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実在 か ら伝 説 へ

一

真 　柳 　 　誠

1　 毒 と 薬

　 「毒 に も薬 に も な ら な い 」 と い う常套・
句 は 毒 と 薬 が 表 裏一 体 な の

を よ く表 現 し て い る
。 中 国 で も古 く か ら 両 者 を 同 列 に み る表 現 は 多

い
。 　『周 礼 』 天．官 は 医 官 の 職 務 を、　「医 師 は 医 の 政令 を つ か さ ど る Q

“

毒薬
”

を あ つ め て 医 事 を行 う」 と 定 め 、 『史 記 』 も 「苦 い
“

毒 薬
”

ほ ど病 に き く」 な る 成句 を記 す 。

　さ ら に 中 国 1 世 紀 頃 に 原 型 が で き た 薬 物 書 『神 農．本．草経 』 は 毒 性

の 有無 ・程 度 を 一 基準 に
、 収 載 薬 を上 中下 に 分 類 し て い た 。 毒 性 の

あ る 薬物 で も 治 療 へ の 巧 み な 応 用 が 、 中 国 本 草 に 古 くか ら課 せ ら れ

て い た の で あ る o

　 し か し例 外 も あ っ た
。 薬用 が 一 向 に 開発 さ れ ず 、 毒 殺 の み に 用 い

られ た た め 、 中 国 本草 の 正 式 品 か ら除 外 さ れ 、 つ い に は 伝 説 の 毒薬

と な っ た 璃 島が そ れ で あ る 。

2　 毒 鳥 の 出 現

　 か っ て 毒 鳥 の 存 在 は 知 ら れ て お ら ず 、 そ れ で 鴆 鳥 も 空 想 上 の 産 物

と考 え ら れ て き た 。
と こ ろ が 『サ ン エ ン ス 』 1992 年 12 月 30

日 号 に 、
世 界 初 の 毒 鳥が 報 告 さ れ た

。

モ リモ ズ 属 の ズ グ ロ モ サモ ズ 等 で 、 ニ ュ
ー

ギ ニ ヤ の 密 林 に 棲 息 す る 。

実験 に よ り皮膚 ・羽 毛 に 毒 性 が 強 く、 羽 毛 に 毒 性 が 張 く、 羽 毛 25

mg 相 当 エ キ ス の 皮 下 注 射 で 全 マ ウ ス は 19 分 以 内 に 死 亡 。 主 成 分 も

ス テ ロ イ ド 系ア ル カ ロ イ ド の 神 経 毒 、
ホ モ バ トラ コ トキ シ ン と 確 定

さ れ た 。

　 こ の 毒 島 の 出 現 で 塲 烏の 古 い 記 録 に も 、 再 検 討 の 手 が か りが 得 ら

れ た の で あ る 。

3 　オ畠鳥 に よ る 毒 殺

　鵡 烏 に よ る 毒 殺 記 録 は 多 い
。 『春秋 左 伝 』 の 前 662 年 に あ た る

記 録 で は 耽 を飲 ま せ て 毒 殺 す る
。

耽 と は 鵡 烏 を し こ ん だ 毒 酒 の こ と
。

「国 語 』 の 首 656 年 に あ た る 策謀 で は 、 酒 に 鴆 、 肉 に ト リ カ ブ ト

を し こ む 。 後 漠 以 降 こ の 猛 毒 ト リカ ブ ト は 島頭 ・ 附 子 と 呼 ば れ る が
、

『国 語 』 は 最 も古 い 「菫」 の 呼 称 で 記 す 。 す る と 併 記 さ れ る 鴣鳥 の

存在 と毒 性 も葡「7 世 紀 か ら知 ら れ て い た こ と に な る
。
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方 、 　『国 語』 の 補「632 年 に あ た る話 で は 晋 の 文 公 が 捕 ら え た

