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　 Crude 　drugs　are 　natural 　products 　which 　over 　the　years 　of 　human 　experience 　have 　come

to　be　regarded 　as 　rnedicine ．　 Of　course ，　if　onedoes 　not 　understand 　their　histor ｝
・，　one 　cannot

understand 　their 　significance 　as 　rnedicine ．　 Since　crudc 　drugs　exist 　because 　of　the 　experi −

encc 　of 　human 　bcings，　the 　sciences 　of 　pharrDacopoeia　and 　natural 　products　are 　inherently

different、　In　the 　study 　of　crude 　drugs 　it　is　therefore　important 　to　consider 　their　history　as

well ．

　 Since　the 　n エiddle　of 　the　20th　century ，　there　have　been　a　series 　of 　archaeologica ！djs−

coveries 　in　China　and 　Japan　relating 　to　traditional 　pharmacopoeia ．　 These　discoveries　are

important 　 historical　data，　 which 　provide 　 reliable 　 information　 about 　the　origins 　 of　the

pharmacopoeia ．　 Regrettably　 however ，　this　 new 　knowlcdgc ，　brought 　 to　 light 　by　thcse

recent 　discoveries，　is　not 　reflected 　in　the
卜‘
Commcntary 　of　the　Japanese 　Pharlllacopoeia

”．

　 This　paper 　contains 　 new 　knowlcdgc 　 about 　the　 100　kinds　of　crude 　drugs 　listed　in　the
“
Japanese 　PharmacopQeia 　Fifteenth　Edition

”
．

Keyw 〔〕rds ：History　of 　pharmacy ；Chinese 　drugs ；Japanese　Pharmacopoeia ；Shen−nong 　bcn −
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L　 緒 言

　生 薬 は，人類 の 長年 の 経験 に よ っ て 薬物 と して の 評価 を

与 え られ た 大然物で あ る．当然，そ の 来歴 （沿革 ・歴 史）

が わ か らな けれ ば，そ の 薬物 と して の 意味 は わ か らな い ．

すな わ ち薬物 た り え な い と い う こ とに な る．生薬 とは 人間

を主体 とす る もの で あ り，そ の 点 に お い て 生薬学 と天然物

学 と は本質的 に 異 な る．生薬研究 に お い て そ の 来歴の 検討

が 重要 な 意義 を もち，漢薬研究 に い ま も っ て 本草学が 必 須

で あ る ゆえ ん は こ こ に あ る，

　「日本薬局方解説』 に は従来 「来 歴 」の 項 が 設 け られ，生

薬 に 関 し て も解説 が な さ れ て い る が，東洋の 医薬学 史を 専

攻す る 筆者 の 観点 か らは，必 ず し も的 を 射 て い る と は い い

が た い 記述 が少 な くな い よ うに 思 え る．

　漢薬 の 解説 を 巾国医薬古典 に 依拠す る に あ た っ て は，さ

ま ざ ま の 問題 が あ る．た とえ ば，現 今わ れ わ れ の 典拠 と し

て い る 「神農本草経」 や 『傷寒論」 な どの 古典が 旧 来 の 記

述 を 真に 伝 え て い るか．こ れ に は多 くの 疑点が あ り，古文

献 学 的 知 識 に 通 じて い な けれ ば，こ れ らを 用 い た 解説 な ど

容易 に な しえ な い はず で あ る．さ ら に，古典 に 記載 さ れ る

漢薬名 と今 日通 用 して い る生薬名が ，は た して 同
一
天然物

を指 して い るの か ， と い う名物同定 は もっ と もや っ か い な

問題 で あ る．『神農本草経」収載品の う ち今 凵 の 同定 が正 し

い もの は何 割あ るで あ ろ う．確証を 欠 き，断定 しか ね る も

の は 少な くな い ．

　例を とれ ば 「E」本薬局方解説』
1．z〕

の 「サ イ コ BUPLEURI

RADIX 」の 来 歴 の 項 に 「神農本草経 の 上 晶に 収録 され，そ

の 薬 能 は ……と 紀 載 さ れ ，ま た 張元素 は
……と述 べ て い

る 」 と い うが ，『神農本草経』に は 「蕋 胡」 が記 載 さ れ て い

る （い た ） の で あ って ，サ イ コ ，い わ ん や BUPLEURI
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RADIX が 記載 さ れ て い るわ けで は な い ．両者が 同
一

