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1.はじめに

国文学研究資料館は、施設の機能とし

て博物館 (Mus巴um) 、図書館 (Library) 、

文書館 (Arch i ves ) の 3つを合わせ持ち、

それぞれの本質的な機能をより発展させ

っつ、その特性を融合し活動する機関であ

る。 そのため、施設の機能を考慮した上で

保存計画を策定し、エリア毎にゾーニング

を行い、段階的なレベルを設定することによ

り保存環境管理に努めている。 また、東京

都品川区戸越より東京都立川市へと移転

した2008年以降、四季ご、とに行っている生

物生息モニタリングの捕獲害虫の同定は、

業者委託を行わず、自らの館における捕獲

状況の傾向をf巴握することを目的とし、低コ

ストでも精度の高い同定を目指している。

当館が設定しているゾーニングプランの

紹介と、生物生息モニタリングにおける捕獲

害虫の同定手法の紹介とともに生物生息

状況について報告する。
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2 .IPM活動範岡におけるゾーニング

当館の収蔵資料は閲覧利用の核である

国文学・歴史に関する図書資料 (Library) 、

近世・近現代史料 (Archives) 、日本実業史

博物館旧蔵資料が大半を占める器物資料

(Museum) など多岐にわたる。それら資料

の持つ性質や利用・活用形態を考慮して、

I~lに示す段階別レベルを設定したゾーニ

ング、を行っている。
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3 .lt物生息モニタリング分析

調査手法

①トラッフ。設置

生物生息モニタリングに現在使用してい

るトラップ。は次の通りで、計159ヶ設置した。

・イカリ消毒社製のタバコシパンムシ専用の

誘引 トラップ(商品名.ニューセリコ ) 22ヶ掠

タバコシパンムシ用の誘引トラップ。は、誘引

に注意して中央付近に設置した。

・歩行性昆虫調査用箱形粘着トラップ(商

品名.ゴキブリインジゲータ小型)137ヶ設

置期間は2週間である。設置(写真0) と

回収に際しては東京学芸大学教育学部

環境教育課程文化財科学専攻の学生

がボランテイアとして行った。

②新しい実践としての同定方法

まず回収したトラッフ。を目視点検し、捕獲を

確認したトラップ。の粘着部分のみを切断し、

エリア毎に分類する。 oppフィルムを粘着部

分に貼り付け、スキャナーに画像を取り込み、

データ保存を行う。(写真e)データ保存を行

うことにより、トラッフ。の保管管理の問題から

解消される。また、 PC上での画面拡大操作

で簡単な同定も可能となる。 同定に関しては、

パソコンに接続可能なサンコ一社製デデFジ夕ル

マイクロスコ一フプ。 lDino-Lit旬巴 Pro Pola剖r‘包E臼r. 

M-0270∞OJ を用いて{倍音率4刊O倍にて同定を

f行子つた。 (写真ø) パソコン上の画面で確認

しつつ、捕獲虫の画像の保存が可能で、寸

法スケールを画像に表示できる(写真0) 。な

お、チャタテより小型で1.0mm以下のものは

ゴミと判断した。そのデータを前述した生物

生息システムへ反映させて分析している。

③分析結果・考察

捕獲虫の種類とエリア別の結果を図2・凶

3に示す。 2008年6月 ~2010年5月の温度・

湿度計測データ(図4 ・ティアンドデイ社製

TR-72U温度・湿度データロガーUSBタイプ

〔測定範囲:温度0-50
0

C、湿度1O~95%、

計測間隔目5分) )の温湿度計測データとあ

わせて分析を行い考察した。

全調査期間の中で総捕獲数が最も多
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日本実業史博物館 1 1::1蔵資料が大半を占める探物資料 (Museum) なと守多岐にわたる。それら資料の持つ性質や利用・

