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　和本や和紙な ど が 虫害 を受 け や す い こ と は 昔か ら よ く知 ら れ て い る。そ の 対策 に は古 く

か ら頭を痛 め て い た ようで ，さ ま ざまな防除法が工夫 され て い る。

　古来 の 防除法の 主要 な もの に は ， 紙 を防虫効果の あ る染料で 染色す る方法 と ， 防虫効果

の あ る植物 な どを本に挟ん だ り書箱に 人 れ た りす る方法 と があ っ た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ば くし よ

　ほ か に環境的な 対策と して 曝書 （虫干 し）や香料の 利用が ある。ま た ， 本を保存す る箱
　 ち つ

や帙を防虫効果の あ る木 （ク ス な ど）で 作 っ た り ， 紙そ の もの を ク ラ ラ な ど の 毒草で 漉 く

よ う な 工 夫も な さ れ て い た 。

　こ こ で は，江戸時代以前に行な わ れ て い た主要な防除法の うち，植物 〔植物質）を利用

し た 例に つ い て
， そ の あれ こ れ を紹介 して み た い 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お うば く

1．　 染料による防虫　一 黄蘗

　黄蘗は 生薬 と して 有名で ，キハ ダ （ミ カ ン 科 ）

の 内皮が原料で あ る。昔か ら健 胃剤と し て 用 い ら

れ
， ま た

， 黄色の 染料と して も利用さ れ た 。 主成

分 の ベ ル ベ リ ン な ど に防虫効果 が あ り， 古 くか ら

紙 の 染色に使わ れ て い る。

　紙を黄色 に 染め る の は 中国起源で ，す で に漢代

に は黄紙が 作 ら れ て い た。当時 ， 中国で紙 を黄蘗

で 染 め たの に は，以 下の 3 つ の 理 巾が あ る と い う。

  キハ ダ に含 まれ る ベ ル ベ リ ン な どの 防虫効果，

  占代 の 五 行 説 に よ れ ば 黄色 は 色 の 最上位 で あ

！O　，重 要な書籍 ・文書に は黄色 の 紙 を用 い た ，  

黄色は 目を刺激せ ず ， 誤記 の 訂正 （雌黄＝硫化第
・砒素を上塗 り す る ）が容易，の 3 っ で あ る （潘

吉星 ，1979，1980）。 唐代に は 「白紙 は 虫損 が 多

い の で 今後は公文書 に は黄紙 を用 い る よ うに 」 と

い う意味の 勅令が 出さ れ た こ ともあ る 。

　 H 本で もキ ハ ダは古 くか ら紙 の 染色に 用 い ら

れ，奈良時代 の 法令で ある 「延喜式」 （927年撰進）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 E う ニ ラ

に は，紙 の 染色役 で あ る 「装 横匠」 の 役職が定め

’
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ら れ て い る 。ち な み に ，「装潰」 は 「黄色 く染め る 」

が もともと の 意味だが ，転 じて 今 は書物の装丁 や

表装 の 意 に用 い ら れ て い る 。

　当時の 染色法 に は，製品 とな っ た白紙 を染め る

方法 と ， 紙 を漉 く と き に 染料 を加 え る 方法 とが

あ っ た 。前者 は キハ ダの 煮汁を紙 の 表面 に 塗 っ た

わけ で あ る 。 後者は 「漉 き染め紙」 と い わ れ る 。

正倉院に遺 され て い る写経 の 料紙や ， 最古の 印刷
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 だ　 ら　 に

物 と い われ る 「百万 塔陀羅尼 」 の料紙 に は キ ハ ダ

で染め た麻紙や穀紙 （＝コ ウゾ紙 ）が 多数含 ま れ

て い る 。 そ の 後 も江戸時代ま で 写経料紙な ど を黄

色 に 染 め る こ と が行な わ れ て い た 。
　 お うばく

　黄蘗 に書籍害虫の 防除効果が ど の 程度あ るの か

は興味あ る と こ ろ だ が ，中国 で は シ ミ （衣 魚 ）を

材料に し た効力試験が な され て い る 。 こ れ は 1978
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お うば く