物 で

あ る 確 証 は な く，「神 農 本 草 経 』
3”6）

を 持 出 す の で あ れ ば

「正 胡 と称 さ れ る薬 物 は神 農 本 草 経 の ……
に 収 録 され て お

り…
」 と書 く ほ か な い の で あ る．っ い で なが ら，

こ こ に 唐

突 に 出典も示 さず 張元素 を引用す る意 図 も理 解 しか ね る．

張元素は何 の 本で そ う述 べ て い る の か．典拠 が な い ．そ の

うえ 同定 問題 が 曖昧な ま ま，占典 を引用 して い く ら薬能を

論 じて も しか た な か ろ う．

　 さ て ，近来 （20 世紀後半以 降），巾国 で も 日本 で も伝統薬

物 に 関連す る 考古学的発見が 相次 い だ，こ れ らは従来 の 伝

世資料 を 時代 的 に は るか に さか の ぼ る現 物 （ 炊 資 料 ） で

あ り，薬物 の 来 源 に 関 す る確実 な 情報 を提 供 して くれ る か

けが え の な い 史料で あ る．そ の 重要性 に っ い て 筆者は こ れ

ま で 関 連学会 に お い て い さ さか 力説 して き た っ も りで は あ

るが，遺憾な が らい まだ に こ れ ら新出上資料に 着目 し， 生

薬の 来歴 を再検討 しよ う とす る気運 に 乏 し く，新知 見 に よ

る成果 は 『凵本薬局方解説』 に い さ さか も反 映 さ れ て い な

い ．こ れ を 機会に 少 しで も斯界の 注意 を喚起す る こ と が で

き れ ば 幸で あ る．

2．　主な 出土資料

2．1　馬王 堆漢墓 医書
T／・お よ び薬物

一
紀元 前 2 世紀

　 1973 年，湖南省の 省都
・
長沙で ， 馬土 堆漢墓 が 発掘 さ れ

た．紀元前 2LU紀前半の もの で あ る．一
号墓 ・二 弓墓 ・三

号菓 の 三 っ か らな っ て い た．一
号墓 か らは長沙⊥ 侯 の 妻 の

生 々 しい ミ イ ラ が 出て き た．手 に は死後 の 世界 で も服用 す

べ く漢方薬 を 握って い た．病理 解剖 に よ っ て 生 前 の さま ざ

ま の 既往歴 もわ か っ た．三 弓
．
墓 は 息 子 の 墓 で，こ の 人 は 医

学 と深 い か か わ り が あ った よ うで あ る．M 種 類 もの 医学 書

が 出⊥ した．こ の う ち漢 薬の 起 源 を探 る上 で もっと も貴 重

な の は 薬物 に よ る 処方集 『五 十二 病方」 で あ る．約 1 万字

近 くか ら成 る帛書で ，52種 の 病気 に 対 し，
270 余 の 処 方 を

収載．約 240 種 の 薬物 （生 薬）が 使 わ れ て い る．2000年以

上 の 歳月を 経た 資料の 揖傷 は激 し く，巾国側の 研究 発 表に

は不備 が あ る．筆者の 研究 室 で は 先年 そ の 書物形態 の 復 元

に 成功．中国を 凌駕す る 研究 成果 を え た
S）．

2．2　武威医簡 ほ か

　武威医簡
9）

（紀元 後 1世紀） は 1972年，甘 肅 省 の 武 威 県

早灘 坡 の 漢 墓 か ら 出 土 した 木 簡 ・木 牘 に 書 か れ た 医 方 集

で，処方数 は約 30方，用 い られ る薬物 は約 100 種．こ の ほ

か，古 い もの で は 1977 年，安徽省亭．陽 で 出土 し た 木簡 『万

物』
1［j／

（紀元 前 2LU紀），あ る い は敦煌漢簡 （紀元後 1〜3世

紀）や 居 延漢簡 （紀元後 1〜3 世紀）な どが あ る
11）．また ，

器 物 と して は，1968年，河北省満城県 の 中山王墓 （紀元前

2世紀） か ら出 ヒした 製剤器具が ある
［〜：1．

2．3　 E 本古代 の 医薬木簡
一7〜8 世紀

　従来，日本古代の 医薬事情 を 示す現物 と し て は ，平安時

代， 8 匿紀半ば の 正 倉院薬物 ・種 々 薬帳 し か 知 ら れ な か っ

た が
t3．m ，近年，藤原京跡 か ら 多 くの 医薬関係木簡が 出上

し だ 詞 7〕．こ れ ら は 大宝令施行
一
ドの 現物で （飛鳥〜奈良時

代，7〜8 世紀初），多 くの 新知 見が 得 られ た．荷札 ・f・」
．
札類

に は，麻 黄 ・麻 子 ・麦 門 冬 ・署 預 ・龍 骨 ・大 黄 ・商 陸 ・松

羅 ・楡 皮 ・菖 窮 ・当 帰 ・鳥 頭 ・桔 梗 ・人 参 ・五 茄 ・懼 麦 ・

夜干
・大 戟

・蛇 床子
・蛇 脱皮

・地 黄
・白朮 ・独 活 ・

葛根
・

非子
・知 母

・
牛膝

・杜仲 ・桃人 ・黒 石英 ・石 流黄な どの 薬

物名が 見 え，処方書や薬物請求受領書の 類に は こ の ほか，

漏盧 ・列麻 ・
黄苓

・
枳実 ・

自僉，自微 ・
勺薬 ・廿 草

・兎糸

子 ・石 斛 ・白 正 ・白鍍 ・桂心 ・茯令 ・車前 子 ・西 辛 ・久

参 ・土 風 行 ・防風 な どの 薬物名が 需か れ て い る
咄 ．

3． 具 体 例

　以 下 に 「第十五 改正 凵本薬局 方」 収載の 生薬か ら漢 薬 を

い くっ か 選択 し， 筆者 の 来源 に 関す る知 見 を 提 示す る （漢

薬名の 来歴 で あ っ て ，基原物が 同
一で あ るか は別問題 で あ

る）．ま た古来の 和名に つ い て も 『和名類聚抄』
贈 「本草和

名』