威公 を殺 す た め
、 医 者 に 命 じ璃 を使 わ せ る 。 が 、 成 公 は 死 な ず 、 医

者 も と が め ら れ な か っ た o 公 然 の 刑 で は な か っ た か ら で あ る 。 　『春

秋 左 伝 』 の 記 録 に よ る と 医 者 の 名 は
’
．、 使 用 し た の は 、 耽 、 失 敗 し

た の は ．が 賄 賂 に よ り耽 を 薄 め た か ら、 と あ る 。 す る と 『周 礼 』 が

「毒薬 を あ つ め て 医 事 を行 う」 と 定 め 医 官 の 職 務 に 、 毒 殺 へ の 関 与

も想 定 せ ね ば な ら な い
。

　 と も あ れ 毒殺 は ふ つ う暗 殺 で 、 公 然 の 刑 で は な い
。 ト リカ ブ トは

一
方 で 薬 用 と さ れ て 応 用知 識 も広 ま っ た が

、 毒 殺 専用 の 鴣島 は 達 うo

非 公 然 の 需要 ゆ え毒殺 技 術 が 私 密裏 に 伝 え ら れ 、 古 代 の 人 々 に 恐 れ

られ た
。 闇 の 医術 で あ る 。

つ い に は 毒 が 何 で あ れ 璃毒 ・ 璃 酒 （耽 ）
・鴆殺 と 例 え る よ う に な っ た

。
日 本．で も葛 殺 の 記 録 は 少 な く な い が 、

そ の 多 く は ヒ 素 の 中毒症 状 に 類 似 し て い る の で あ る
。

　鵡 鳥 の 捕 獲 記 事 は 『晋 書』 に あ る
。

ひ と つ は 3 世 紀 末 の 石 崇 が 、

揚 子 江 の 南 に 派 遣 さ れ た と き璃 烏 の 雛 を入 て し た が 、 規 則 に 触 れ て

街 頭 で 焼 か れ た 記 事。
ひ と つ は 、 358 年 3 月 に 王 饒 が 穆 帝 に 葛鳥

を献 上 L た が 、 怒 りに 触 れ て む ち 打 た れ 、 鴣 鳥 も四 っ 角で 焼 か れ た

記 事 で あ る 。
こ れ ら は 鴆 鳥 と封 断 さ れ た 烏が 揚 子 江 以 南 に 棲 息 して

い た 事 実 を物 語 る
。

　唐 代 653 年 の 『唐律疏儀』 は 毒 薬 の 使 用 と 販 売 に 関 す る 刑 罰 を

説 明 し 、 毒薬 に 鴣毒 ・ 冶 葛 ・ 烏 頭 ・ 附 子 を挙 げ る 。 冶 （野 ） 葛 ・烏

頭 ・附 子 は 今 も 用 い る 生 薬 で 、 と も に 猛 毒 ア ル カ ロ イ ド を含 む
。 そ

れ ら 筆 頭 が 璃毒 な の は 、 7 世 紀 も鴆 島が 実在 して 毒 殺 に 使 用 、 な い

し そ の 可 能 性 が あ っ た 証 拠 に は か な ら な い
o

　 『鉄 囲 山 叢談 』 に よ る と 12 世 紀 初 も宋 政 府 の 毒 薬庫 に 鶏毒 が あ

り、 各 種 毒 薬 は 広 東 ・広 西 ・四 川 か ら 3 年 ご と に 献 上 さ れ 、 野 葛 ば

か り鴆 す ら 第 3 等 の 毒 で し か な い と い う。

　中 国 正 史 の 鴣 殺 記 鋒 は 北 宋 直 前 が 最後 で 、
の ち一 切 な い

。
ま た

「鉄 囲 山 』 以 降
・
、 璃 烏 の 実存 を 示 唆 し た 記 録 も な い

。 環境変 イヒ等 で

消滅 した の だ ろ うか
。 ち な み に モ リ モ ズ 属 の 各 鳥 は 現 中 国 に 棲 息 が

確 認 さ れ て い な い
。

　 以 上 は 、 か っ て 中 国 南方 に 璃 烏な る 毒 鳥が 棲 息 し た こ と を 強 く示

唆 す る 。
た だ 奇妙 な 点 も あ っ た

。 鵡 は 酒 に し こ ん で 飲 ま せ る の み で 、

肉 を食 べ さ せ た 記 録 が 一 切 な い
。

し か も 肉 を漬 け た 酒 は 味 や 色 や 香

気 が 変 化 し て 暗 殺 の 用 を な さ な い
。

ど こ を用 い た の だ ろ う。

4　 本草 と 蟯 鳥
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　 『神 農本 草経 ，』 に 鳩 烏 の 条 文 は な い が 、 犀角 の 条 文 に 言 及 が み え 、

