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はじめ に

近年， エ イ ズ， ラ イ ム 病， ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム

症 な どの新興感染症 と と も に， 一時忘れ ら れて い た

マ ラ リ ア， 日 本脳炎， デ ン グ熱 な どの再興感染症 に

関 す る 報道が頻繁 に み ら れ る よ う に な っ た。 環境変

化， 地球温暖化 国際交流 の活発化， 薬剤耐性獲得

な ど に よ っ て， 社会的 に も 感染症 は今後 ま す ま す 大

き く ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ て い く に違い な い。 そ こ で，

か つ て 日 本で流行 し， 多大の被害 を も た ら し た感染

症 の内， マ ラ リ ア， 日 本脳炎が近年 なぜ減少 し た か

を把握解明す る と と も に， 現状 を 知 る こ と に よ っ て，

将 来 に 向 け て流行予測 と その備 え の必要 に つ い て述
べ て み た い。

マ ラ リ ア お よ び 日 本脳炎は， 戦後 し ば ら く ま で は

日 本で猛威 をふ る っ て い たれ農業形態の近代化が

副次的 に媒介蚊 の激減 を導 き ， そ れが主因 と な っ て

流行低下 を も た ら し た も の と 考 え ら れ る 。 媒介蚊 の

発生動向や疾患流行 の経緯 は以下 の通 り で あ る 。

マラリア・ 日本脳炎の流行低下について

マ ラ リ ア は特有の熱発作 貧血， 牌 腫 を 主徴 と す

る 原 虫感染症 で あ る 。 現在 熱帯， 亜熱帯地域 に 広

く 蔓延 し， 年間約 3億人が感染， 5 歳以下の幼児100
万 人 を含 む 150～300万人が死亡 し て い る I ） 。 我が国

に も三 日 熱マ ラ リ ア は古代か ら 重要な疾患 と し て土

着 し て い た。 平安中期， 光源氏 が擢 っ た 「 わ ら は や
み」 は， 源氏物語の記述か ら 三 日 熱マ ラ リ ア の 再 発

と み ら れて い る 。 ま た， 平家物語 に は， 「 お こ り 」

に擢 っ た平清盛 の体 を 比叡山 の霊水で冷 や し た ら た

ち ま ち 熱湯 に な っ た と 記 さ れて い る 。 日 本の 中 世 は

現代 よ り も 温暖で， 湿原や草む ら も 多 く 存在 し， 媒

介蚊 も 多発 し て い た に違い な いz ） 。 衛生環境や栄養

状態が悪 く ， 発病 し て も 治療 は まじ な い に頼 る程度

で あ っ た の で， マ ラ リ ア は症状 も 激 し く ， 死亡例 も

少 な く な か っ た。 近世 に な る と ， 日 本列 島 は古代 よ

り も 寒 冷 と な り ， マ ラ リ ア原虫 や媒介蚊 の発育が抑

制 さ れ た と 思 わ れ る 。 衛生環境 や栄養状態がやや 向

上 し， 漢方 に よ る 治療 も あ る 程度効 を奏 し て， 死亡

例 は少な く な っ た。

明治 に な る と ， 西洋医学の導 入 に よ っ て 病名 も

「マ ラ リ ア」 と な っ た。 富国強兵 を 進 め る 明 治政府

に と っ て， マ ラ リ ア は良質の労働力， 兵力 を 確保す

る 上での障害 と い っ た観点か ら 注 目 さ れた。 北海道

の 開拓警備 に配属 さ れ た屯 田兵がマ ラ リ ア で多数倒

れ た た め， 軍医学校教官の都築甚之助が現地 に派遣

さ 札 媒介蚊 に よ る 感染実験 ま で行っ て い る 3）。 ま

た， 1895年， 領有 し た台湾での反乱鎮圧の た め に 5

万 の兵士 が現地に送 ら れた杭その半数がマ ラ リ ア

に擢患 し， 師団長の北白川宮を はじ め5000人 が客死