：o） 『医心 方』

L’1〕な ど の 古文 献 に よ る知 見 を付 記 す る．な

お，引用文献 に は初出の 箇 所 に の み 成 立 年代や 典 拠を 示 し

た．

　 〔威霊 仙〕六朝 ・唐の 医方書で は使わ れ て い るが，本草書

に 立 項 した の は宋 の 『開 宝本草 』   73 年 成．「証 類 本 草 」

引） か ら．従 来，腰脚 の 冷 痛 を 中 心 に 用 い られ，『唐 本 草 』

（r証類本草」引）で は 「腰腎
・
脚膝の 積聚 ， 腸内の 諸冷」

の 痼疾 に 効 く と し ， 「開宝 本草」に は 「諸風 腹内冷痛 ， 心

膈痰水，久磧
・
廠廏，膀胱宿膿 ， 腰膝冷疼，折傷」 な ど の

主 治症 が あ げ られ て い る，

　〔茵薩蒿〕『神農本草経』（森立 之本） ヒ晶に 「茵陳蒿」の

名称 で 収録．
「
風湿 ・寒熱 の 邪 気 の 熱結，黄疸 を治 す」 と記

載され て い る．古くは
冖
因 塵蒿」「因陳一と も書か れ た．蒿

（よ もぎ） に 似 て お り．茎 幹 は冬 を経 て も枯 れ ず，「陳 （ふ

る） き に 因 」 っ て 春 に 再 び新葉を 生ず る こ と か らそ の 名が

あ る とい う．古方 （『傷寒論」 『金漬 要略 」）
22 ）

以 来，黄疸の

妛薬 と して 用 い られ た ．和名の 1
．
ひ め よ も ぎ」 は 蟾艾 （ひ

きよ も ぎ）の 意．俗 に 「か わ らよ もぎ」「ね ず み よ も ぎ」 と

も．

　 〔茴香〕「新修本草』 （659 年成．『証類本草」 引）中島 に

「蔵香 （カ イ コ ウ ）子」 の 名称 で 収録．「諸瘻 ・霍乱及 び蛇

傷を主 る 1 と記 され て い る．『開宝本草』 に 「
一

名茴香子」

とあ る，茴 香 の 称 は北 方人の もの で ，宋代か ら と もい わ れ

るが ，唐以 前の 医方書中 に も見え て お り，さ ら に 3 世紀 の

督康の 詩 「茴香賦』 に 「茴香 の 蒙楚の 間 に 生ず る を 見る 」

と あ る か ら，相当古 い．「か い こ う」 と読 む の が 本来 の 音 で

あ るが ，凵本で は古来 「うい き ょ う」 の 慣用音 で 通 って い

る．

　 〔鬱金〕中国辺境民族 の 鬱人所用 の 物産 と さ れ，中国占代

か ら黄色染料 ・呑料 と して 用 い られ た．本草書で は r新修

本草』 か ら収載 　日本で は 『本草和名』 か ら収録 され て い

る．漢名 は 本来 は 「う っ こ ん 」．

　 〔営実〕『神農本草経」土 品 に 収載．「
．
廱疽 ・悪 瘡，結肉 ・

跌筋，敗瘡 ・熱気，陰蝕 の 廖え ざ る を 治 し，関 節 を 利す 」

と 記 さ れ て い る．古方で は 用 い られ ず，後世方で し ば し ば

（69）
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配 剤 され る．和名は 「うは らの み 」，の ち 「い は ら （い ば

ら）」．と もに 棘刺が あ る こ と か ら．「は ら （ば ら）．1は針 （は

り） と 冂　戸．薔薇 （シ ョ ウ ビ） の 訓 （ば ら） も同 じ．

　〔延 胡索〕薬用 と して 知 られ た の は唐代 か ら．『開十本草』

に
一
破血，産後諸病，血 に よ っ て な る と こ ろ の もの ，婦人

月経不調，腹中結塊，崩中淋露，産後血運，暴血衝 ヒ，損

（傷）に よ る下血」 と 記 され て い る．宋代以 降 の 医方書 に し

ば しは 用 い られ る よ うに な っ た．玄胡索 と も書か れ るが，

こ れ が 本来で ，延 は 宋帝 の 避諱字 とす る説 もあ る．

　 〔黄耆〕馬モ堆医君 に 「黄蓍」「黄輿」 「戴 呈 一と表記 して

楽用 に 供され て い る．「神農本草経」中品 に 収録 され，「癰

疽 ・久敗瘡を 治す．排膿 ・止痛．大風
・
癩疾 ， 五 痔

・
鼠瘻．

補虚．小児 百 病」 と記 され て い る．古方で は 『金貴 要略」

に 用 い られ て い る．「老『 」 は長 ・老の 意．根が 黄色 で す こ ぶ

る長 い こ と に 由来す る．和名 は 「や は ら くさ」 「か は ら く

さ 」．前者 は恨が軟 らか く綿 の よ うで あ るか ら．

　 〔黄苓〕馬干堆医書 ・武威医簡 ・敦煌漢簡中 の 処方 に す

で に 用 い られ て い る．『神農本草経 」 中 品 に 収録 ．「諸 熱，

黄疸，月勿 僻 ・泄 利 を治 し，水を 逐 い ，血 閉 を下 す．悪 瘡 ・

疽蝕 ・火 瘍 」 と 記 され て い る．古方以 来 ， 漢方方剤 に しば

しば 配 合．凵本で は飛鳥時代の 木簡 （藤原京跡出土 ）に 「黄

苓」 カ。己され，平 安時代 に は 「ひ ひ ら ぎ」
一
は い しば」 と訓

じ られ て い た が，こ れ は今の コ ガ ネバ ナ とは別品 で，実 は

柊 （ひ い ら ぎ）．そ の 某 は白
．
刺で

「
ひ い ら ぐ （痛む ）」か ら．

柊 は 柊木に 由未 季る．其 挿の コ ガ ネバ ナ は享保 年 間 に 朝 鮮

か らもた ， さ れ栽培 され た．

　 〔黄精〕「女萎 （萎蕘）」 の 類 似品 で ，細 部 に つ い て は古 来
二
耆説 が あ る．「名医別録』（2〜3 世紀）上 品 に 収 録 さ れ，「中