活用形態を考慮して、図lに示す段階別レベルを設定したゾーニングを行っている。

かったのは、 2009年8月実施の調査であり、 獲傾向を把握することが出来た。特に、段

総捕獲数の内訳の中で最も多いのは、チャ

タテムシ目で、総捕獲数の増加には必ず

チャタテムシ目の捕獲数の増加がみられる。

資料に直接的な害をおよぼす可能性の高

い虫の捕獲は、次の2例のみである。

2008年9月調査で収蔵庫3にて捕獲され

たヒメマルカツオブシムシ幼虫11固体はl巴vel.l

エリアでの捕獲で、あったがその後の捕獲は

無い。 2009年8月調査で書庫にて捕獲され

たタバコシパンムシl個体は人の出入りの多

いleve l. 2エリアでLの捕獲で、あり公共空間か

らの流入による捕獲と想定されるが、今後も

注意が必要である。Level.l目2エリアで捕獲さ

れた虫はこの2例を除いては主にチャタテ目

であり、 leveI. 3.4.5エリアではクモ目、ハエ目、

羽虫類も硲認された。季節別に見てみると、

総捕獲数は夏場に増加し、冬場に減少する。

j目l度 ・ 湿度とあわせた分析を行ったとこ

ろ、総捕獲数が多い2009年8月調査は、 2年

間のなかで最も高温・多湿であり、また総捕

獲数が最少の2009年2月調査の温度 ・湿

度は最も低温・低湿であることが確認された。

これは、チャタテムシ目が高温・多湿条件に

おいて大量発生する傾向にあることを示し

ている。捕獲結果には、温度・湿度の影響を

受けていることが確認された。

1.おわりに

2年間の生物生息モニタリングを実施し

たことにより、新営施設での初期の害虫捕
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階別レベルの中でI1又蔵庫 1.2、貴重書庫は

紙資料、収蔵庫3は器物(複合物)資料で

あり、注意すべき害虫を特定することでその

防御に努めたい。今後も長期的なモニタリ

ングを行うことによって、継続的にIPM活動

を行い保存環境の整備向上と安定化を目

指す。温度・混度の環境モニタリングも継続

して実施しているが、その報告は紙幅の関

係で

機会を得たい。

また、当館での害虫管理のために害虫

処理室を設置した。害虫処理室には、展示

借用資料やその外箱の清浄化管理を目的

とする空気清浄機能付棚と新規受入時に

資料の窒素殺虫を行うための窒素発生装

置を装備している。

2009年4月より随時資料受け入れ時に

行っている窒素発生装置による殺虫につ

いて、 1!!f，酸素状態になるまでの経過を酸素

濃度計を設置して計測を行い、無酸素状

態の温度・湿度の記錦を蓄積している。酸

素濃度計を用いた窒素殺虫を行い、殺虫

中の空間の酸素濃度を測定し、正確な無

酸素状態を目指すことで徹底した害虫の

根絶を目指している。

※当館における生物生息モニタリ ングは、 「有形文化

資源の共同利用を推進するための資料管理基盤形

成 J (人間文化研究機構人間文化研究総合推進事

業連携研究文化資源の高度活用研究代表者園田

直子氏国立民族学博物館) にて生物生息調査分析

システムを導入した。

※本資料は文化財保存修復学会第32回大会研究発

表要旨集 iMLAにおけるIPM活動の新しい実践と指

向J (国文学研究資料館・青木|佳・広瀬真紀) を加筆・修

正し、転載した。 (同要旨集140- 141頁)

※文化財保存修復学会第32回大会研究発表要旨集

「害虫処理における室長素殺虫と空気洗浄・調湿機能付

棚の活用J (国文学研究資料館・青木|陸・石井めぐみ・利

回玲子・広瀬真紀)(同要旨集150-151頁)

施設内図面にゾーニングで設定したエリアをレベル別で

色分けを行い、施設においての保存管理の在り方を明

確にし、 IPM活動につとめている。
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図3 エリア別捕獲数 展示室・閲覧室 日収蔵庫 i その他
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