し た。 1900年代 に な る と キ ニ ー ネ に よ る徹底治療が

行 わ れ る よ う に な り ， こ れ に よ っ て例 え ば1903 年 に

は， マ ラ リ ア患者 は20万人 あ っ た に も か か わ ら ず，
死亡数 は1134 人 に と ど ま っ た。 太平洋戦争 時 に は，

土着マ ラ リ ア の患者数 は全国で年 間 2 万 人前後で，

富山， 石川， 福井県 な ど北陸 に も 蔓延 し て い た 。 し

かし 戦後， 患者 は次第 に減少 し， こ の土着 マ ラ リ

ア は彦根市の1959年の 1 例 を 最 後 に根絶 さ れ た＜ ） 。

その一方で， 南方か ら の復員者584万人の う ち 100万
人が外地でマ ラ リ ア に擢患 し， その半数がマ ラ リ ア

原虫 を持ち 帰 っ た と 推測 さ れて い る 。 1921年 に は届

出患者数だけで も 28210人 あ り ， 日 本 国 内 で 二次感
染 し た患者 も 13000人に達 し た が， そ の 後 こ の戦後

マ ラ リ ア の患者数 も 急速に減少 し て い っ た ω 。 1965
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年 に は全国で 6 人 に ま で減少 し， 我が国 で は も は や

マ ラ リ ア は過去 の病気 熱帯の病気 と し て捉え ら れ

る ま で に な っ た。 し か し， 最近 に な っ て 年 間120人

前後の輸入マ ラ リ ア患者の発生がみ ら れ る よ う に な

り ， 死亡例 も 出 て い る 。

マ ラ リ ア は治痩薬 があ る の に対 し て， 日 本脳炎 は

治療薬 が未 だ な く ， 不顕性感染が大半 で は あ る が，

ひ と た び発症 す る と 高熱， 髄膜刺激症状な どを呈す，

平均致死率35% の ウ イ ルス感染症 で あ る 。 東南 ア ジ

ア， イ ン ド亜大陸に広 く 存在 し， 比較的古 く か ら 我

が国 に も 存在 し て い た よ う で， 江戸時代 に も ヒ ト と

馬 が晩夏 に熱性疾患で多数死亡 し た と い う 文献 な ど

が残 さ れ て い る 。 し か し， 日 本脳炎 と み ら れ る 文献
が散見 さ れ る の は明治以降 に な っ て か ら で， 1873年

京摂地方で流行 し た 「項髄炎J ' 1903年 8 月 東京吉

原 で流行 し た「吉原 かぜ」 や， 1912年岡 山 で流行 し

た 「仮性脳脊髄炎」 は み な 今 日 の 日 本脳炎 と思わ九
1924年夏， 香川， 富山 な どで6000人以上の患者 を 出

し て大流行 し た の を 契機 に研究が進む こ と に な っ

た 6 ） 。 以来数次の大流行があ り ， 1967年 ま で は 年 間

1000人以上の患者発生が報告 さ 札 韓 国， 台湾 と と
も に激 し い 流行地 と さ れ て い た。 1968年以降 は 年 々

患者数が減少 し， 一時 はー桁台 に ま で な っ た。 と こ

ろ が， こ の頃 を機 に それ ま で大 き な流行の見 ら れ な

か っ た 中 国， ベ ト ナ ム， タ イ ， イ ン ド， ネ パ ー ル，

スり ラ ン カ な どで， 年間総数 1 万人 を 超 え る大流行

を 起 こ す よ う に な っ て い る 7 ） 。 そ れ か ら 10年 を 経 た

1978年 に は 日 本で も 再 び75ん そ の後 も 年 間20～60

人の患者発生 を み て お り ， 1997年 に は富山で も 真性

患者が出 た。

稲作形態の近代化が蚊数に及ぼした役割

マ ラ リ ア や 日 本脳炎の変遷 は， 媒介蚊の動向 に顕

著 に 関係す る 。 そ こ で媒介蚊の増減の原因 を正 し く

把握す る 必要が あ る 。 日 本 に お け る 土着マ ラ リ ア の
主要媒介蚊 はシ ナ ハ マ ダ ラ ア'J Anopheles sinensis, 

