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昆虫園につ い て
楽

1．「昆虫園」の定義

松田真平

　 「昆虫園」 は 「各種 の 生 き た昆虫を そ の 生息環境

と ともに展示、解説する こ とを主体 と した施設」と

定義 され て い る （駒井，1991）。

　 「昆虫園」と い う言葉は、「動物園」とい う言葉と

対置 させ て考えると、わ か りやす い。例 えば トラ など

の動物を飼っ て公開 して い るの が動物園な らば、「チ

ョ ウ」などの さまざまな昆虫を飼 っ て 生 き た状態で

公開 して い る施設を昆虫園と呼ぶ こ と が で き る 。

屋内 で 昆虫を生 きたまま展示す る場合 、占くか らの

「テ ラ リウ ム式」 （水槽、飼育 ケ
ー

ス などに 入れ る方

式）と 、新 しい 「パ ス ス ル
ー
式」 の ．：つ の 方式 が あ

り、パ ス ス ル ー式 とい うの は、全面ガ ラ ス 張 りの 温

室構造で、100　一　1，000m2以上 の 広 さを持ち、大人の

観客が普通に通り抜け られる ような方式で ある。

　 日本で 、こ の よ うな本格的な昆虫飼育用の 設備を

持つ 昆虫館は、全国昆虫施設連絡協議会に加盟 して

い るもの だけで 31館 （矢島、200D あ り、生体展示

発祥 の 地イギリス で は、50 〜 100 箇所、世界 中で 主

だっ た もの だけでも、500簡所 くらい あるとい われて

い る 。 北半球に多い が、南半球で は、1985年に オー

ス トラ リア ・メ ル ボル ン に造 られたパ ス ス ル ー式の も

の が 最初 とい われる （文献 3）。

　昆虫の 中で も 「チ ョ ウ」は誰 の 目に も美 し く、ト

ロ ピカ ル なム ードただよう温室内をマ ダ ラチ ョ ウ な ど

がゆ るや か に 飛 んで い る ようすなどは、展示効果もす

ばら しい の で 、チ ョ ウに限 っ て パ ス ス ル
ー
式 で 公開し

て い る施設 を特 に 「バ タ フ ラ イガー
デ ン」 と呼 ぶ こ と

が あ る．
J

2．関西の昆虫園

　関西に は 公営の 昆虫館が現在 3箇所あ る が 、1988

年に 東京 の 多摩動物公園 に 1100平方 メ
ー

トル 以上 の

大き さ が ある本格的なパ ス ス ル
ー
式 展示 の 昆虫生態

園が 日本で初め て完成 し、その 成功 が 全国 に波及 し、

関西で も次々 こ の ような生き た チ ョ ウ の展示公 開を

行 う温室 が昆虫館の 中に、つ く ら れ て い くこ と に な

っ た ら しい
。

これか ら、それぞれの 関西の昆虫館に つ い て 、少 し

レ ポートし て み た い 。

　報告 に 先立ち、多くの 資料をご 恵送下さり有益 な

ご教示 を賜 っ た駒井古実氏、昆虫館と博物館の 違 い

に つ い て ご教示 い た だ い た保田淑郎 氏、小学校 の 教

育に つ い て 有益 な ご教示 をい た だ い た 矢野高広氏、

現地 で 館内を御案内 い ただい た橿原市昆虫館の 中谷

康弘氏、関西の 昆虫園の 最近 の 歴 史と傾向につ い て

ご教示 い た だ い た 同館の 日比伸子氏 、宝塚昆虫館 の

歴 史 に つ い て ご 教示 い た だい た 喜多舒彦氏 と著林守

男氏、文献を撮影 させ て い た だい た福貴正三 氏 、昭

和 30年代の文献の年代考証をして くだ さっ た 「ひ か

りの くに株式会社」の 安藤憲志氏、最近の 昆虫館 の

資料 をご提供 い ただ い た久保快哉氏に厚くお礼申し

上げる。

A．箕面公園昆虫館　所在地 ：大阪府箕面市箕面公園

　大阪 で は、戦後 まもな く （昭和 28 年）開館 し た 、

歴 史の感 じ ら れ る大阪府営 の 昆虫館で ある。昆虫 の

採集地と して 、古 くか ら有名な箕面公園内に あり、

もともと、昆虫の 標本を体系的を数多く展示 して い

る博物館的 な施設 で あっ た。収蔵品 に は、平山修次

郎氏 の コ レ ク シ ョ ン の
一

部 も含 まれ て い る。1981年

に リニ
ュ
ー

ア ル さ れ、近年チ ョ ウ の 温室 倣 蝶園〉

も完成し た （写真 1）。

放蝶園がつ くられたの は 1992年で、マ ダ ラチ ョ ウ や

シ ロ チ ョ ウの 仲間や、ギ フ チ ョ ウも飼育 されており、

春の ギフ チ ョ ウ 羽化の シ ーズ ンに は、展示用 の水槽

を使用 した テ ラ リウ ム 方式で 、生 き た ギ フ チ ョ ウが飛

ぶ姿 も見る事が で き （写真 2〕、マ ス コ ミで もよくと

りあげ られ て い る。

B．伊丹市昆虫館　　所在地 ：大阪府伊丹市昆陽池

　伊丹 （い た み ）の昆陽池 （こや い け）公園内に あ

る。チ ョ ウの 温室がつ くられたの は 1990 年で、橿原

市昆虫館の 翌年に あ た るが 、広大 な平面を
一

度 に 見

渡せ る大きな長方形 の 温室であり、面積は 6eOm2で、

関西で 最 も大きい
。

コ ノ ハ チ ョ ウやオオゴ マ ダ ラ、イシ ガケ チ ョ ウ などが

た くさ ん飛ん で い た こ とが 、記憶に ある。 珍 しい コ ノ

楽 Matg．　uda ，S ．：Introduction　of　several 　lnsectaria．
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ハ チ ョ ウの生態撮影に は、なか なかすばら しい セ ッ テ