を袖 い 気を 益 し，風湿を 除 き，五 蔵を 安ん ず 」 と 記 され て

い る．和名 は 女萎 と 同 じ く 「あ ま な一．ま た 「お ほ え み一「や

ま え み 」 ．女萎 は 丘陵原野 に 生 じ，黄精 は濠山中 に生 じて 女

萎 よ り も茎葉根 の 形が 大きい か ら．前者 は俗称 「あ ま と こ

ろ 」，後者 は 俗称 「な る こ ゆ り」 に あて られ る．

　 〔黄柏〕柏の 字 は 本来，檗 もしく は蘗 の 字 が用 い られ る．

「神農本草経」中品 に 「蘖木」 の 名称 で 収載．「五 蔵 ・腸胃

中 の 結勲 気，蕾 疸 ・
暢痔を 治 し，泄利，女子 の 漏 卜

．
赤白 ・

陰陽蝕 瘡 を 止 む」 と記 さ れ て い る．古方で は 黄牽を 用 い る

処 方 が数方 あ る．和名の 「き は だ 」 は 黄色 い 肌 （膚）の 意．

古来，黄色 染料 と して 汎用 され た．

　 し黄連〕武威医簡の 処方 e
’
用 い られ て い る．「神農本草経」

中品 に 収録．「熱気，口痛 ・眥傷 ・泣出を治す．明目．腸

僻
・
腹痛

・
ド利，陰中1醐甫．久 し く服せ は 人を して 忘れ ざ

ら しむ」と 己され て い る．「黄」は い うまで もな くベ ル ベ リ

ン の 色 （黄柏 も冂）．「連一は 根 が 連珠 の よ うだ か ら （江蘇

あ た りの 産品）．古方 以 来，漢方処方中に し は し は 配 合 和

名は 「か くま く さ 」．崖 間 （が け ま ）草 の 意 で，崖石の 間 に

牛 ず る こ と力 冫．

　 〔遠 志 〕武威医簡 の 処 方中 に 用 い られて い る．『神農本草

経』 の 上品 に 収載 さ れ，「歎逆 ・傷中を治 し，不足 を補 い，

邪気 を除 き，九竅 を利 し，智煮を 益 し，耳 目聡明 に して ，

忘 れ ず，志 を強 く し，力 を 倍す」 と 記 さ れ て い る．古方で

は用 い られ て い な い カ，六朝時代以 降の 方書 で は しば しは

用 い られ る．日本 に は原産 し な い が，江戸時代 に 凵 本に 真

物力 もた ら され，「ひめ は ぎ （姫萩）」 と称 され た．

　 〔夏 枯草 「神農本草経」下品に 収録 さ れ，
「

寒熱
・
瘰 ）V ・

鼠瘻 ・［：〔瘡を治 し，癌 を破 り，瘰 ・結気 ・脚腫
・
湿痺を散

ず 1と 記 され て い る．和名 は 「うる い 」「うる き」．俗 に 「う

っ ぼ ぐ さ （革→草 ）」．一
説に 「じ ゅ うに ひ とえ」を充て るが，

誤 り ら しい．江 戸後期 に 倡 建 か ら舶載 さ れ t 夏枯草 の 鉢植

品 は 口本 の 「うっ ぼ ぐ さ」 と 同
一

品で あ っ た と い う．

　〔何首烏〕本草雫 と して は 宋 の 「日華子本草』 （10世紀後
’
卜．「［1類本草』 弓D や 「開宝本 r螽：』 か ら収録 さ れ，而者 に

は
一
久服 す れ ば 人を して 子 あ ら しめ，腹蔵 の 宿疾，一

切の

冷気，及 び腸 風を治す」，後者 に は 「瘰癧をキ り，癰腫を 消

し，頭面 の 風瘡 ・五痔を療 し，心痛を止 め，血気 を益 し，
髟

智 を黒 く し，顏色を悦 くし，久服すれば筋骨を長 じ，精

髄を益す．……また 婦人産後，及び帯下諸尸を冶す」 と記

され て い る．中唐 以 降，薬用 に供 され る よ う に な っ た ら し

い ．

　〔莪朮〕「開宝 本卓』中品 に 「蓬莪茂 （ほ うが じ ゅ っ ）」（茂

の 読 み はあ るい は
一
し ょ く」）の 名称 で 収録 さ れ，「心 腹痛，

中悪 ・症 忤
・
鬼気 ， 窪乱

・
冷気 ， 吐酸水，解毒，食飲不消

を 主 る」 と記 され て い る．「薬性論」 （7世紀．『証 類本草」

引） に 「夂子の 血 気心痛を治 し，痃癖 ・冷風 を破 る k 『囗

華 」
t・
本草 」 に 「一切 の 気 を治 し，胃 を 開 き食を消 し，月経

を通 じ，瘢 11rLを消 し，撲樌痛 ・下 ［1旺お よび 内損 ・悪血等を

止 む」 と い う．莪 朮 の 称 は明 の 『医学 入 門』 （1575 年 成 ）
z「’）

に 見 られ る，後 世 方 に 用 い られ る．

　 〔葛根〕 「神農本草紅」 中品に 収載 　「消渇
・
身 人熱 ・

嘔

吐 ・　，，9一痺 を冶 し，陰気 を起 こ し， 譖毒 を解 す」 と記 され て

い る．凵本で は飛鳥時代 以 前 か ら食用
・
薬用 と さ れ て お

り，和A は 「くず の ね一．「ぐず 1は 「か っ ら （葛）．」の 縮首．

「か っ ら」 は 1懸 （か ） け連 （っ ら） な る　 に 由来し，「っ

る （蔓）」 も同
τ

源．別 説 に 「くず （くす ）」 は 「くす り」

の 旧各と も．

　 〔楯楼 仁 ・瓜 呂根 ・天 花粉 〕『神農本草 経 』中 品 に 「枯 楼 」

が 収録．「消渇，身熱 ・煩満，大熱を 冶 し，虚 を 補 い，中を

安ん じ，絶傷を 轄 （っ な ） ぐ」と 記 さ れ て い る．『爾雅 」（紀

元前 3〜2世紀）　 に 「果羸 の 実，括楼」 とあ り，斉人 は こ

れ を 「天瓜 1と呼ん だ．「括楼 」は木偏を草庖 に して 「苫婁」

と も書 く．
一
瓜呂」 は後世 の 略字 で 同

．
物 ．「神農本草経」

の 枯楼 は恨を薬用 と し，「括楼恨 （瓜呂恨）一を い う．狂楼

仁 は 兀 来 「恬楼実一i で あ る．括楼根 ・楙 委実 と もに 古方以

来，漢方処方中 に 用 い られ る．天孔 は 天瓜か ら転 じた もの

で ，天花粉 は 栖楼根 の 粉．和名 は 「か らす う り （烏瓜 ）」．

俗名 は 「きか らす う り （黄烏瓜 ）」．

　〔甘草〕馬 モ堆医書以 来 「甘 r勾 の 名で ，漢方処 方中，一最

も頻用 され る 生 薬．厂神農本草径』 上 品 に 収載 「五 蔵 六 府

の 寒熱邪気を 治 し，筋骨 を堅 く し，肌肉を長 じ，力を 倍す．

金創，櫨 （腫）．解毒」と記 され て い る．廿味 の 強 い こ とか

（70 ）
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ら 「蜜甘」「美草一の 別称 も．処方中に あ っ て 守備の 役 目を