日 本脳炎主要媒介蚊 は コ ガ タ イ エブ'JCulex tritaeni
orhynchusで あ る 。 両種共 に， 水 田， 湿地 を 好適発
生源 と す る8） 。 産卵 さ れ て か ら， 卵が幼 虫3 踊 を 経
て 成虫 に な る ま での約10 日 間 は十分な停滞水が必要
で あ る。 し か し， かつ て 至 る 所 に半恒久的 に停滞水
の あ っ た湿地 は， 近年の土地 開発 に よ っ て ど ん ど ん
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失わ札 自 然水域か ら の両種の発生 は押 さ え ら れ る

よ う に な っ た。 ま た， 1960年代 ま で は 開 田 が積極的

に進め ら れ る 一方であ っ た水田が， 1970年代 に な る

と 宅地化や減反政策に よ っ て， 畑地化や人為壊廃が
進み， 水田面積が減少 し て い っ た。 さ ら に， 多 く の

水 田 は， ほ場整備事業 に よ っ て 湿 田 か ら 乾田へ と 変

え ら れて い っ た。 こ れ ら に よ り ， 蚊の発生は激減 し

た。 その状況 は次の通 り で あ る 。

図 1 の ご と く ， 1950年頃 ま での水 田 は， 区 画 が小

さ く ， 田植 か ら 水稲 の分けつ ま で は一様に水 を 探i留

め す る のが通例で， こ れ に よ っ て， 山 田 信一郎 が

19日年 7 月 10 日 富山県滑川採集 日 記 に 「室 内 に コ ガ

タ イ エ カ， シ ナ ハマ ダ ラ カ頗 る 多 し」 と書 き 残 し て

い る よ う に， 全国有数の稲作地帯で あ る 富山県で は

両種がか な り 多発 し て い た こ と が伺 い知れ るω。

日 本の伝統的 な稲作 は， 田植 え か ら稲刈 り ま で長

期間水が貯え ら 札 温度調節， 肥料養分の供給， 雑

草や病害虫の成育問 止 な どに役立 っ て い た。 と こ ろ

が近年， い た ず ら に水 を湛 え る の は稲 に悪影響 を も

た ら す こ と が明 ら か に な り ， 増収 の た め に も ， 農機

具使用 の た め に も ， 水 を浅溜め に し， 水田 を大区画

に統合 し て潅概 す るほ場整備事業が促進 さ れて い っ
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図 l 富山県 に お け る稲作形態 と 媒介蚊季節消長の