年に 上 海博物館 で行な わ れ た も の で
， 黄蘗か らニ

トロ メ タ ン お よび石 油工 一
テ ル で成分を抽出 し ，

そ の 抽出物を 「宣紙」（中国で 用 い られ る書画用紙）

に含ま せ て シ ミを供試 し，そ の 食害の 程度や死亡

率 を調査 し た もの で あ る （馮惠芬ほ か
，

1985 ）。

　 そ の 結果に よ る と ，シ ミ が 100 ％死 亡 す る の に
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要す る時間は，ニ トロ メ タ ン 抽出物の 場合 5mg の

「薬物含量 」 で 9 日間 ，
200mgで は 7 時間で あっ

た と い う 。 ま た ，石油 工
一

テ ル 抽出物で は50mgで

4 〜 7 日，121mgで 4 日で あ っ たと の こ と で あ る 。

紙 の 状態は ，処理 し た宣紙に は少 し も食害 の あと

が な く ，

一方， コ ン トロ
ー

ル の 無処理宣紙 は 「蛙

痕累累 」 （蛙 ＝虫食い ）で あ っ た と い う 。

　 　 　 　 　 　 　 おうばく

　最近 ， 日本で も黄蘗の防虫性に 注目 し， そ の 成

分 か ら防 シ ロ ア リ剤を開発 し た 企 業が あ る 。 そ の

研 究 に よれ ば，ヤ マ トシ ロ ア リの 場合 ，キ ハ ダエ

キス （メ タ ノ ール 抽出物 ）の う ちオバ ク ノ ン
，

ベ

ル ベ リ ン，パ ル マ チ ン に 防虫性が あ り，なか で も

オバ ク ノ ン が最 も強 い 摂食阻害活性を示 した と い

う （石垣 正
一・

ほ か ， 1989）。
こ れ は 「温 故知新」

の 好例 で あ ろ う e な お
， キハ ダ は 江戸 時代 に は農

薬と して もよ く用 い ら れ て い る （長谷川仁 、1978）、

2． 藍お よびその 他の 染料植物

　黄紙 と な らん で起源の 古 い 染紙の 一
つ に 「紺紙」

がある 。 天平年間に はすで に紺紙が漉か れ て お り，

東大寺や法隆寺に 伝 わる写経の うち に は紺紙 を用

い た も の が多数あ る 。 紺紙 は美 し さ と同時に防虫

を目的としたと考え られ て お り（町田誠之 ，
1981），

天理図書館 の 西村 喜世和 氏 （1961 ）は ，実際 の 経

験か ら黄紙 と紺紙に 虫害が 少な い こ と を述べ て い

る 。 ただ し同氏 は ， 虫害が少な い の は紺紙 の 製法

の 特殊性 （＝ 染 め る過程で 水洗 い を繰 り返 す た め

虫 の 好む成分 が 失わ れ る
， 貝殻 で こ す る ため紙 の

表面が平滑に なる）に よ る の で はな い か と 推 定さ

れ て い る 。

　紺紙 の染料 に は 藍 が使われ た 。藍の 原料植物は

タデ科 の ア イ （タデ ア イ）で ，
こ れ は古 い 時代 の

渡来植物と 考え ら れ て い る 。 現代 の 藍染め は ほ と

ん ど合成品 の イン ジ ゴ ・ブル
ーを使 っ て お り ， 天

然藍は ご く少な い
。

　 藍は昔か ら野良着 を染め る の に 用 い られ て い る

が， こ れ は，藍 に は防虫性や毒ヘ ビ除けの 効 果が

あ る と言わ れ る た め で ある （竹内淳子，1991）。

藍染め や紺色 が マ ム シ除け に な ると い う伝承 は ，

神奈川 ・奈良 ・兵庫 ・和歌山 ・山口 ・熊本な ど，

多 くの 地域か ら知 ら れ て い る （鈴木棠三 ，1982 ）。

江戸時代 に は刺咬傷 の 治療 に用 い られ た ら し く，

「
ハ チ ，

ク モ
，

ハ ン ミ ョ ウ の 毒 を殺す」
「毒虫 に

咬ま れ た ら藍汁 をつ け る 」（原漢文 ， 寺島良安編 『和
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かみやぶ られ