璃 羽 中毒 を 犀角 が 解毒 す る と 記 す 。 な ち ば 鴆島 は 羽 毛 に 毒性 が あ っ

た も ち ろ ん 羽 毛 は 食 用 に な らず 、 鳩 羽 の 食 中毒 は あ りえ な い
。 用 途

は 毒 用 で あ る 。 ま た 羽 毛 を漬 け た 酒 な ら 味 。 色 ・香 気 の 変 化 も少 な

い
。 葛酒 は 羽 毛 を し こ ん だ の だ っ た 。

　
一 方 、 璃 ・ 醜 の 字 は 現 伝 す る 漢 以 甫 の 他 医書 に な い

。 近 年 まで に

出 土 し た 漢 以 首 の 医 薬 文 献．に も な い
。 鳩鳥 に 薬 効 が ま だ 開 発 さ れ て

お らず 、 闇 で 伝 授 さ れ る 毒 殺 の 用 途 しか な か っ た の だ ろ う。 そ れ で

医 薬書 で は 『神 農経 』 の み 羽 毛 中毒 を記 載 す る に 相 違 な い
。

　 365 薬 の 『神 農 経 』 は 500 年頃 、 陶 弘 景 の 増 補 注 釈 で 730
薬 の 『本 草集 注 』 に 改 言τ。 は じ め て 蕩 烏 が 正 式 品 と な り、　「塲鳥 の

毛 は 大 毒 が あ り五 臓 に 入 る と た だ れ さ せ
、 人 を殺 す 。 そ の く ち ば し

は 蝮蛇 の 毒 を け す 」 、 と 経 文 に 記 さ れ た 。 く ち ば し に 蛇 の 毒 消 し効

果．が 認 め ら れ 、 や っ と 本草 の 表．舞 台 に ・姿 を現 し た の
’
で あ る 。 さ ら に

陶 弘 景 は 注 釈 し て 、 く ち ば し の み な らず 羽 毛 も蛇 の 毒 消 し に な り、

くち ば し は 蛇 よ け に な る と も 記 す 。

　 と こ ろ で ニ ュ
ー ギ ニ ア の 毒 鳥 は 皮膚 ・羽 毛 の 毒 性 の た め 蛇 や 鷹 に

襲 わ れ な い
。 す る と 鴻 羽 の 毒 性 もタト敵 防 御 の た め だ っ た ろ う。 そ れ

で 蛇 は 中毒 を 恐 れ 、 毒 蛇 で あ ろ う と 鴆 鳥を襲 わ な か っ た 。 鴆 鳥 に 中
毒 し た り、 つ つ か れ て 逃 げ去 る 蛇 が 目 撃 さ れ た か も知 れ な い

。

　 と す る な ら 、 く ち ば し に よ る 蛇 よ け 効 采．は 以 上 か ら 連 想 と み る の

が 自 然 だ ろ う 。 連 想 を重 ね れ ば 、 く ち ば しや 羽 毛 に よ る 蛇 の 毒 消 し

効 果 も案 出 可 能 で あ る 。 け っ き ょ く鴣 鳥 は 毒 性 だ け に 現 実性 が あ り、

『集 注 』 の 経 文 や 陶 弘
一
景 の い う薬効 は 相 当 に あ や し い

。

　他 方 、 陶 弘 景 は 『集 注 』 で 増 補 した 356 薬 の う ち 173 薬 を 実

物 不 明 の 「有 名 無 用 」 に 分 類 し、 巻 末 に 一 括 し た
。

た だ し鴆 烏は 実

在 を認 め 、　厂有 名 、無 用 」 に 分 類 し て い な い
。

と こ ろ が 唐 政 府 が 『集
注 』 に 増 補 注 釈 し、 659 年 に 勅 選 し た 850 薬 の 『新 修 本 草』 は 、

璃 鳥 を 「有名 無 用 」 に 分類 し な お し た の で あ る
。

　す る と 『新 修』 は 鵡 烏 を 存否 不 詳 と 判 断 し た の だ ろ うか 。 そ の 6
年

1
前 、 同 じ唐政府 鎬 纂 の 『唐律 疏 義』 が 毒 薬 の 筆頭 に 鵡 烏を挙 げ る

に も か か わ らず 。 だ が 、 そ うで は な い
。

　 『新 修』 は 現 地 の 人 に 取 材 した ら し い 注 を鴆 鳥条 に 加 え 、 中 国 南

方 に 沢 山 棲 息 す る と い う。 ま た 陶 弘 景 の 注 に も反．論 す る 。 し か し蛇

の 毒 消 し i効 果 、 蛇 よ け 効 果 に は 一 切 コ メ ン ト し な い
。

さ ら に 「有 名

無 用 」 に 分 類 す る
。

　意 図 は 明 略 だ ろ う。 璃鳥 の 存在 を 否 定 した の で は な く 、 毒 性 の み
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認 め
、 あ や しげ な薬効 を認 め て い な い の で あ る。 換 言 す る と毒 に な