推移(1950年を上細紘1975年を下太線で示

す）



マ ラ リ ア と 日 本脳炎は なぜ減 っ た か ？

た。 こ れ に よ っ て， 中干 し， 間断潅瓶掛 け 流 し と

い っ た で き るだ け停滞水 を な く す水管理が丁寧 に行

わ れ る よ う に な っ た。 こ う し た 中， 蚊 は発生生育

共 に押 さ え ら れ， こ と に蚊 の発生や病原体の繁殖 に

も っ と も 好適条件 と な る夏 の高温期 は， 水 田 が酸素

不足 と な り ， 稲 の根腐れが起 こ り や す い こ と か ら ，

そ の 防止の た め に， 掛 け流 し ゃ間断潅瓶 が熱心 に行

わ 札 媒介蚊 や疾病の発生 ピークが抑制 さ れて い っ
た 1 0 ） 。 ま た， 農道整備 で畦道 が減少 し， 除草剤散

布 や草刈 り に よ っ て， 媒介蚊 の休息場所 と な る 雑草

の繁茂 も 少 な く な っ た。 こ れ ら に よ っ て， 幼 虫 の 流

失 さ れやす い， 茂 み を 成虫の行動場所 と す る マ ラ リ

ア媒介の シ ナハ マ ダ ラ カ は， と く に打撃 を 受 け る こ

と に な っ た 1 1 ） 。

こ の よ う に， 湛水期が最小限に押 さ え ら れ る よ う

に な っ た稲作 で は あ るカ 1 し か し 田植後 と 出穂 期 の

2 回 は， 稲 に と っ て10 日 間 以 上 の湛水 が不可 欠 で，

こ れが蚊生育の チ ャ ン ス と な る 。 と こ ろ が， 近年，

稲 増収 の た め台風期前 に刈 り 取 り を 終 え ら れ る 早期

栽培が奨励 さ れ る よ う に な っ た 。 麦 の裏作 減少や，

保護苗代の普及， 品種改良 さ れた早生種の出現普 及

が こ れ を可 能 に し たカ 1 こ れ に よ っ て 田植 えが 5 月

の低温期 に早め ら れ， 蚊 の発生 を 大幅 に抑制す る こ

と が出来 る よ う に な っ た。 苗 につ く ニ カ メ イ チ ュ ウ

駆除の た め の殺 虫剤散布や雑草防止の た め の除草剤

散布が こ の時期 の蚊幼 虫 を撲滅 さ せ る の に も 役立つ

て い る 。 蚊の発生 を シ ー ズ ン 始め に押 さ え る 効果 は

大 き い。 ま た， 出穂 前の 2 回 目 の湛水期 は高温で，

蚊 は発生の ピーク を 迎 え る ばか り か， マ ラ リ ア原 虫

や 日 本脳炎 ウ イ ルス に よ っ て有毒化 し て い く 時期 に

も あ た る 。 そ の 8 月 上旬 に ウ ン カ ， ヨ コ バ イ 駆除の

た め に行 わ れ る 農薬散布， と く に 1959年か ら 1994年

に か け て富山県 な どの水 田 に行 わ れ た 空 中散布 は，

蚊 の 一斉駆除， ひ い て は疾病の流行低下 に大い に 貢

献す る こ と に な っ た。 こ の後， 積極的 な掛 け流 し ゃ

間断潅翫 が た び た び な さ れ る た め， 両種の蚊 は も は

や大発生の チ ャ ン ス を 見 ぬ ま ま ， 8 月 下旬 の落水期

を 迎 え， 蚊幼 虫 は発生 も 生存 も 不可能 と な る 。 9 月

上旬 に は早 く も 稲 が刈 り 取 ら れ て， 蚊成虫の休息 場

所 も 失 っ て し ま う 。

水 田 の水管理 と 早期栽培， そ れ に 合 わせ た農薬散

布 の タ イ ミ ン グが， こ う し て副次的 に媒介蚊数 を 著

し く 低下 さ せ， それがマ ラ リ ア や 日 本脳炎の流行低
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下へ と 効果的 に繋 が っ て い っ た も の と 思 わ れ る 1 2 ） 。