漢三 才図会』 ，
1713

』
1二q」，

「一
切 ノ 悪 虫二 咬 傷 タ

ル 者 ， 之 （＝藍汁）ヲ塗 リテ其功神ナ リ」 （岡本

一抱 『広益本草大成 』，1698刊 ）な ど と記 され て

い る （当時の 慣用 で
「毒虫」

「悪虫」 に は ヘ ビな

どを含 む）。

　 ヘ ビ除け の 効果や防虫性 は古 く か ら中国 で い わ

れ て い た こ とで ，
『
神農本草経』 （陶弘景校定， 6

［U／紀 ）以 降 ， 多 くの 本草書 に 記 され て い る 。 や は

り竹内淳子氏 （1991）などが指摘する とお り， こ

れ は中国渡来の 知識で あろ う。

　 藍で 染め た紺紙の 防虫効果に つ い て実際に調 べ

た例が あるの か どうか よくわか らな い が ， 中国 で

は肺炎や 感冒 の 予防 ・治療 （ブ ドウ球菌な ど に対

す る制菌作用が ある と い う）に タデ アイやそ の 近

縁種が使わ れ て い る （
『全国中草薬彙編 （一ヒ冊 〉』，

1983 ）。制菌作用 が あ る とすれ ば
， 昆 虫な ど に も

な ん ら か の 活性 が ある 可能性 もあ り そ う に 思 え

る 。 しか し，以前に筆者 らが大然藍 で染めた ばか

りの 木綿布を用 い て ダニ に 対す る作用 試験 を行

な っ た 限り で は ，ケナ ガ コ ナ ダ ニ を用 い た繁殖抑

制試験 で は抑制効果は ま っ た くみ られ な か っ た 。

今後 ， 機会 が あ れ ば書籍 害 虫 を用 い た 試験 を行

な っ て み た い と考え て い る、，
・

　 防虫性 を意識 して 紙 の 染色 に 用 い られ たと思わ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ち ょ う じ　 　 ナば き　　　　　　　 う こ ん

れ る植物質に は
， 他に 丁字 ， 山茶 ， 柿渋 ， 欝金 な

どが あ る。

　 丁字 は黄褐色に染 ま り，芳香が あ る と こ ろ か ら

「香染め紙」 と して 平安貴族 の 間 で 賞用 さ れ た。

生薬 と し て は食欲増進剤，健胃剤な ど に用 い ら れ

る。防虫剤 と して は 江戸時代 に 「蚊 い ぶ し」 に 用
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か つ

い ら れ
「
風 炉 ニ カ ケ テ煎ズ レ バ 香室 二 満チ ， 且 ，

蚊 ヲ シ リゾ ク 」 （貝 原益軒 『大和本草』 ，
1709刊 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 つ ば き

と い う例が あ る
。 山茶 は ツ バ キ （椿）の 漢 名で

，

き ざ k か 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ ば き

山茶花 の こ と で は な い 。「書を写 す紙 は，山茶の

葉 を煎 じ，濃汁 を器 に 入 。紙 い か ほど も重 ね な が

ら漬 け て ，二 三 日も置 て と り出 し，（中略 ）色黄

に して 宜 し ， 久 しき を経 て も虫の 入 る事 な し」

　（『万 宝 知恵 袋』，1726刊）と い わ れ，『本草綱 目

啓蒙』 （小野 蘭山述 ，
1803−1806刊 ）に は 「

山茶
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 そ そ　　 　　 よ

ッ バ キ ）と して 「油 ヲ （中略 ）圭二 潅ゲバ能ク虫

一 87 一
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ヲ殺 ス 」 とい う記述が あ る 。 柿渋は主に 書籍の 表

