ うな昆虫が多 い の か．1993年，橋本 ・田中 ら
2s）

は，全 国 の
一

般家屋 の 室 内塵 を採取 し，塵 中の 昆 虫

類 を分離 同定 した ．ユ ス リ カ
，

ハ エ な ど の 双翅 目，

ト コ ジ ラ ミ，ア ブ ラ ム シ など の 半翅 目，甲虫 目， ハ

チ な どの 膜翅目，ガ，チ ョ ウ な ど の鱗翅 目な ど様 々

な 昆虫が ハ ウ ス ダス ト中よ り分離さ れ た が，特 に チ ャ

タ テ ム シ 目が 90％以上 とか な りの 高頻度で 見っ か っ

た こ と が 興 味深 い （表 4）． 1件あ た りの 個体数 の 平

均値 も約 90個 体 ／g と多 く，分 離 され た総 虫体 数 の

約半数を チ ャ タ テ ム シ 目が 占め た．一
方 ， 国際的に

最 も重要 な昆虫 ア レ ル ゲ ン で あ る ゴ キ ブ リ は ほとん

ど検出され なか っ た． したが っ て ， こ の よ う に 室内

塵 中に最 も多 く存在す る チ ャ タ テ ム シ 類 は本邦に お

い て は ，
ゴ キ ブ リや そ の 他の 昆虫よ りも重要な 室内

昆虫 ア レ ル ゲ ン で あ る 可能性が あ る と考え られ る．

表4　室 内塵中に検出さ れ る昆 虫 （文 献26 よ り引用 改変）

目
検出個体数

　 　※
構成比

1軒 の 平均値

　 （／19 ）
検出頻度

チ ャ タ テ ム シ 目 1544個体 50．6％ 91．4個体 92．0％
双翅 目 （ユ ス リ カ， ハ エ な ど ） 348 11．4 22．6 67．8
半翅 目 （トコ ジ ラ ミ，ア ブ ラ ム シ な ど） 308 10．1 18．5 55．2
甲虫 目 113 3．7 7．2 46．0
膜翅 目 （ハ チ な ど） 85 2．8 5．3 32．2
鱗翅 目 （ガ ， チ ョ ウ など） 33 1．1 2．0 20．7
ア ザ ミ ウ マ 目 28 0，9 2．0 19．5
ト ビ ム シ 目 19 0，6 1．3 18．4
シ ラ ミ目 8 0．3 0．5 3．4
ノ ミ目 2 0．1 0．1 2．3
真正 ク モ 目 13 0．4 0．8 13．8
カ ニ ム シ 目 1 0．0 0．1 L1
不明 547 17．9 32．4 74．7

合計 3049 100 184．1 96．6

1992〜1993に 調査 ， ※87試 料 の 合計値（16．86g）
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2 − 4 ．ア レ ル ギ
ー