す る代 表 薬 で あ る こ とか ら 1
．
国老一の 異称 もあ る．日本で

は飛 鳥 時代 か ら薬用 に 供 さ れ た が ，国産 せ ず，舶載 品 に

よった．和名 は 「あ まき （甘木）⊥

　 〔桔梗〕『神農本草経」中品 に 収載．［胸脇痛む こ と刀 刺す

るが 如 く，腹満 して 腸鳴する こ と幽々 （おくふ か い さま ），

驚恐 ・
悸気 を治す一1と記 され て い る．「桔」 も　梗 」 も直立

す る形状を 意味す る と い う．武威医簡 ・敦埠漢簡中の 処方

に 配合．占方以来，し ば し ば 用 い ら れ る．日本で は飛 鳥 時

代か ら薬用 に 供 さ れ た．和名は 「あ りの ひ ぶ き」 ま た 1
一
お

か と ど き」．ただ し 「あ りの ひ ぶ きゴは 元 米，沙参の こ と で ，

「蟻 （あ り） の 欸冬 （ふ ぶ き）（小 さ い 欸冬）」 の 意 ら し く，

実 は 「おか と ど き　（山中の 乳木）」 が 桔梗 に相当す る ら し

い ，

　 〔菊花〕『神農本草経』 上品 に 「菊華」 と して 収録．「風

頭 ・頭眩 ・腫痛，目の 脱せ ん と欲 し，涙出で ，皮膚死肌，

悪風 ・湿痺を治す」 と記 され て い る．和名は
一
か わ らお は

ぎ」．た だ し本来，菊 は H本 に 自生 せ ず，「き く」は 中 園音．

「菊」 と 称 し 花が め で られ る もの はす べ て 漢 種 で あ る と い

う．

　 〔枳実 ・陳皮 ・（橘皮）〕 「神農本草経」上 品 に 「橘柚」が

収録．1

−一
名橘皮．胸中の 疲 熱 ・逆 気を治 し，水穀 を利 す．

久服 す れ ば 臭を 去 り，気 を下す 」と記 され て い る．『ヨ1氏春

秋」 （紀元 前 3世紀，『証類本草」唐本注引） に 「江浦の 橘

と雲夢 の 柚 が よ い 」 とあ り，1
．
柚 は 橙 で，大 きい もの が 橘」

（郭璞．4 世紀 初．『証 類本草』唐本注引），「小 さ い もの が 橘

で，大 きい もの は 柚」 （孔安国．紀元前 2〜1世紀 『証類本

草』唐木注 引） な ど と古来渚説が あ り，橘柚 は H橘 類の 総

称 ら しい ．薬用部の 果皮 の 紅色 の もの は 橘紅 と も称 さ れ

た．陶弘景 （「本草経集注」．5〜6世紀．「証類本草』引）以

来，陳 （ふ る ）い もの が 良質 と さ れ た こ とか ら橘柚 （橘皮）

は 「陳橘皮」，ま た略 して 「陳皮」と も呼 ばれ た．別 に 『神

農本草経」中品 に は 「枳実」が 収録 「大風の 皮膚中に あ り

て 麻豆 の ご と く，痒 に 苦 しむ を 治 し，寒熱
・
熱結を 除 き，

利 を止 め，肌肉を長 じ，五 蔵を 利す」 と 記 さ れ て い る．枳

実 の 大 きい もの は 「枳殻」 と称 さ れ た ．枳の 和名 は 1か ら

た ち」．す な わ ち 「か らた ちば な 」の 略で ，中国の 橘 と い う

意．

　 〔羌活
・
（独活）〕『神農本 学経 』上品に 「独活」 が収載

別名 と して 「羌活」 「羌青．1「護羌使者」の 称 が記 さ れ る．

薬効 は 「風寒所撃，金 創
・
止痛，貰豚，癇痙，女子疝綾を

治 す一1 と記 さ れ て い る．独活 は 『金 匱要略』 の 附ノ∫や六 朝

の 医方書中に 見 え る が，羌 活 は 古方 で は用 い られ な い ．唐

代 か ら は独活 と羌活 は 区 別 さ れ る よ う に な っ た ら し く，

『新修 本 草 」に は 「風 を 治 す に は独 活，水を兼 ね る もの に は

羌 活 が よ い 」 とあ り，『日華 子 本草 」 に は
「

独活 は 羌 活 の 母

の 類」 だ と い う．羌 は もと 中国酉部 の 民族名
・
地名．独活

は 日本 で は飛鳥時代 か ら用 い られ て い る．和名 は 二う と

（うど）．．1「っ ち た ら一1．「
．
う」 は 「を 」 の 転 で 山 L （峯上 ）の

こ と．
「

と」 は 「た ち」 の 縮音で ， 「う と」 は 「お た ち （峯

立 ）」 の 意 　山上 の 陽 地 に 直立 す る か ら と い う．あ る い は

「埋 （うつ ）」の 転 （芽の ⊥中 に あ る を 食すか ら） とす る説

も．「た ら 1は 「た ら （た らの き）」の こ とで ，葉が 相似す

る こ とか ら 「っ ち た ら （十 梱）」 の 称が あ る と い う．

　 〔杏仁〕『万物」 に は …
一
杏覈」と書か れ て い る．『神農本草

経」 ド品 に 「杏核」 と して 収載．1歙逆 L気 雷鳴，喉痺を

治 し，気を ドす．産乳，金 創，寒心，貰豚」 と 記 さ れ て い

る．『傷寒論』 で は 「杏子」 と称す る．実 （み ） （中が 実

〔じ っ ） して い る）の こ とを 子 と も い う．実 の 中が 堅 くて 石

の ご と き もの を 「覈 （カ ク ）」 あ る い は 「核」 と い う．核 の

柔軟 で 湿 潤 な もの を 「人」 とい い，北宋 の 『証類木 草』 か

ら こ れ を 「杏核 人」 と称 す る よ う に な り，元明以 降，「人」

を 「仁一に 書 き改 め，っ い に 「杏仁」 と表記す る に 至 っ た．

和名 は 「か ら も も」で ，中国か ら伝わ っ た 桃 の 意，「あ ん ず 」

は
一
杏干 （ア ン ズ）−1か ら，「杏仁 （ア ン ニ ン ）」 の 俗称 も同

様で ，ア ン は 唐音 と い う．

　 〔枸杞〕f神農本草経』上品 に 収載 「五 内 の 邪 気，熱 中 ・

消渇，周痺 を治す 」 と記 さ れ て い る．占方に は配 合 さ れ て

い な い が，六 朝時代以降，養生薬 ・強壮薬 あ る い は治療薬

と して 用 い られ た．和名は 1
．．
ぬ み くすね 」．「ぬ み」 は 「の

み （飲）」の 転．「くすね 」 は 「くす りの ね （薬根）」の 転で ，

飲薬の 根 の 意か と思われ る．

　〔苦参〕武威医簡の 処方 に 用 い られ て い る．「神農本 草：経」

中品 に 収録．「心腹結気，廠捜 ・積聚，黄疸，溺余瀝 あ る を

治 し，水 を逐 い ，廱 腫 を 除 き，1−Pを補 い ，目を 明 らか に し，

涙を 止む 」 と 記 され て い る、根 が す こ ぶ る 苦 い こ とか ら こ

の 薬名が あ る．占方で は 「金 匱要略』の 処方 に 用 い られ，

後世方 に 配剤 さ れ る．日本で も飛鳥時代か ら使わ れ，「久

参」 と も表記 され て い る，和 名 は 「くら ら」 ま た 「ま ひ り

くさ」．前者 は苦味が 強烈な た め に 目が 「く ら く ら」す るか

ら．後者 は 「め ひ り く さ」 の 訛 で ，目を 洗 う と 目が 「ひ り

ひ り．1す るか ら とい う．

　〔荊芥〕『神農本草経』 ］1［品 に 1
一
仮 蘇」 の 名称で 収載 「寒

熱 ・鼠瘻 ・瘰癧 ・生瘡 を 治 す．結 聚 の 気，こ れ を 破 散 し，

瘢血 を 下 し，湿痺 を 除 く」 と記 さ れ て い る．「井
’
lj芥 」の 薬 名

は 『呉普本草」 （3 世紀．「証 類本草』引）か ら．古方で は用

い ら れ ず，後世方に し ば しば 配 剤 さ れ る．和名 は 「い た ち

はぜ 」 あ る い は 「い た ち く さ」．「
．
い た ち 」 と は似て 非な る

もの の 意．「はぜ 」 は俗 に い う 「
．
はぜ うる し⊥

　〔桂皮〕 馬王堆医書 や武威医簡な どで は 「桂一1 あ る い は

「困 （キ ン ）桂」 と記 され，『神農木草経 」上品 に は 「箘桂」

「牡佳」の 名で 収載 さ れ る．ま た 1囗来，医方書 で は 桂」「桂

心一「肉桂一1な ど と 称 し て 用 い ら れ る．「傷 寒 論 』「金 匱 要 略 」

で は 「株枝 」 と称 さ れ る が ，こ れ は特殊 な 表 現 で ，あ る い

は 「支」 と 「皮」 の 字形 の 相似 に 由来 す る訛 か と も思 わ れ

る．日本 で は 飛鳥時代か ら 薬用 に 供 さ れ た が
， 国産 せ ず，

舶来品に よ っ た．

　〔決明子〕「神農本草経』 中品 に 「決明」 と して 収録 「青

盲，目淫膚 ・赤白膜，眼赤痛 ・涙出を治 す」 と記 さ れ て い

る．通説で は こ れ は植物の 馬蹄決明 と され るが，実 は 本来，
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決明 は劫物 （貝類） の 鰒魚 （鮑魚，あ わ び ・と こ ぶ し） の