紙に塗 ら れ た 。防腐と防虫の 両方 を目的 と し た と

さ れ
， 含まれ るタ ン ニ ン に 防虫性が ある と い う（藤

　 　 　 　 　 　 　 　 う　ニ ん

木好 古，1940）。 欝金 は 生薬 と し て は 止血 剤な ど

に用 い られるが， こ れ を染料 と し て 紙 を黄色 に 染

め た 。 乳児に 「
う こ ん木綿」 の 肌着 を着せ る 習慣

は ノ ミ除けが目的だ と さ れ
， や は り防虫効果が あ

る と い う （藤木 ， 同前〉。

3．　 染料以外の防虫植物

　 染料以外の 方法 で ，紙や書籍 の 防虫 に 用 い ら れ

た植物も多数知 られ て い る 。

　 まず ， 植物 そ の もの を書籍の 間 に 挟 ん で 虫除 け
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 うん そう

と す る種類が あ り，そ の 代表 に 芸草が あ る 。
こ れ

　 　 うん こ う

は 「芸香」
「芸香草」 な どと も書か れ る 。 ミカ ン

科の ヘ ン ル ウダ類 を指す と され，江戸時代 に利用

された の は現在の コ ヘ ン ル ウダで あ る ら しい 。
コ

ヘ ン ル ウ ダは 17世紀 に 日本に 渡来 し，ヘ ン ル ウ ダ

の 方は 明治初年の 渡来と され る（猪熊泰三 ， 1970）。

し か し，芸草＝ヘ ン ル ウダに つ い て は 異論が あ り
，

白井光太郎 （1929＞は 「明証な し」 と して い る。

ま た，江戸時代 に は ア カザ科 の ア リタ ソ ウ を 「ル

ウダ草」 と呼 ぶ こ とがあ り， こ れ が ヘ ン ル ウ ダ類

と混同 さ れ た ら し い節 もあ る 。防虫用 に使 われ た

「
芸 草」 の 実体 に つ い て は まだ研究の 余地 があ り

そ うだが，
一

応，こ こ で は芸草＝ヘ ン ル ウダ類（「ル

ウ ダ草」 の例を含め ）と して お く 。

　 ヘ ン ル ウ ダ は ヨ
ー

ロ ッ パ で は古 くか ら薬用や香

味料 と し て 利用 され ，また魔 除け の 植物と さ れ た 。

中 国 で も古 くか ら書籍の 防虫用 と して 使われ て お

り，日本 で も同様 の 使 い 方 を し た の は 中国渡来の

知識で あろ う e 江戸 期の 代表的な百科事典で あ る
　 　 　 　 　 ず　 え

『和漢三 才図会』 （寺島良安 ， 1713刊 ）に は 「書
　 　 　 　 　 　 　 と

箱中 に納 め れ ば蠹 （虫 ）が生 じ な い 」 （原漢文）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ば んぽ う ひ　 じ　 き