る が 薬 に な らな い
。 そ ttで 「有名 無 用 」 と し た

。

一 方 、 『新 修』 は

全 国 に 頒 布 さ れ た 公 定 薬物 書 。 璃 島の 薬 効 を誕 め る と
、 　『唐律琉 義』

に 定 め た 毒薬 取 り彜 ま りに 不 都合 を き た す 。 　「有 名 、無 用 」 と し た 背

景 に は 鵡島 の 毒 用 防 止 の 意 図 も あ っ た に 速 い な か ろ う。

　 か く し て 塙 烏 は 本草 の 表 舞台 か ら 消 え た
。

の ち宋 政府 ・明 政 府 の

勅 選 本草 も 「有名 未 （無 ） 用 」 に 分類 、 記 述 も 『新修』 の 文 章 を転

載 す る だ け で 注 ひ と つ 追 加 し な い
。 唐 も宋 も明 も政 府 な ら 当 然 の 対

応 だ ろ う。
ふ た た び 璃 鳥 の 実 像 が 闇 に 隠 れ て し ま っ た の で あ る

。

5　 実像 か ら虚 像 へ 、 そ し て 埋 減

　実像 が 闇 に か くれ る と 、 余 韻 で虚像 が 独 り歩 き し始 め る
。 舞台 は

説 話 の 世 界 だ っ た
。

　 『新 修』 よ り百 年 は ど後 の 『朝 野　載』 に 次 の 話 が あ る
。　「塲 の

水 飲 み 場 は 犀 が い る 。 犀 が 角をす す ぐ酋 に 水 中 の 物 を食 べ る と 必 ず

死 ぬ
。 鴣 が 蛇 を食 ら う か ら だ 」 。

こ れ は 塲毒 を犀 角 が 消 す と い う

「神 濃，経 』 の 説 と
、 嶋烏が 蛇 を 食 ら う と い う 『漠書』 応 　注 の 結 合 。

瘍毒 が 蛇 に 由 来す る こ と も 暗 喰 して い る 。

　鵡毒 を蛇 由 来 と 明 言 す る の は 宋 代 の 文 献 に 多 い
。 さ ら に 宋 代 12

世 紀 の 『爾 雅 翼』 は 毒 性 に か ら め 異 島ぷ りを述．べ た 説 話 を 広 く集 め

て い る 。
こ う し て 塙烏 は 唐宋代 の 説 話 中 で 虚 像 が 膨 ら ん で い っ た 。

に もか か わ らず 一 達．の 話 に は 、
か っ て 暗 殺 に 用 い ら れ た 陰 惨 な 鵡毒

の イ メ ー ジ が 片鱗 も な い
。

　説 話 の 時代 は 」鳴殺 と さ れ る殺 人 記 録 が 史 書か ら き え る時期 と ほ ぼ

甫 後 す る 。 そ れ で 塲 烏 へ の 恐 憐 感 が 失 わ れ た ら し い
。 逆 に 毒 蛇 を食

ら う益 鳥 の ご と き イ メ ー ジ が 生 ま れ た
。 鵡毒 の 対 象 は もは や 人 で な

く 、 蛇 な の で あ る
。

　 し か し 鴆 島の ．虚像 化 も 宋代 12 世 紀 で ほ ぼ 終・わ る o 唐代 に 薬効 を

否 定 さ れ 、 宋 代 に 毒 物 と し て 現 実性 す ら 失 っ た 鴆 烏 に 与 え ち れ た 道

は た だ 一
つ 逓 去 の 全 記 録 が 伝 説 と み な さ れ 、 歴 史．の 片 隅 に 埋 め ら れ

た の で あ る
。

・伝説 に し て も 、
い わ ば 忘 れ られ た 化 石 で あ っ た

。

と こ ろ が ニ ュ
ー ギ ニ ア の 毒 島か ら、 鴆 烏 の 虚像 と 見 分 け る 手 が か り

が 得 ら れ た 。 検 討 の 結 采．
、 璃 ，烏は ほ ぼ 7 世 記 ま で 薙 実 に 中 国 に 実 在

し て い た
。

の ち伝 説 化 が 進 行 し 、 さ らに 一 転 して 伝 説 の 伝 承 ま で と

だ え た 事情 も知 る こ と が で き た 。

　 い ま筆 者 は ニ ュ
ー ギ ニ ァ の 毒 鳥 と は 別 に 、 鴆烏 に 該 当す る 烏が ま

だ 実在 す る 可 能 性 を求 め 、 実験 的 な 解 明 を考 えて い る 。
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