有畜農家の消失が蚊の病原体伝播阻止に果たし

た役割

媒介蚊 の数が減少 し て い っ た こ と と 同 時 に， 蚊 に

よ る 病原体の伝播が阻止 さ れて い っ た こ と も ま た，

マ ラ リ ア， 日 本脳炎の減少に直接結びつ い た。 そ れ

は家畜飼 育状 況の変遷 に よ っ て も た ら さ れ た。
蚊 は吸血 に よ っ て繁殖す る と 共 に， 再吸血 に よ っ

て病原体 を伝播す る 。 シ ナハマ ダ ラ カ ， コ ガ タ イ エ

カ は共 に， 吸血源 と し て牛， 馬， 豚 な どの大動物 を
好むが， マ ラ リ ア の感染 は ヒ ト か ら ヒ ト に限 ら れ る

た め， シ ナハマ ダ ラ カ に と っ て， 牛馬 は 自 身の繁 殖

の た めの吸血源 と し て の み 存在が大 き い日〉。 し か

し， 日 本脳炎は， ヒ ト のほ か， 馬， 豚牛 ， 山羊 な

どの家畜 に も 感染す る た め， こ れ ら の動物 は コ ガ タ

イ エ カ の繁 殖 の た めの吸血源 と な る ばか り か， そ の

体内で 日 脳 ウ イ ルス を 増殖 さ せ る 働 き を も す る 。 こ

の増幅動物 と し て， 肥育豚 が 日 本脳炎流行 に は と く

に重大な役割 を果 たす。 豚 はふ つ う 食用 と し て生 後

6 ～ 8ヶ 月 目 に は屠殺 さ れ る た め， 毎年夏 に は抗体

を持た な い未感染豚 が多 く 存在 し， こ れが有毒蚊 に

刺 さ れて， 豚 自 身発病 は し な い が ウ イ ル ス 血症 と な

る 。 こ れが増幅動物 と な り ， 刺 し た大量の蚊 を 有毒

化 さ せ， ヒ ト に も 感染 を 拡爪 流行 を も た ら す。

戦後 し ば ら く ま で は農家の大半が有畜農家で あ っ

た。 農家そ れぞれの家の 中 に牛 馬 を飼 養 し， 耕作 な

ど に用 い て い た た め， 媒介蚊 は 開放的 な 人家 内 に容

易 に侵入 し， ヒ ト を吸血す る 機会が多 く あ っ た。 と

こ ろ杭1960年代の高度経済成長 は労働力 を 農家 に

ま で求め， 専業農家 を激減 さ せ た。 富山県で も 1950
年 に40383戸 あ っ た専業農家が， 1975年2057戸 に ま

で減少 し 労働時間 も 稲作10 ア ー ル当 た り 1950 年 に

は210時間 だ っ た の杭1975年 に は76時 間 に な っ て

い る 1 4) 。 そ れ に伴 い， 農 業 の 機械化， 省 力 化 が急

速 に進行 し て い っ た。 機械化 に よ っ て農村部か ら 役

畜 が消失 し， 馬 は1900年157万頭， 1950年107万頭飼

養 さ れて い た のカ｛， 19百年 に は 4 万頭 にす ぎな く な っ

た。 牛 は， 1900年129万現1950年245万頭， 1975年

に は364万頭 に， ま た豚 は28万E見60万頭 か ら 768万

頭 に と 大 き く 増加 は し て い る が， こ れ ら は畜産企業

と し て食肉， 搾乳用 に大型産地で多頭飼 育化 さ れ る
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よ う に な っ て い っ た I 5 ） 。 人里離 れ た畜 産団地で は