ィ ン グ で 、沖縄まで 行 か な く と も、こ こ で ト分堪能

で き る わけ で あ る n

広い館内には、大きなハ チの 模型等 が造 られて い て 、

観客向 けの 企画 と し て 優れて お り、子供達に も喜ば

れて い るようだ 。

C ．橿原市昆虫館　所在地 ：奈良県橿原市南山町

　1989年に 開館 し た奈良県橿原市 の 橿原市昆虫館

は 、現存の 関西 の 昆虫館 の 中 で
一

番最初 に大 きなバ

タ フ ラ イガーデ ン を作 っ た館 と して 知 られて い る、

古代 史 の 舞台 の 飛鳥 の 地 、大 の 香具山 の ふ もとの 自

然豊 か な土地 に建て られ、チ ョ ウの 温室 （放蝶温室）

は、約 500m：の広 さで、最大 15m の高 さがある 。

　1 月の あ る晴れた 日 に訪れたと こ ろ、ハ イ ビ ス カス

に ツ マ ベ ニ チ ョ ウ が舞 い 降りる絵 の ような風景 と、滝

の まわ りに カバ タテ ハ やオオ ゴ マ ダラ が群 が っ て い る

様子 が観察 で きて 大変感動 し た。温室に は ハ チ ド リ

も人 れ られ て い るが、こ れ は、チ ョ ウ の温 室 と して 当

館が オ
ープ ン し た 3 年後に 、チ ョ ウ と共存で きる動

物 として、この ハ チ ド リが選ばれた こ とによる。か ん

高 い 声 を出す小さ く敏速 な鳥で あ る が、茂 み の 中 に

「と ま り木」もあり、そ こ で観察するこ とが で きる。

　 ホ ソオチ ョ ウやギ フ チ ョ ウも時期に よっ て は放され

て い るとい う。「Gonta」と い う A4 判の 昆虫館だより

が出て い る。

　2003年 5 月に再度当館を訪れ、学芸員の中谷氏に、

通常 の 入場者 に は 見せ て もら え な い よ うな施設まで 、

丁寧に ご案内 い ただ い た 。 そ の時の 写 真 も含め て 、

こ こ に掲げさせ て い ただく （写真 3 − 8）。

写真 1 ：箕面 公 園昆虫館　　後方の 丸い 建物が パ ス ス ル ー式

　 　 　 の チ ョ ウの温 室

や どりが 　199号 （2003＞

3．黎明期の昆虫園 と、博物館の役割 に つ い て

A．宝塚昆虫館 と豊島園昆虫館

　宝塚昆虫館は 、阪急電鉄が経営す る、宝塚 の フ ァ

ミ リ
ー

ラ ン ド内 に 昭和 9 年開館 し、昭和 42年まで存

続 し て い た昆虫館で 、昆虫の 室外で の テ ラ リ ウ ム 方

式の 生体展示 （ジ ャ コ ウ ア ゲハ 、ク ロ ア ゲハ 、ギ フ

チ ョ ウな どの ア ゲ ハ 類や ル リ タ テハ など）を日本 で 最

初に行 っ た館 と し て 、先駆 的な意味 を持 っ て い る

（写真 9 〜11，文献 2 ，4，6 − 8）n

　屋外に大型 の 水槽を据え付 け、そ こ に食草などを

入れた、チ ョ ウの 生態 の展示が始ま っ たの は、昭和