とあ り，貝原益軒も 『万宝鄙事記』 （1705刊 ）に 「る

うだ と云 草の 葉 を粉に して ，書笥の 内に 人置 ば虫

くは ず」 と記 し て い る 。

　幕府の文庫 で あ る 「紅葉山文庫 」 で も樟脳 や片

脳 と とも に 「り うだ草」 が 用 い られ た時期が あ っ

た。使 われ た の は 1700年代末 か ら 20年間ほ ど の 間

で ，絵図類 の 本箱に は樟脳と り うだ草とを交 え て

入 れ た と い う が ，そ の 薬効は定か で はなか っ た ら

し い （福井保 ，
1965，1980）。 ち な み に ，幕府 は

こ の りうだ草 の 採集 を近郊の 農村に 命 じて お り ，

寛政 10年 （1798） 4 月 ，

「
書物虫 よ け 樟脳 ノ代 り

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 もうすべ し

二 龍蛇 草入用 二 付茎 ハ 除キ葉 ば か り差出 し 可申 」

（東大和市教育委員会編 『里正 円誌目録』，1974）

と い う指示 を した記録 がある 。ヘ ン ル ウダは 衛生

害虫の 防虫 に も使 わ れ ，

「
葉を席の 下 に し き お け

ば蚤去る」 （梅村甚太郎 『
民 間薬用植物誌 （再訂

増補版 ）』 ，
1924 ）など と い う例が あ る 。 ま た

， 農

薬 と し て も使用 さ れ て い た （長 谷川仁，1978）。

　 イチ ョ ウ の 葉 もよ く書籍 に 挟ん で 用 い られ て お

り， こ れ は現在で も実行 して い る人があ る 。
こ の

実例 は相当に古 く，金沢文庫 に保存 さ れ て い る 鎌

倉時代 の 書籍 の な か に は
， そ の 当時か らの イチ ョ

ウの葉 が今で も挟まれ て い る例 が あ る （納富常天 ，

1969＞。 江 戸時代の 書籍 で
， イチ ョ ウ の 葉 を あ し

らっ た蔵書印を押 し た もの を国立公文書館の 所蔵

資料展 で 見た こ と が あ る が
，

こ れ も防虫を願 っ て

の こ と で あろ う。ま た ，幕府の 紅葉山文庫で 用 い

ら れ た 「虫除紙」 （書籍 の 間 に 挟 む防虫紙）は ，
　 まん じゆ しや げ

「蔓珠 沙華」 （＝ヒ ガ ン バ ナ，後述 ）と 「銀杏」

の 汁を美濃紙に染み こ ませ た もの で あ っ た （沓掛

伊左吉，1970）。

　 イチ ョ ウの 葉 に防虫効果が あ る こ と は 現在で は

否定さ れ て い る が
，

こ れ に つ い て は江戸時代か ら

無効とす る見解が あ り，苗村丈伯 （艸田子 ）は 「芸

香 の 葉ハ 銀杏の 葉 に に た り。よ つ て俗あ や ま り て

書物 の 間 に 銀 杏 の 葉 を入 る る な り」 （『年中重宝

記』，1694刊）と 説 き
， 貝原益軒 も 『

日本歳時記』

（1688刊）の 中で 同様 の 意見を記 して い る。

　 こ の ほ か タバ コ ，シキ ミ，ク ス ，シ ョ ウブ，ヨ

モ ギ ， トウガ ラシ（実）， セ ンキ ュ ウ ，
アサガオ （葉 ・

種子 ），アサ， ソ テ ツ （花）な どを防虫 の た め に

書籍 の 間に挟ん だ り ， 書箱 の 中に 入 れ た り し た こ

とが 江戸 時代 の 文献 か ら知 ら れ る が
， 長 くな る の

で詳細は 省略する。

4． 糊と防虫植物

　糊 は書籍 の 製作材料と し て
， ま た表装の 材料 と

して 欠か せ な い が ，澱粉質で ある た め に た い そ う

虫害 を受 けやす か っ た。そ の た め
，

さ ま ざまな防

虫法が工夫 され て い る。代表的な方法 は防虫植物
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の 利用で あり，ヒ ガ ン バ ナ をは じ め，い ろ い ろな