こ とで，鰒魚 （石決明） カ　『伸農本草経』 iE品，馬蹄決明

力 「名医別録』副品で あ っ た もの が，「淘弘景 『本申経集庄」

の 時点 で fi呉って 逆 転 した もの と考 証 され る （森立之 「才草

終攷注」）．した が っ て 「神農本草径」 の 決明 は 貝類，決明

f は エ ビ ス グサ の 種 rと い う こ と に な る．

　〔牽牛子〕 牽 牛 は 「け ん ぎ ゅ う 1 と，売む の が 本来 で あ る

か，薬名 で は 「けん ご 」 ゴ1貫用．乍黄 ・牛旁 ・〆

門黍な ど，

牛 （ぎゅ う）を牛 （ご ） と読 む の は呉音 な い し は H本古来

の 慣用音で あ る．「名医別録』下品に 収域 さ れ ，「下気を 主

り，脚満水腫 を 治 し，風毒 を除 き ， 小便を利す」 と記 され

て い る．占方 で は 用 い られ ず，木以後i
−’
　peド薬 と して汎用

され る よ う に な っ た．和名 は 「あ さ カ ほ （朝顔）」，

　〔紅花〕本草書 と して は 「開宝 本草」か ら 「紅藍花一亅の 6

称 で 収載 さ れ た が，実 は 古 くか ら桑薬 と して 用 い られ て い

た ．中国 こ は 紀元 前に 西方か ら伝 わ り，目本 へ は 6世紀頃

に 伝え られ た．6 世妃後
’
トの 藤 ノ 木 古墳 の 石 棺中か ら は大

量 の 紅花 の 花粉力 発見 さ れ て い る．和名 は 「くれ の あ い

（呉 藍）」 で，中国伝来 の 染料 とい う意．こ れ で 染め た 色 を

．fv  くれ な い （韓紅）」 とい う．7世糺以降，広 く用い ら

れ，江 戸時代 に は諸国で 栽培 さ れ，流通 した．

　 香附子〕『名医別録』中品に 「蕩草根」 の 名称 で 収録 さ

れ，「胸 中 の 熱を 除 き，皮毛を 充す 」 と託 さ れ る．『新修本

剃 に 「莎 草 の 根 は 香附子 と い う．根が 剛子 の よ うだ か ら．

大 い に 気 を 下 し，胸腹中の 熱 を 除 く一1 と述 べ りれ て い る，

占方，こは 用 い ら れ ず，後 1旦方中に しば しば 用 い られ る．

　 〔厚朴〕武威医簡の 処方 に 用い られ て い る．「神農本草経』

中品 に収載．「中風 ・傷寒 の 頭痛，寒熱
・
篤気，血痺

・
死肌

を 冶 し，三 虫を去 る」 と記 さ れ て い る．古方以 来，漢方処

方中に しは しは 配合．朴 と は 木の 皮の こ とで ，こ の 木の 皮

力 厚 い こ とか らそ の 名力 あ る．和名 は 「ほ ほか しは の き」

で ，ホ オ ノ キ は そ の 略．「ほ ほ 」は 「火 火」で 赤色の 意 ．若

茱 が 紅色で ，成長す る に っ れ 槲 （か しわ ）の 葉に 似 るか ら．

　 〔牛黄〕『神農本草経」上 品 に 収録．「亀癇，寒 熱，熱 唇 ・

狂 痙を 治 し，邪を 除 き，鬼を 逐 っ 1と記 され て い る．占方

で は使用 され な い カ ，中国で は 六 朝以降酬矢 方書中で 用い

られ，日本 で も飛 鳥 時代 よ り江戸時代 に 至 る ま で 高 謁薬

（強心 の 万能葉）と して 珍重 され た．牛の 胆石 で，牛は 占来

ゴ と ，冗 む．

　 〔牛膝〕馬王堆医書 や武威医簡 の 処方に 用い られ て い る．

茎 に 卸が あ っ て 牛 の 1釦 似て い る か らそ の 名が あ る とい う

（陶弘 景）．古来 （六 朝以 降） 雌雄 の 別 が あ り，茎 が紫 の も

の を 雄牛膝，白の もの は雌牛膝 と され る．「仲 農 本草経 』上

品 に 収録 古方で は 用 い られ な い ．和名 は 「の くっ ち．1ま

た 「っ な ぎ くさ 」．

　 〔呉 茱萸〕元来 は 「朱臾⊥ の ち 両字 に 草冠 を付 し て 「茱

萸」，『新修本草』か ら 「呉茱萸」と称 され た．馬 王堆医書 ・

武威医簡 ほ か で も 「朱臾」 と記 さ れ る．古ノ∫の 原本で もそ

うで あ っ た ろ う．「神畔 本草経』中品 に 収録．「中を 温め ，

i を下 し，痛 み を 止む．飲逆 ・
寒 熱 湿 ・血痺を 除 き，風

邪 を逐 い ，湊 理 を 開 く」 と 記 さ れ て い る．「朱臾」は 二 字 と

も同尾音 の 畳 韻 で ，速音 す れ ば 「取 」「聚」「集一「収」 に 通

じ，収斂 す る意 味が 辛辣な こ と か ら． 宀々 」や
「

椒」 も

1司義 に 由来 す る．和名は 「か らは しか み 」．「か ら」は 中国．

「は しか み」 は椒 の 占名 （山椒 の 項参旦
刀

）．

　〔牛蒡子〕「名医 別 録 」 に 「悪実」の A 称で 収録 され，1一

名牛 方 ，一．．・
名鼠黏申．明 目，補中を 主 り，風傷を 除 く」 と

。己さ れ て い る．占方 で は用 い られ ず，IS ・宋以降の 方剤 に

解熱
・
解毒 目的 や ，咽 喉 痛 ・皮庸炎な ど の 治療薬 と して 配

合 さ れ る．

　〔五 味子〕「神農本草経』中晶 に 「五 味」 で 収載．「益 気，

欸逆上気 労傷
・
羸痩の イ足 を補う．陰を 強 く し，男子 の

柄を 益す 」 と記 され て い る．多 くの 味 を備え て い る こ とか

らそ の 名が あ る．古方以 来．漢方処方 に用 い られ る．和名

は 「さね か づ ら」．「さね 」 は も と 「さ な」 で，滑 （な め）

りの こ と．滑葛 （な め りか っ ら） の 意．俗 に 「美男葛 （び

な ん か づ ら ）」 とい う．

　
「

柴胡〕もとは 「庇胡⊥ 武威医簡以 来，処 方 に 配 合．「神

農本苧経』一ヒ品 に 「荘胡」で 収録，「心 腹 を 治 し，腸 胃 中の

結気 ・飲食積柔，寒熱邪気 を去 り，陳 き を推 して 新 し きを

致す 」 と 己され て い る．占方で は 少陽病治療 の 要薬 とさ れ

る．和名 は 「の ぜ り」 また 「は ま あ か な⊥ 基 原植物 に は従

来混 乱が あ り，近来 ミ シ マ サ イ コ が あ て られ て い るが，1は

ま あか な」 の 和名 な どか ら，考証学的に は唐代以前 の
一
庇

胡．1は 今 日 の ハ マ ボ ウ フ ウ に 相当す る と い う説 得力 の あ る

説 力 あ る （森立之 「本苧：経攷注』）．

　 〔細辛〕 馬王 堆医書 ・武畋医簡 ・敦煌漢簡中の 処 方 に 用

い られ て い る．［伸農本単縫』 卜品 に 収録．「漱逆，頭痛 ・

脳動，百 節拘攣，風 湿痺痛 ・死肌を治す．目を 明 ら カ に し，

九竅 を利す」 と記 さ れ て い る．占方以来，漢方処方中に し

，ふ しば用 い られ る．名 の 由米 ぽ 　根 が細 く，味 力 きわ め て

辛 い こ とか ら．本来，細辛は 根 を指 し，そ の 葉 は 杜蕎 と称

さ れ たが，の ち両者 は別京原 とみ な さ れ る よ うに な っ た．

日本 で は飛 鳥 時 代 か ら用 い ら れ 「西辛一1 と も書 か れ た （藤

原 宮 木 簡 ）．平 安時代 に は
冖
み ら の ね くさ」 ま た 　ひ きの ひ

た ひ くさ 」 と 訓 じ ら れ た．前者 は 韮 恨草 （　 らの ね く さ）

の 意 で，韮根 の ．よ う に 辛 い こ とか ら．後者 は 蟾 額 草 （ひ き

の ひ た い くさ） の 意 で，葉 iに 壷 舶 の ご と き斑 紋 の あ る こ

と か ら．

　 〔山梔子〕元来 は 「支子」 と書か れ た．あ る い は 1枝子 」

と も．支 と巵 は 通 用 し，厄 は丸 い 形 を した器．「巵子 」 はそ

の 形状 に 由来する 称．「神農本草経」 中品 に ［枝子 （も し く

は 支子）」 と して 収録 「i 内の 邪気，胃中の 熱 気，面赤 ・

酒皰皷鼻，白癩
・
赤癩

・厂 瘍 を治 す 」 と ud さ れ て い る．『傷

寒論』 『金 匱要略」で は 「梔 子 」 と あ る が，こ れ は 宋代 に 改

め ら れ た もの ．和名 の 「く ちな L は口 無 し の こ と で ，実

か 熟 して も口 を 開か な い こ とか ら．古来，黄色の 染料 と し

て も汎用 され た．

　 〔山茱萸〕武威医簡 に 「山朱臾」 と表 NLT して 用 い られ て い

る．『神農本草経』中品 に 収録．r心 ドの 邪気 ・寒熱 を治 し，
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中を 温 め，寒 湿 痺 を逐 い ，；虫 を去 る」 と記さ れ て い る．