29年 （1954年） の 10 月頃の こ と で （文 献 2
，
3）、当

時 当館 の 学芸員 で あ っ た福貴 （ふ くき）正 三 氏 の 功

績が 非常に大きい と い われる 。 なお、日本にお い て

最 も早 く本格的 な室 内 の テ ラ リ ウ ム 方式の 生体展示

施設を建設 し た東京 の 豊島園 （と し ま えん ）昆虫館

（倉1拉 ：者は矢島 稔氏）の 開館が 昭和 31 年 （1956年）

な の で 、規模と、室 内 ・室外の 違 い はあるにせ よ、

宝塚 の 方が 2年程早い こ とに な り、こ ち らが室外で

の テ ラ リウ ム方式と して は元祖とい える （写 真 10）、

宝塚昆虫館は、閉館後建物 も取 り壊 され、現在は面

影も偲べ ない 点 、大変惜 し まれ るが 、こ れは、公営

で はな い 、企業経営 の 博物館 で あ っ た こ と と 、 会社

と い う利益集団 に と っ て は 、なか な か 大 きな収益 は

上 がりに くい 施設 で あ っ た こ とが原因の ようで ある。

その 後、関西で は、公営 の 箕面、伊丹 、橿原な どの

昆虫館で 、多摩動物公園に な ら っ た 大規模なパ ス ス

ル
ー式を採用 した チ ョ ウ の 温室がつ くられ、市民 に

親 し まれ て い る こ とは、先 に述 べ た通りで あ る．

写 真 2 ：箕面 公 園 昆 虫館　 ギフ チ ョ ウの テ ラ リウム 式生 体展 示

　 　 　 2003 年
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名前

宝塚昆虫館（兵庫）

豊島園昆 虫館（東京）

多摩動物公園

昆虫館 （東京）

箕面公 園昆虫館

（大阪）

橿原市昆虫館（奈良）

伊丹市昆虫館（大阪）

開館・閉館時期

1934年開館
1967年閉館

1956年開館
1997年閉館・2003年再開

1969年開館

（本館）

1953年開館

1989 年開館

f990 年開館

昆虫生体展示

1954年10月に屋外テラ
1
丿ウム式、1956 年頃8m2の

チョ ウの 温室 〔子供 が 入れる程 度の 大 きさ）

1956年に本格的な屋内テラリウム式

1961年に屋 内テラリウム式の 「蝶の 温室」
1988年に パ ス ス ル ー式昆虫生態園 （1100平方メ

ー
トル）

1992 年に パ ス スル ー式

1889年にパ ス ス ル ー式　（500平方メ
ー

トル ）

1990 年に パ ス ス ル ー式 （600平方メ
ー

トル ）

豊島園 （東京）

多摩 （東京）

箕面 （大阪 ）

橿原 （奈良）

伊丹 （大阪）

　　　　　　　　　　　　　　　　（3徽 驪乗攤 、基本 。 に5。。M2 以上 の 、。 、〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印の 2館は博物館的な施 設としてスタート