植物が使われ た 。

　 ヒ ガ ン バ ナは有毒植物 で ある が，鱗茎に澱粉が

多 く含まれ る ため ， 水で さ ら し ， 毒抜きを して救

荒食 に 用 い ら れ た 。 有毒成分 は リ コ リ ン な ど の ア

ル カ ロ イ ドで ある。鱗茎をす りつ ぶ した もの を糊

に 加え て 防虫剤 と して 用い ら れ ，「此根 を こ ま か
　 　 　 　 の り

に す り て粘 に お しまぜ ， 屏風 ふ す ま の 下張 りに 用

れ ば い っ ま で も虫は む事な し と て
， 表具細工 に用

ゆ」 （伊藤伊兵衛 『広益地錦抄』，17ユ9刊 ）と され

た 。 糊以外 に も防虫剤 と して の 用途は広か っ た よ

う で ，梅村甚太郎 （前出）は 「花茎球根 を搗 き て

其汁を書物箱な ど に塗 りおけば書物 に虫食わず。

また絵 を書 く時に か は （＝ 膠 ）の 代用と な すべ く

或は泥土 に 和 して壁 に 塗れば
“

鼠入 らず
”

と云 へ

り」 と記 し て い る 。

　 幕府 の 紅葉 山文庫で 用 い られ た 「虫除紙 」 は ヒ

ガ ン バ ナと 「銀杏」 が原料 で あ っ た こ と は前に触

れ たが ，ヒ ガ ン バ ナ だけ の 虫除紙 もあ っ た らしい
。

　 　 　 　 　 　 ばんぽ う ひ　 じ　 き

貝原益軒は
『
万 宝鄙事記』 （1705刊 ）の 中で 「

ま

ん じ ゅ し ゃ げ （＝ ヒ ガ ン バ ナ ）と云草 の 根 をと り

て ，洗 ひ，く だ き て 汁 をしぼ り取て ，紙一枚に ひ
　 　 　 　 　 　 た ん す

た し ， 其紙 を書笥 の 内， 下段 の 底 に い れ置ば虫生

ぜ ず。あ る い は汁を取て ，書笥 の うち に ぬる も よ

し」 と ， 虫 除紙 の 作 り方を解説 して い る。

　 ラ ン の 一種の シ ラ ン （紫蘭，白及）も糊料 に加

え 防虫剤と され た 。貝 原益軒 の
『大和本草』 （前出）

　 　 　 か い せ ん

に は 「疥癬 ニ ス レ ハ 虫 ヲ殺ス 。 糊 ニ ス レ ハ 甚ネハ

ル 。 被画二 用ユ 」 と あ り ， 中国 で もシ ラ ン を用 い

た例が い くつ も知ら れ て い る （藤木好古，1940。

陳登原 ，
1983）。 そ の ほ か

， キリ （桐油）， サ ン シ ョ

ウ，芸草，セ ン ブリ，海草 の 一種 （ア ラ メ ？）な

ども糊 に 加え て 防虫剤 と し た ら し い 。

　 なお ， 紙を漉 く時に は澱粉質の 糊料を加え るが ，

こ の糊料に 防虫剤を添加す る こ と も行 な わ れ た 。

日本で も こ の 方法が行なわ れ て い る の か否 か は っ

き り し な い が，中国で は ビ ャ ク ブやサ ン シ ョ ウを

加え たと い う （潘吉星 ，
1979 ）。

　以上 ， 紙 や書籍 の 防虫 に 植物 （植物質）を用 い

た 例を
， 当時の 文献を中心 に紹介 し て み た 。

こ れ

以外 ， 化学物質を用 い る 方法に も興味深 い 例が あ

るが （例えば
“

鉛丹
”

を用 い た中国 の 「
万年紅 」

など），
ま た別の 機会 に紹介し た い 。

　こ れ ら の 中に は ，現在 の 知見か ら見れ ば怪 しげ

な もの も多 い が ， 防虫に 関 して な に か の ヒ ン トが

得 ら れ な い とも限 ら な い だ ろう。農業害虫や衛生

害虫の 防除に使わ れ た植物を含め ， 今後 とも資料

を集め て み た い と考え て い る の で ， お気付き の こ

と が あ れ ばぜ ひ ご教示 をい た だ き た い 。

　なお，文献の
一

部は 日本昆虫学会名誉会員 ・長

谷川仁先生か らご援助 を受けた。文末なが ら同先

生 に厚く お礼を申し上 げる 。
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