疾患 の 原 因 として の チ ャ タテ ム シ

　チ ャ タ テ ム シ H の 昆虫 の 中で 室内環境 で 検出さ れ

る代表的な もの は コ ナ チ ャ タ テ科 （Liposcelididae）

の ヒ ラ タ チ ャ タ テ （Liposcelis　bostrichophilα）で あ

る （図6）．体長 1〜1．3mm で 乾燥食品や 衣類 な ど も

昆虫異物 と して よ く見つ か る．古い 本か ら も見 っ か

る こ とが多 い た め，本 シ ラ ミ（bookliee）とも称さ れ

て い る
L’3〕
． こ の 昆虫 は多湿 を 好み ，カ ビ を 食 べ て 生

活 して い る た め，住居環 境 の 高気密化 に 関連 し て ，

今後 さ らに 増加 し て くる可 能性が危惧さ れ て い る．

尾上 ら
11〕

は，小児喘息患者 51名 に 対 し て ，昆虫 ア レ

ル ゲ ン に 対す る感作状況 を調査 した ，チ ャ タ テ ム シ

CAP −RAST ’ ＊

陽 性率 は 23．5％ で あ り， セ ス ジ ユ ス

リカ 23．5％，カ イ コ ガ 39．2％ ，ク ロ ゴ キ ブ リ15．7％，

チ ャ
バ ネ ゴ キ ブ リ15．7％ と比較 し て も，昆 虫 ア レ ル

ゲ
’
ン の 中で もか な り感作頻度が 高い こ と を明 ら か に

した，さ らに ， 感 作され た患 児 に お い て は ，
ヒ ラ タ

チ ャ タ テ に よ る抗原吸入誘発試 験を行 う こ と に よ り

喘息発作 も誘発 さ れ る こ とを報告 した．こ れ らの 結

果は ，小児喘息患者 の 一部 に お い て チ ャ タ テ ム シ ア

レ ル ギーが 気管支喘息の 発症，増悪因子 に な っ て い

る可能性を示唆 して い る．

　ま た，本邦か ら の み な ら ず，イ ン ドか らも こ の 昆

虫 の ア レ ル ギ ーに 関する 報告が あ る．Patilら L”〕
は ，

ボ ン ベ イ 在住 の 気道 ア レ ル ギ ー患者宅 の 室 内塵 の 25

％ で 生 きて い る チ ャ タ テ ム シ を認 め
， 20％ に チ ャ タ

テ ム シ 感作を認 め た と報告 した．

　最近 に な っ て 著者 らは ， 日本人の 成人喘息患者 に

お け る こ の昆虫に対す る感作率を検討 し た．感作率

は 既報 と ほ ぼ 同様 で ，成人 ア レ ル ギ ー性喘息患者の

22％ に 感作を 認 め た ．さ ら に ，著者 ら は， ヒ ラ タ チ ャ

タ テ の 抗原性 と他 の 昆虫 ア レ ル ゲ ン の 交差抗原性 を
．
詳細 に 検討 した結果， ヒ ラ タ チ ャ タ テ は，そ の 他 の

昆虫 ア レ ル ゲ ン と高 い 交差反応性を 示す と同時 に ，

間違い な く独 自の抗原性 も有 して い る こ と を明 らか

に し，そ の 独 自の 抗原性 に 寄与す る タ ン パ ク質を同

定 し て Lip　b　1 と命名 し た
呂’
．す な わ ち ， こ れ ら の

結果 は，一部 の 気管支喘息患者 は ヒ ラ タ チ ャ タ テ ア

レ ル ゲ ン を 吸入 し，独 自に そ の 昆虫 に 対 して 感作 を

認 め て い る こ と を 示す も の で あ る．

　 こ の 室内性微小昆虫は ，世界中 の あ らゆ る環境 の

家屋 に 生息 す る こ とが分か っ て お り ， 特に 高温 多湿

な気候 に属す る 地域で あれ ば，本邦や イ ソ ド以外で

も ， 室 内環境 に相当量生 息 して い る可能性が極め て

高 く，国際的に も重要な ア レ ル ゲ ン で あ る可 能性 も

高い と考え て い る．

〈
＊ ＊CAP −RAST ： 特異的 IgE 抗体を測定す る方法

　 の 1っ ． CAP は capsulated 　hydrophilic　carrier

　polymer の 略 ．　 RAST は radioallergosorbent

　test の 略．〉

図 6 ヒ ラ タ チ ャ タ テ Liposcelis　bostrichoρhila

　　（英名 ， booklouse，　 banded　 psocid） （写 真 は

　　川上 裕司先生 の ご厚意 による）

2 − 5 。米国 に お け る新た な 室内環境ア レル ゲ ン

　近年，米国 で テ ン ト ウ ム シ 科（Coccinellidae）の ナ

ミテ ン トウ （Harmonia 　axyridis ）に対す る ア レ ル ギ ー

が 注 目さ れ て い る
1°）
，ア ブ ラ ム シ を 食べ る テ ン ト ウ

ム シ は害虫駆 除 の 目的 で ，20世紀初 め か らア ジ ア か

ら欧米 に持ち込 まれ た．そ の 後，そ の 環境 で 異常繁

殖 した テ ン ト ウ ム シ が，越冬 の た め に家屋 内に 侵入

し， 冬 の ア レ ル ギ ー症 状 の 原 因 と な っ て い る．図

7に示 す よ う に，患 者の 家屋で は，冬季に無数の ナ

ミ テ ン ト ウ に よ り汚染さ れ ， そ の 排泄物が 乾燥 し て

空 気中を浮遊 し，吸 入性抗原 に な っ て い る と考え ら

れ て い る． こ の よ う な 現象 は米国 の み な らず欧州 の

一
部で も起 こ っ て お り，今後 も米国以外 の 地域で も

テ ン ト ウ ム シ ア レ ル ギ ー患者 の増加 の可能性が示唆

さ れ る．

　　　　　　　　　お わ り に

　環境 ア レ ル ゲ ン と し て の ダ ニ ，昆虫 と，ア レ ル ギー

疾患 との 関わ り に つ い て 解説 した．室 内環境 の 高 気

N 工工
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　　図7　米国バ ージ ニ ア州で 越冬 の た め家屋 内に 侵 入 して きたナ ミテ ン トウム シ

（写真は中澤卓也先生 （国立病院機構相模原 病院臨床研 究セ ン ター）の ご厚意 に よ る）

密化 に よ っ て 、 ダ ニ の み な らずチ ャ タ テ ム シ な ど の

昆虫 も室内環境 で 増加す る と考え られ る．室 内環境

を特に 好 ん で増殖す るそ の 他 の 昆虫 も今後問題に な っ

て くる か もし れ な い ．ま た ，米国で の テ ン トウ ム シ

ア レ ル ギ ー
の 例 を考え る と，今後 も気象や生活環境

の 変化 に 関連 して こ れ ま で 予期 し な か っ た 昆虫 の 異

常発生，そ れ に よ る ア レ ル ギ ー疾患発症な ど が 問題

に な る か も し れ な い ．環境 の 微生 物 の 生態 の 変化 に

伴 っ て ， 常に 動的 に ヒ トの ア レ ル ギ ー疾患 と の 関係

も変化す る．今後 も著者 らは こ の よ うな変 化 に柔軟

に対応 し な が ら研究 を さ ら に深 め て い く必 要が あ る

と考え て い る．
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