宝塚 （兵庫）
19− ，閉。

1　 ：　 ：

一
　 　 「

　 　 I

　 　 I　　 1956 開館

　 　 1
　 　 1

　 　 1

　 　 1

　 　 1

　 　 1
　 　 ［

　 　 1

　　1
　 1950

〔昭和25年｝

一 一
1961 チョ ウの 温 室開設 　　　 　　　　 1988

1953開館 ※ 1

　 　 　 　 r

　 　 　 　 I

　 　 　 　 I
　 　 　 　 I

　 　 　 　 I

　 　 　 1960

　 　 〔昭 和35年）

一
　 　 1

　 　 」

　 　 i

　 　 I

　 　 I

　 　 I

　 197D

（昭和45 年）

　 　 　　　　　　　　　　 　

　　I　　　　　　 I1992 （5GO平方メ
ー
トル 以下l

　　I　　 ●−
　 　 1　　 1989 開館 1

　 　 1

　　1　 tg9 ・開館

　 1980　　　　　　　1990

（昭和 55年〕　　 〔平成t年｝

表 1 各地 の 昆虫館の 「昆虫生体展示 」開 始時期

　　 （参考 資料 ：文献 8 など）

写 真 3 ：橿 原市昆虫館　外 観 　　2003 年 写 真 4 ：橿原 市 昆 虫館　マ ダ ラ チ ョ ウの 仲間 に 卵 を生 ませ る

野外ケージ （円 内は ヘ ア ペ ン シル を出すツ マ ム ラサ キマ ダラ）
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B．篤志家の蝶類 ：コレ クシ ョ ン の流転につ い て