「朱臾」 の 義 に っ い て は す で に 呉 茱 萸 の 項 に 記 した．和名 は

「い た ちは しか み」
冖
か りは の み」．俗 に 「や ま ぐみ一．目本

で は従 来 臼生 種 が あ っ たが，享保 7年 （1722年 ） に 朝鮮 か

ら贈 られ た 7 粒 の 種 が 栽 培 さ れ，日本 全 国 に 広 ま っ た とい

う．ほ か に 南京種が あ り，韓種 （日本種 も同様） に 比 して

葉が や や 狭 く， 実 の 肉が 少 な い と い う．

　〔山椒〕 元 来，単 に 「椒．」と称 し， 馬工 堆医書 で す で に 薬

用 と され て い る．「神農本草経 1 下品に は 「蜀椒 1の 名で 収

録 「邪気歟逆 を 治 し，中を 温 め ，骨 節皮膚 の 死 肌，寒湿痺

痛を逐 い ，気を下す」 と記 さ れ て い る．蜀椒 と称 す るの は

秦椒 に 対 して で ，蜀 国産 の もの は実 が大 き く良質 だ か らと

い う．占方 で も蜀 椒 の 名 で 用 い られ る，和 名 は 「ふ さは じ

か み 」1
一
な る は じか み 1．「は じ」は実 が 「は じ く」か ら．「か

み 」は 「か み ら 1で 韮 （に ら）の よ うに 辛辣 だか ら，「ふ さ」

は 房．「な る 」 は 実が 成 るか らと され る．

　〔酸棗仁〕馬下堆医書中に 「酸棗 1が薬用 と され る．「神

農本草経』上品 に も 「酸棗」で 収録．「心 腹の 寒熱邪
・
結気，

四 肢 の 酸痛 ・湿痺を治 す」 と記 さ れ て い る．吉方で は 「金

匱要略』 で 酸棗仁が 用 い られ て い る が 「仁」 の 字は後世の

付加で あ ろ う （処方名は 酸謾湯）．元来は 「酸棄．1で ，酸棗

実 が 使 用 さ れ た と思 わ れ る．和名 は 「す きな っ め」「さ ね ふ

と」 「お な っ め ⊥ 実 が 小 さ く，核 が大 きい こ とか ら．

　〔山 薬 （薯蕷）〕『神農本草経』上 品に 「署豫 （
一

名 ［」」†）」

で 収録．「傷中を 治 し， 虚 羸を 補 い ，寒熱 の 邪気を 除 き，）IT
を補い 気力 を益 し，肌肉を長 ず」 と記 され て い る．「署預一

と も書 き ， 古 くは 「藷藏」（剛 晦 経」．紀元前）
濁 と も．畳

韻 に よ る名称 で，根 の 形 が長 く屈曲 して 不定だ か ら．『金 匱

要略」 で は 「薯蕷」 とな って い る が，草冠 が 付 さ れ た の は

後世に な っ て か ら．日本 で も飛鳥時代 の 木簡に 「署預 1と

記 さ れ，薬 用 とさ れ た．和 名 は 「や まっ い も」 で 山 下 （や

ま の い も） の 意．従 来 ，栽 培 品 は 「な が い も」 と称 され，

薬用 に は 向か な い と され た．別名の 山薬 （サ ン ヤ ク ） は宋

の 「本草衍義』（1116 年成）
絢 以 降．

　 〔地 黄〕「神農本苧経』上 品 に
一
乾地 黄」で 収載．

「
折跌 ・

絶筋
・
傷中を 治 し，血痺を 逐い ，骨髓を 填 （み た ） し，肌

肉を長 ず．湯 と作 （な ）せ ば，寒熱
・
積聚を 除 き，痺を 除

く，生 （な ま ） は も っ と もよ し」 と記 さ れ て い る．古方以

来，補剤 の 要 薬 と して 用 い られ る．口 本 で は 飛 鳥 時 代 か ら

薬 用 と され た が，国 産 せ ず，舶 載 品 に よ っ た．中 世 に 種 が

伝え られ栽培 され るよ うに な り，俗 に 「さお ひ め 」 と 呼 ば

れ た．佐保姫 （さお ひ め ） は春を っ か さ ど る 女神で ，春に

冂J愛 ら しい 紅色の 花を っ け る こ と に ち な む．

　〔紫根〕紫草の 根．紫草は古くは 「蕋 Ir蕋草 1と も称さ

れ た．『神農木草経』 中品 に収録．「心 腹の 邪気，五 疸 を治

し，中を補 い 気を益 し，九竅を 利 し，水道を 通 ず 」 と記 さ

れて い る．古来，紫色の 染料 と して ，ま た薬物 と して 利用

さ れ た．天智天皇 7i 卜 （668 年），大梅人皇子 と額田 女王 の

聞に 交 わ さ れ た 薬猟 りの 歌 は有 名 で ，「む らさ き 亅と呼 ばれ

た，

　 〔羨梨子〕本来 は 「疾黎一1．馬王堆医書 で もそ の 字で 使 わ

れ て い る．『神農本草経』 上 品に 「疾藜 ／
−

（原本で は疾黎

か ）」 で 収載 「悪 血 を治 し，癜結 ・憤聚 を破 る．喉瘁 ・乳

難 」 と記 され て い る．「疾 黎 」の 縮音は 「茨 （シ ・い ば ら）」

に 通 じ，種 子 は三 角で 菱 の ご と く，刺 が あ る か ら．古来，

兵家 で は こ れ を真似 て い わ ゆ る 「ま きび し」を鋳造 した ．

「屈人 」「止行」 の 異名 が あ る の も同様 の 由来．和名 は 「は

ま ひ し」．海浜 の 砂地 に 生 じ，菱 に 似 る か ら．

　 〔芍薬〕馬工堆医書や 武威医簡 な ど，古 くか ら薬用 と さ れ

た が，元来 「芍」 は 「勺 （の ち に 「夕」 と も）」，「薬」 は

1楽」 と書い た．「勺」「楽 （爍）∠ は い ず れ も音 は 「シ ャ ク」

で，花 の 色 が 明 る く光 り輝 く さ ま に 由来 す る．［薬」 も

「シ ャ ク 」 と読 め ば熱 い と い う意．「神農本草経」 中品で も

「勺 薬 」 と して 収載 「邪気
・
腹痛 を治 し，［1匪痺を 除 き，堅

債
・
寒熱

・
疝疝 を破 り，痛み を止 め，小便を利 し，気を益

す」 と記 され て い る．口 本で は飛鳥時代 か ら薬用 に 供 さ れ

た が （藤原京木簡や 「医心 方』な どで も 「勺薬」），国産せ

ず，舶載品に よ っ た．和名は 「え び す くすり」，「え び す」

は外国産 の 意．

　〔蛇床子〕武威医簡に
一
釶 床子」と書 か れ 用 い ら れ て い る

が，蛸 と蛇 は 同字，「神農本草経」上 品 に 「蛇牀 ］
一一
」 と して

収録
「
婦人 の 陰巾腫痛，男子 の 陰痿湿痒 を治 し，痺気を 除

き，関節を利 す，癲癇 ・悪 瘡」 と記 さ れ て い る．牀 と 床 も

同字．占方で は 「金匱要略」の 処方 に 配合．日本で は飛鳥

時代 か ら薬用 と され る．和名 は 「ひ る む しろ 」また rは ま

ぜ り」．

　 〔車前子〕馬王 堆医書 に 「車踐」 「中．戔」の 名で 薬凧 止

名 は 「茉 菖」（『詩経』．紀元前），昔の 別称 は 「馬罵 （ば せ

き）」「当道 」．い ず れ も人馬
・
申．の 通 る 道端 に 好ん で 生ず る

か ら．「子」 は 実 （み ） （種子）．車前子 は 車前実 と もい う．

車前草 は 全 草．車前 r一伸 前実） は 『神農本草経』上 品 に

収 載 「気 痙 を治 し，痛 を 止 め，水道 ・
小便を 利 し，湿痺 を

除 く 1と記 され て い る，古方 に は用い られ ず，六 朝以降 の

処 方 に しば しば 配剤．目本で も古 く藤原京木簡中の 処方 に

配 合．和名 は 「お お は こ ⊥　母子草 （は は こ くさ） に 似て ，

大 き い こ と に 由来す る ら しい．

　 〔十薬〕 「名医別録』下品 に 「藏 （シ ュ ウ ）」 の 名で 収載．

現 代中国で は 「魚醒草」の 名で 通 用す る が，こ れ は 南宋 の

『履 巉岩本草」 （1220年成）
27〕

に 由来す る ら しい ，和名 は 占

くは 「しぶ き」．古 来，民 間 薬 的 に 毒 瘡 に 用 い られ た．近 世

か ら 「ど くだ み 」 と 称 され た が 毒 痛 （ど くσ）い たみ ） の 意

か ．十薬 と は十種 の 薬能が あ るか らと され るが 重 薬 と もか

く．あ る い は 1
一
轂薬 （シ ュウ ヤ ク ）」 か らの 転訛か．

　：縮砂〕「開宝本草』中品 に 「縮砂蜜」 の 名称 で 収録 され，
「
虚労，冷薦，宿食不消，赤 自洩痢，腹中虚 痛を 主 り，気 を

ドす 」 と記 され て い る．宋元以 降の 医方書中で ，睥胃 喟

腸 ） を 安和 に す る 目的，と くに 止 瀉を 目慓 に 配剤 さ れ て い

る．

　 〔朮 〕朮 は後 阯，白朮 ・
蒼朮 の 別 が あ る が，少 な くと も漢

代 ま で は 「朮」 と い う薬 名 で 用 い られ て い た ．馬王 堆医

（73 ）
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書 ・武威医簡 ・居 延漢簡 の 処方 に 朮 か 凸コ合 さ れ て い る．