衛生管理 も よ く ， 蚊 の吸血行動が阻 ま れ る う え， 産

卵 の た め 水 田 に飛来す る の も 容易 で は な く な っ た 。

さ ら に， 人家 も 畜舎 も ， 開放的 な も のか ら， 密 閉 構

造 の 防虫網戸を完備 し た も のへ と 改築 さ れ今 蚊 の 建

物への侵入脱出 を 困難 に し た。 蚊 の活動の盛 ん な夏

期 に， ク ー ラ ー ， 扇風機殺 虫剤， 蚊取締香や捕虫

機 な ど の普 及 で， 蚊 の吸血阻 止， 駆除が一層 進み，

蚊数の減少 と 共 に ウ イ ルス伝播 が さ ら に押 さ え ら れ

た と い え る I 2 ） 。

最近の動向と将来への備え

上述 した ご と く ， 我が国で は土着マ ラ リ ア は次第

に 消 え て い っ た。 特効薬 キ ニ ー ネ に よ る マ ラ リ ア 患

者 の徹底治療が可 能 と な っ た こ と が幸い し ている杭

主因 は媒介 蚊 そ の も のの減少に あ る と 思 わ れ る 。 シ

ナ ハマ ダ ラ カ は表 1 に示す ご と く ， 19邸， 1996 年 に

や や 回復 し た も の の， 最近 は ほ と ん ど捕集で き ぬ ほ

ど に ま で減少 し て い る 。 で は， これで囲 内の マ ラ リ

ア 流行の心配 は な く な っ た と い え る で あ ろ う か。

近年， 多剤耐性の熱帯熱マ ラ リ ア が ア フ リ カ， ア

ジ ア， 南米 な ど に蔓延 し て い る υ 。 人口増加 に よ っ

て森林の水回 開発が進展， 媒介 蚊 も 殺 虫剤抵抗性 を

発達 さ せ， 地球温暖化 な どの環境変化 に よ っ て， 世

界各 地で流行動向が悪化 し て い る 。 こ れ を受 け て 海

外旅行者がマ ラ リ ア を宿 し て帰 国 す る こ と に な り ，

圏 内 で も 近年は毎年120人前 後 の 輸 入 マ ラ リ ア患者

が発生 し て い る 。 時に熱帯熱マ ラ リ ア に よ る 死亡例

がみ ら れ， 二次感染死亡例 も 出 て い る I 6 ） 。 1 994年

4 月 ミ ヤ ン マ ー で感染 し て 5 月 に富山で発病 し た26

歳の青年の よ う に， 多剤耐性熱帯熱マ ラ リ ア で入退

院 を繰 り 返 し た あ げ く ， 一生マ ラ リ ア 原虫 と つ き 合

う こ と に な る の で は な い か と 懸念 さ れ る 例 も あ

る I 7 ) 。 ま た， 水 田 を発生源 と す る シ ナハ マ ダ ラ カ

以上 にマ ラ リ ア 伝播 能が高い と さ れて い る コ ガ タ ハ
マ ダ ラ カ Aη. minimusが沖縄八重 山 諸 島 の小 川 の
淀 み に， オ オ ツ ル ハ マ ダ ラ カ An . lesteri が沖縄 か

ら 北海道 に か け て の海岸近 く の水溜 に， オ オ モ リ ハ
マ ダ ラ カ Aη. omoriiが本州 の京都鞍馬 山 か ら 青森

八 甲 田 山 に か け て の 林内樹澗 に 発生 し て い るI 8 ） 。

外国 に も 水回以外の水域 に発生す る マ ラ リ ア媒介 蚊

が多数知 ら れて い る が， そ れ ら が持 ち 込 ま れて繁 殖
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清

す る危険性 も な い わ け で は な い。 実際， 各 地国際空

港 に はマ ラ リ ア な どの媒介 蚊 が生 き た ま ま 多数侵入

し て き て い る 1 9 ） 。 かつ て の 日 本の よ う な 大流行 は

も はや起 こ ら ず と も ， こ の よ う にマ ラ リ ア原虫や 媒
介 蚊 は絶 えず持ち込 ま礼二次感染の危険に も さ ら

さ れて い る 。 臨床例 の少な く な っ たマ ラ リ ア患者 の

早期診断 と 適格 な 治療 と い う 医療現場での努力 と 共

に， 媒介 蚊 の た ゆ ま ぬ監視態勢の強化が併せて必要
と な る 。

一方， 日 本人が豚 肉 を好んで食す る よ う に な っ た

明治後期 か ら 増加 し はじ め た 日 本脳炎は， 1950年 に

は届出患者が過去最高の5196 人 に も 達 し た。 養豚 が

盛 ん に な っ た こ と と 相関 し て 日 本脳炎 も ま た激増 し
た わ け で あ るカ 1 日 本でのかつ て の こ の現象が1967

年来の東南 ア ジ ア で も 遅れて起 こ っ て い る 。 人 口 増

に よ る 食糧 増 産 に 向 け て森林が積極的 に水 田 開発 さ

表 l シ ナハ マ ダ ラ カ と コ ガ タ イ エ カ の年 間捕集総

数の年次変動

（富山県婦負郡婦 中町上友坂定点豚舎， 野沢

式 ラ イ ト ト ラ ッ プ 1 台終夜連 日 捕集）

年次 シ ナハマ ダ ラ カ コ ガ タ イ エカ

1978 9020 117136 

1979 1391 36013 

1980 828 90915 

1981 238 287070 

1982 168 875056 

19邸 212 635685 

1984 410 155045 

19邸 1972 734917  

19邸 207 291283 

1987 77 54201 1  

19槌 180 310757 

1989 91 219783 

1990 8 320814 

1991 39 43838 

1992 5 94746 
1993 。 27846 
1994 。 175005 
1995 。 106633 
1996 91 226939 
1997 。 193283 