　宝塚 昆虫館に は 、常 に 数多くの 世界巾の蝶などの

昆虫標 本 が 展示 され て い た。コ レ ク シ ョ ン の 中心 と

な っ て い た の は、鈴木元次郎 （もと じ ろ う）氏、田

中龍三 氏、平山修次郎氏、大倉正文氏 らの コ レ ク シ

ョ ン で 、こ れ らの 管理 と館全体の 指揮、運営 の 責任

者は 、初代館長の 戸沢信義氏で あ っ た ． 戸沢氏は 、

基本的に は乾燥標本 の 展示 を中心 とす る博物館的な

発想 で 運営 を行 っ て い た ように 思われ る。昭和 42 年

の閉館 峙 に 、鈴木元次郎氏 、田 巾龍二氏 の標本 は、

散逸 し た ともい われ るが 、館長の戸沢氏の標本の 貴

重 な タ イ プ （ア オ ス ジ ァ ゲ バ の 異常型 など）は、大

阪市立自然史博物館に、平山修次郎氏の 標本は
・
部、

箕面の昆虫館 に も人 っ たが、平 山 コ レ ク シ ョ ン の 主

要な部分 は兵庫県 の 千種 （ちく さ）川 グ リ
ーン ラ イ

ン 昆虫館に 多く収蔵 され て い る．

C．博物館 と昆虫園 の それぞれ の役割

　博物館 に は乾燥標本 の 保存 ・研究と同時に
一

方で 、

公開
・
普及活動 な どの役割 もあり、展示 ・普及 ・教

育が 3 つ の 大き な柱で ある。生体展示をする昆虫園

は、ど うで あ ろ うか 。一
般 に、「標本」 は 湿気 を嫌う

が、「生 き物」は乾燥 を嫌 うv こ の 相反する点が 、両

者の役割の根本的な違い と して あげられる 。 動物園

と同じ レ ベ ル で考 え て みると、チ ョ ウの 温室 を持つ 昆

虫 館 と い うもの は、リ ク レ
ー

シ ョ ン や普及活動に 占

める割合が大 きい ようにも思 われ る。両者の 良い 部

分 を融合 させ た よ うな展示方式が 最近の 「昆虫園」

で は試み られて い る よ う だが、「博物館」 の ような標

本保存の完璧 さを 「昆虫園」に求める こ とは、職 員

の仕事分担や時問配分 の 上 で も無理 が あるだ ろう。

やは り、「博物館」と 「昆虫園」は、異な る もの で あ

り、一
つ の 館内で の 両 者の 中途半端な融合は あまり

望 ましい 事 とはい えまい
。

4．昆虫少年を復活 させ るには …

A．里山の保全 と利用につ い て

　 もともと、昆虫園 とい う施設 は、都市近郊に良 い

野山 が残 っ て い な い 時に 、教育上 で大変重要な施設

と な りうる もの で あ る。橿原市昆虫館 の 学芸員 の 日

比氏 に お 聞き し た と こ ろ で は 、「子供 に 昆虫 に慣れ親

しん で も ら うに は、昆虫館 も、来館者を待つ だ けで

は な く、積極的 に 学校等に も出向い て 、教育活動 を

行うようにな っ て きて おり、里山で 昆虫とふ れ あ っ て

もら う活動 も積極 的 に 行 っ て い る」 と い う 。 採集 し

た もの を持 ち帰 っ て よい か どうか とい う点は、正 しい

解答を出 しに くく、や は り難問と い う 、，

　小学校 3年くらい の 時に、虫好き に な る よう、う

ま く教育する と、昆 虫少年 に な りやす い と い う話 を

ど こ か で 聞 い た こ とが あるが、私 自身が小学生 だ っ

た こ ろの 経験 を思 い 山 して 、な るほ ど と 思 っ た こ と が

あ る 。 義務教育その もの の カ リキ ュ ラ ム に生 か せ な い

もの だろうか。

　 30年 くらい 前、小学 3 年 の理 科 の 教科書に モ ン シ

ロ チ ョ ウ の 飼育 とい う教材 が あ り、実際に飼育 も し

た 記憶 が あ る が 、教材に つ い て 、矢野高広氏 にご教

示 い た だ い た と こ ろ に よ る と、現在 も小学 3 年の 教

写真 5 ：橿原市昆 虫館 　オオゴマ ダラの 生 きた蛹 の展示 写 真 6 ：橿原市 昆虫館　 オオ ム ラサ キの 飼育 の た め、昆虫 館 裏

手 の エ ノ キの大木 に は巨大 な袋が か けられて い た 。 2003年
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写真 7 ：橿原 市昆 虫館 の ス タ ッ フ （蝶 の飼育 ケース の 掃 除 と餌　　写 真 8 ：橿原市昆虫館　オオゴマ ダラの 食草 「ホ ウラ イ カガ ミ

　　　 の入替作業1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （キ ョ ウチ ク トウ科 ）」の 栽培風景