マ ラ リ ア と 日 本脳炎は なぜ減 っ た か ？

れ， 養豚 も ま た盛 ん に な り ， 媒介蚊 の多発が 日 本脳

炎の激増 を 招 い て い る の で あ ろ う 2 0 ） 。 と こ ろ が，

日 本で は同じ 時期， 1968年か ら 逆 に流行が低下 し て

い る 。 こ れれ 日 脳 ワクチ ン の改良ゃ小児への接種
普及， 気候変化 な ど に よ る の で は な く ， 農業形態 の

近代化 に伴 う 媒介蚊 の減少が主因 と の見解 は前述の
通 り で あ る 2 1 ） 。

こ の点 で， 同じ稲作 国， ま た養豚が盛 ん な 国 で あ

り な が ら ， 近代化の進 ん だ 日 本で は 日 本脳炎の流行

が抑制 さ れ， 今後 は偶発的 な患者発生 に と ど ま る で

あ ろ う と 予測 さ れ て い た。 と こ ろカt, 1978年 に は75

人の患者 を 出す こ と に な り ， そ の後 も 年間20～60 人

の患者が発生 し て い る の で あ る 。 マ ラ リ アが媒介蚊

シ ナハ マ ダ ラ カ の激減 に よ っ て ほほ抑制 さ れて い る
の に対 し て， 同じ水 田 か ら 発生す る コ ガ タ イ エ カ が

時 を同じ く し て， 逆 に増加 し はじ め， 1982, 85年 に

は 日 本脳炎流行時 に 匹敵 す る ほ ど に ま で蚊数が急増

し た 2 2 ） 。

そ こ で， こ の原因 を究明すべ く ， 1981, 82両年豆

本学 に 隣接 し た 婦 中町 友坂 の 水 田202 枚 を 対 象 に，

水管理の状況 と蚊幼 虫生息調査 を 行 っ た。 6 ～ 8 月

は蚊 の発生成育が も っ と も 盛 ん な 時期で あ る杭近
年 は入落水 の サ イ クlレ， 農薬散布が効 を な し て蚊数

が抑制 さ れ て き て い た。 と こ ろ杭調査時 は農薬空

中散布後に も かか わ ら ず， 水 田 に こ の蚊 の幼虫， 踊

の み が多数生存 し て い る こ と が確認さ れ た。 殺虫剤

に抵抗性 を つ け て い る の で は な い か と 疑い， 幼虫 の

殺 虫剤感受性試験 を 行 っ て み た と こ ろ， 案の定， 実

に過去の数千， 数万倍 も の強度 で殺 虫剤抵抗性 を 発

達 さ せ て い た 2 3） 。 こ れで は， 農薬散布 は天敵 や競

争相手 だ け を撲滅 し， か え っ て蚊 の繁 殖 を 有利 に し

て し ま う 。 ま た， 水管理 を 手抜 き す る 水 田が実際 に
は何 カ 所 も あ っ て， そ れ ら の水 田 で は コ ガ タ イ エ カ

の発生が顕著で あ っ た。 こ れ ら に よ っ て， 豚 で は 日

本脳炎が リ パ イ パlレ と な り ， 血 中HI抗体保有率 も

上昇 し て， 親豚 に は流産防止 の た め の ワクチ ン接種
を す る ほ ど に ま で な っ た 2 4) 。

日本脳炎 に は未 だ に有効 な 治療薬が な い。 従 っ て，

予防対策が き わめ て重視 さ れ るれ 人為環境 と の 関

係， 副次的 な効果で か ろ う じ て保 た れ て い る蚊発生

抑制のバ ラ ン ス は， さ さ い な変化， ま た， サ イ ク ル

の一角 が崩 れ る こ と で， い つ で も ま た壊 さ れ る 危 険

性があ る 。 今後共， 水 田 の 水管理の徹底， 感受性殺
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虫剤や有効 な 防除法の 開発， 養豚 団地か ら の蚊 の 分

散阻止 な どの努力 を重 ね る と 共 に， 媒介蚊発生状況

を 絶 え ず把握監視 し て い く 態勢が求め ら れ る 。

また流行地の東南 ア ジ ア な ど で は， 自 然条件，
生活習慌 経済力の違いか ら も ， 日 本 と同様の稲作
形態の近代化， 水管理， 機械化 な ど を た だ ち に 適応

さ せ る こ と は難 し い。 こ れ ら の 国々 での媒介蚊の撲

滅， マ ラ リ ア や 日 本脳炎な ど疾病の根本的 な制圧 は

世界的な課題 で あ る 。 し か し， 人口増， 地球温暖化

殺虫剤抵抗性の獲得 な ど に よ っ て む し ろ状況悪化 が

懸念 さ れ る 。 当分は流行 こ そす れ， 制圧は困難 で あ

ろ う し， 国際化に よ っ て地球規模での伝播が早 ま っ

た分だけ， そ の監視 を怠 る こ と は出来 な い。 我が国

で の患者発生 と 流行の可能性 も た えず覚悟 し て お か

ね ば な ら な い。 媒介蚊 の 発生動向， 日 脳HI抗体 の

動向患者発生の状況監視 と 対処の態勢 を 強化す る

と 共 に， 日 本脳炎 ワクチ ン接種 な ど も 軽 んじ な い こ
と で あ る 。 大流行か ら 遠 ざか り ， 病気 その も の に 出

会 っ た こ と の な い若い医師が増 え， 臨床現場での 診

断， 発見 対処の遅れが懸念 さ れ る が， 医師への啓

蒙 も 大切 な こ と で あ る 。

まとめ

日 本 に お け る 近年の マ ラ リ ア お よ び 日 本脳炎の流

行低下 は媒介蚊の減少が主因 で， 農業形態の近代化

が副次的 に も た ら し た結果で あ る と の見解 に つ い て
述べた。 す な わ ち， 乾由化 水管理技術 と 早期栽培，

農薬散布の普 及で， 水田 を媒介蚊 の発生源 と し て 不

適 に し た こ と と 共 に， 農家か ら の役畜消失， 人里離

れ た多頭飼育の畜産団地の出現 密閉構造の人家 や

畜舎 の普及が蚊の吸血行動 を阻止 し， 媒介蚊 の繁殖
病原体の伝播 を 困難に し た こ と杭マ ラ リ ア， 日 本

脳炎の減少 を も た ら す こ と に な っ た。

し か し， 人口増， 食糧増産， 森林伐採 水田開発

養豚振興の続い て い る 東南ア ジ ア地域での， マ ラ リ

ア， 日 本脳炎の蔓延 に対 し て は， 日 本での状況 が た

だ ち に適応 さ れ る こ と は難 し く ， 流行 は当分続 く も

の と 思わ れ る 。 加 え て， 地球温暖化 な どの環境変化

異常気象， 災害， ま た殺虫剤抵抗性の獲得， そ し て，
現状で は予測 のつか な い こ と が今後 も 起 こ っ て く る

で あ ろ う 。 日 本 に お い て現在 は保 た れ て い る媒介蚊

抑制のバラ ン ス の一角が崩れる 危険也 東南 ア ジ ア
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地域での状況悪化 に伴 う 危険性が共 に あ る 。 媒介蚊

と 病原体の動向監視， 患者発生の適格 な把握 と 対処

は必至で， 我が国 で は当面， 流行固か ら の流入監視

を怠 ら な い こ と で あ る 。 併せ て 臨床現場への啓蒙，

さ ら な る 防除， 治療法の開発 な どが強 く 求め ら れる。
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Summary 

The decrease of incidence of malaria and 

Japanese encephalitis in recent ye訂s is mainly 

due to the decrease of the vector mosquitoes 

(Anopheles sinensis and Culex tritαeniorhync

hus), which is a secondary result of moderni

zation of the agricultural style. This moderni
zation that may be seen in ricef ieds with red-



マ ラ リ ア と 日 本脳炎は なぜ減 っ た か ？

uced amount of water, the technology in cont・

rolling the water intermittent management , 

the development of rice varieties for a short 

period of cultivation, and spray of insecticides 

transformed t he ricefields to be inadequate for 

mosquitoes breeding places. Moreover, teams 

of animals disappeared from the farms, large 
scale pigsty has been constructed far from 

human habitation, and the modern construct

ions prevent the entrance of insects in the 

house and pigsty impeding the mosquito feed

ing. These factors led to the drastic reduction 

of vector mosquitoes with consequent decrease 

in incidence of malaria and Japanese encepha-
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lit is. 

Nowadays in Southeast Asia there is a 

program for development of ricefields and pig 

breeding with the purpose of increasing food 

production. This has caused a spread of 

malaria and Japanese encephalitis in that area 

that are also being imported to Japan. The 
global warming, the changes in environment 

and insecticide resistance by the mosquitoes 

increase the risk of epidemic at any time. 

Therefore the development of additional metho

ds for vector control and the strength attitude 

of alert are needed. 