写真 9 ：宝 塚昆虫館 （昭和 30〜40年 頃 ）　（文献 5 よ り ）

テラ
ls

ウ ム 〔t【iこ ん ltMl）

水陸  せ い の 二ん 虫を伺滑

t る もの

永中 の 生．篝は 下 の カ ラ ス 3

とか L，、水噛の生 喬は 上 の カ

ラ ス を凶 し τ 見 られ ｝

置九 、水 辺 に は ヤ ナ ギ な ご

な 捗 氏て ．コカ ＃ ムァ．ハム
ン な ご甲 虫の 生瞥 も観茶 でき

るよ うL二っ くっ てあ る

写 真 11 ：宝 塚昆 虫館の 昆 虫飼育場 （昭和 30〜38年頃 ）

　 　 　 　 　（文 献 7 よ り）

〈写真 10 ：宝塚 昆虫館 の 昆 虫飼育 場 ：屋 外 の テ ラ リ ウム 〔右

　　 下 〕と，8m ’
の 温室 （昭和 30 〜38年頃 〉，（文献 6 よ り〉

科書 に チ ョ ウ の 飼育の 教材は載っ て お り、教科書会

社に よっ て モ ン シ ロ チ ョ ウ だっ た りア ゲ ハ だ っ た りす

る が、他の昆虫を扱 っ た もの で は、プ ール の ヤ ゴを飼

っ て羽化 させ る と い う の も、学校現場 で は流行 っ て

い るそ うで あ る。さ ら に小学 4 年で は季節 に よ る動

植物 の 変化 とい う こ とで、身近な環境を季節 を通 し

て 調 べ て い くように な るが 、こ の ように、小学 3
，
4 年

頃の 教育内容に つ い て は 、全体 に昔 の ままの 指導方

針が 守 られ て い るようで あ る 。

　幼椎園児も含め．子 どもに生 き物 を飼 うこ と自体

「お も し ろ い 凵 と 感 じ させ る こ とがで きた ら、もう

し め た もの で 、そ れ が 昆虫少年 を育 て る 最初 の きっ
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か けとなるだろう。もちろ ん、親 が 、こ の 方 面の 子

どもの 関心の 芽を摘 まずに 育 て る こ と も、大変重 要

な要素 で ある こ と は言 うまで もな い 、

B．メ ガネトリバ ネアゲハ の 生体輸入 に つ い て

　動物園に世界各国の動物が い る ように、昆虫園で 、

世界各国の チ ョ ウや ガ が舞う日が くるの で あろうか。

　か つ て 、カ ラ フ ル な ト リバ ネア ゲハ やモ ル フ ォ を図

鑑で 見た時、それ が 実 際に 生 き て 飛 ん で い る姿 をこ

の 目で は っ きり見 て み た い とい う衝動 に駆 られ た経験

を、現在の 多くの 大人 の 虫屋は 持っ て い る だ ろう。

美 しい もの は い つ の 時代 に も人を惹 き付けて 止 ま な い

の で ある。

　昨年より、メ ガネ トリ バ ネァ ゲハ の 生体輸入 につ

い て の審議が、植物防疫所で 本格的に始 まっ た と こ

ろ だ 。 この 審議の経過は 「植物防疫所 か らの お知 ら

せ 」（http：〃www ．pps．go．jp／）で随時公開 されて い る．

トリバ ネに 限 らず、目本 に産す る 「キ シ タ ア ゲハ 」も、

目に鮮や か な こ と で 、子供 の 目も輝 き、チ ョ ウ好き

に な る き っ か け とな りやすい 点、生体展示用 の 対象

と して大変すぐれてい るとい える。害虫と して の 繁殖

の 危険がほ と ん どな い もの は、昆虫愛好者 を育 て る

とい う視点 か ら、日本の 昆虫園で 自出に飛ば せ る こ

とを許可する く らい の柔軟な姿勢が、現在 の 日本 に

は必 要で は な い だ ろ うか。

C．児童教育と昆虫

　児童教育 に お い て も、生 き た 昆虫に さわ る とい っ

た 行為 は 、生 命と い う も の に 対する素朴 な 感 動 や 、

探究心、身近 な自然 へ の 愛情 とい っ た もの を、知 ら

ず知 らず育て て 行 く効果 が あ り、白然が失われて い

く今後の時代に は 、ますます重要なこ とで ある。

　そ の よ うな 現代 が 抱 え る 問題 を解決する試み の
．

つ に、NHK や マ ス コ ミ で も取 り上 げられ て い る 「ぐ

ん ま昆虫の 森」がある。昔．身近に あ っ た豊か な里

山 の 環境 を もう
一度復元し、そ こで 臼然や昆虫と直

接触れ合 え る よ うな 広大 な森 を整備 して ゆ こ う とす る

もの である、これ は大切な事業で あり、将来義務教

育の 中へ もどん どん組み込まれ て行けば良 い と思 う。
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