［伸農本草径』 上 品 で も朮の 称で 収録 「風寒湿痺 ・死H）L，
痙 ・疸を r口 す．汗 を ll：め，熱 を除 き，食を消す一1 と言

己され

て い る．現 行 の 「傷 寒 論 」 「金 置 要 略」 で は 朮 は す べ て 白朮

と な っ て い るが，こ れ は北 宋 の 林億 らに よ る校 刊 の 際，白

の 字が 付加 され た もの で ，本来 は 朮で あ っ た こ と は 明 自．

林値 丿 校刊 『備 急
．
f’金要方』 （1066年刊）の 巻首 「新校備急

千
f
［要ノi例」 に 「如白朮

一
物，古書惟只言朮．近代 Ft家咸

以 朮 為 倉朮．今則 加以 自字一と あ る．白朮 ・蒼朮 の 区別は

六朝時代以降の こ とで ，単 に朮 と い え は 倉 朮を指 した ら し

い （宋代 は 別 ）．占方で い うH 朮 （朮）は今 の 倉朮 に 柑当す

る と考え られ る．和名は 「お け 軋 ．占来，朮 に は 「避邪悪

鬼一1の 効 が あ る と され，こ れ を焼 い て 鬼を 避 け る 神事 が 行

わ れ た．
一
お け ら」 は 「鬼消ゆ る」 の 転 と す る 説が あ る．

　〔生 薑 〕 「薑 」は中国古典 に しば し は L載 が あ る．馬工堆

医書で は 「滕」「彊」 の 文宇が 使わ れ て い る．「生」 は な ま

（非乾燥品） の 意．元来乾燥 1
口

は
「

乾莓」 と称 し，『神農本

単経』中品 に 収載．円的満 ・歎逆上 気 を 台 し，中を温 め，血

を 止 め，汗を出し，風 湿 痺 を逐 う．ESiEi下利．生 の もの は

尤 （も っ と） も良 し，久服 す れ は 舅気を去 り，神明 に 通ず」

と記 され て い る．相名 は 「くれ の は じか み一．［くれ （呉）」

は 中 国 藍 の 意．「は じか み 」 は も と 枡 （椒）の こ と で ，と も

に 味 が 辛 辣 で あ る こ と か ら，の ち に 岩 に 転用 さ れ ，椒 は

「［［1椒 （さ ん しょ う）」 と称 して 区別 され る よ うに な っ た．

「
｝

」 を 「姜」 と書 くは後世の 俗用．

　〔小豆 蒄 ・
草豆 蒄 〕草 豆旭 は本来，単 に 「豆蓬」と称 され，

「名医 別 録」上品 に収載 「中を温 め，心腹痛 ・嘔吐を治 し，

L嗅 気を 去 る　 と記 され て い る．『薬性論』に ［草豆葱 は 単

味で 用 い て よ し一切の 冷気 を主 る一とい い ，爛 宝本草」は

［従来 い う豆蒄 は 草豆蒄の こ とで ，気 を下 し，霍乱 を止 め

る 」 と い っ て い る．小豆薙 は 漢方 薬で は な く，もと イ ン ド

の 生薬 で ，ヨ ーロ ッ パ に 香呵料 と して もた ら さ れ ，近代，

fi1　5kの 類似物と して そ の 漢字名が 与え られ た もの．

　 升麻〕「神農本草経』上品 に 収載．1
一
自毒 を 解 し，百精 の

老物 ・殃鬼を殺 し，温疫 ・章「；邪 ・蠱澁 を貯 く」 と言己さ れ て

い る．古方以来，漢方処方 に 用 い られ る．目本で も飛鳥時

代 か ら薬用に 供 さ れ る．和名は 「と りの あ し くさ」ま た 　う

た か くさ」．

　 〔辛夷〕「神農本草経」上晶に 収載 ［五 蔵身体の 寒風 風

頭 ・脳 痛 ，面野 を 治す」 と 記 さ れ て い る．占くは 戦岡時代

の 『楚舌r （冂任騒）』 （「木学：経集注』 引）に 記載 が あ る．馬 ｛

堆 げ 墓 か
＝
は モ ク レ ン の 花蕾の 現物が 出土 した ．山方で は

用 い られ な い が ，六朝唐代 に は
一
r夷人」 と して 処方 に 配

斉「亅．和名は 11や まあ ら ら き 1．

　 〔石 膏〕馬⊥堆医書 ・武威医簡 ・占方以米，薬咐 に 供 され

る．「神農本草穫」 中品 に 収載．　 中風 ・寒熱，心下逆気
・

琵喘，L」乾 ・舌焦 して 息す る能わず，腹中堅痛 す る を治 す．

邪気 を 除 く．産乳，命創」 と記 さ れ て い る．和着 は 「し ら

い し （白 石 ）」．

　 「川 苒 〕 武 1成医簡 て は 「  窮」 の 名称 で 処方 に 配 合．「神

農本草径』中品 に 「苒窮」〔もと弓窮か ）一で 収載 「中風脳

に 入 りて 頭痛 し，また 寒痺 ・攣暖急，金創，婦人 の 血閉
・

無子を治す．と記 さ れて い る．古方で は 「金瞳要略』に ［芍

菊」 の 称 で 配 剤．日本 で は 飛鳥時代 か ら 薬用 に 供 さ れ た

（与窮）．和名 は 「お ん な か つ ら くさ 」．茎 棄 が柔軟 で ，蔓生

に 似 る こ とか ら．

　 〔蟾酥二「神農本草経』下品 に 「蝦蟆 （ガ マ ）」が 収 載．「邪

気を 治 し，廠堅 ・血を 破 る．癰腫
・
陰瘡．こ れ を服せ ば熱

病 を 患わ ず」 と記 され て い る．蝦蟆 と蟾蜍 （セ ン ジ ョ）が

同
一

物力 否か は 説が 分か れ る が，一
類の もの で あ ろ う．蝦

蝉 （蟾蜍）全体 は 古 くカ ⊃薬用 と され た．酥 （脂
・
毒性分

泌物．ガ マ の 油）が 用 い られ た の は唐以 降の こ と ら しい ．

西洋 で も早 くか らそ の 薬効が 知 られ て い た と い う．和ろは

「ひ き」 ま た 1か え る 」．自II者 は 食虫す る の に 気を 引 き込 む

よ う に 口 に 入れ る か ら．後者 は 諸説が あ る が，お た ま じ ゃ

く しか ら変 じて （か え って ） 成体 に な る こ と に 由 来す る と

い わ れ る．

　 〔桑白皮〕厂神農本草経」中品に 「桑根白皮」の 名で 収録．

「傷中 ・五方 ・六極 ・羸痩，崩中
・
脈絶 を治 し，虚を 補 い 気

を益す」 と記 さ れ て い る．古方で は 「金匱要略』 に 桑東南

根 の 自皮 が配剤．和名 は 「くは の か は 」1くはの ね の か は」．

桑 は 枦皮以外 も古 くか ら楽用 と さ れ，馬 王堆医書で は 「桑

汁一「桑枝」 が 使わ れ て い る．

　 〔大黄〕武威医簡 の 処方 に 配合．「神農本草経」下品 に 収

球．「瘢血 ・血閉 を 下す．寒熱 紛 襃・積聚 を破 る．摺飲 ・

宿食．腸胃を蕩滌 し，陳きを推 して 新 し きを 致 し，水穀を

通利 し，中を調 え 食を化 し，五蔽を 安和す」 と記 され て い

る．「将軍 ． の 威名 を と り，古方以来用い られ た実熱瀉剤の

妛薬．凵 本で は 飛鳥時伏か ら用 い られ て い る．和名の
一
お

ほ し」 は 本来，羊蹄 の こ とで，大黄 も冂様 に 根茎 ・
花葉が

巨大 で あ る こ と カ ］） （多 （お ほ ） し．大 きい の 意 ）．

　〔大棗〕古 くは 馬 王堆医書 な ど で 単 こ 「棄」 （あ る い は肥

棗 ・美策 ・棗種 ・棗脂 ・棗膏 な ど ）と し て 使用．『神農本苧

経』 L品 に 大棗の 名て 収鞍．「心 腹 の 邪 気を治 し，中を 安 ん

じ脾 を養 い，十二 経 を助け，胃気 を平 （た い ら） か に し，

九竅 を通 じ，少気小津
・
身中不足 を補 う．大 ξ．四 岐重．

目 薬 を和す 」 と記 さ れ て い る．和名 は 「お ほ な っ め一．「な

っ め」 は夏芽で ，夏 に よ うや く芽が 出る こ と に 由来 す る．

　〔沢瀉〕馬王 堆医書 や武威医簡 に
一
沢 周 と して 薬用．『神

農オ草経』上 品 に も 「沢 冩」 と して 収職．「風寒湿 痺，乳 難

を 治 し，水 を泊す．五蔵 を養 い ，力 を益 し，肥 健す 」 と記

さ れ て い る．古方以 米，方斉「」に 配 A ．罵 の 正 字 は冩 （か さ

さ ぎ）．水沢 に 生 じ，鵡 〔か さ さ ぎ） の 姿 に 似 るか ら．「水

寫．亅と もい う．和名 は
「
な ま い 」1お もだ か 」．俗 に 「さ じ

お もだ か 」．［な ま い 」は 「ぬ ま い 」の 転 で 沼に 生ず るか ら．
「お もだ か」は 面高 で，葉面の fx脈 力 局 起 して い る こ と に ち

なむ．「さ じ」 は逃 で ， 葉尖力 丸 くて 匙 に似 る こ とカ

　〔知母〕 「神農本草経」中品 に 収載．1で肖渇 ・熱中を 治 し，

邪気 を除 く．肢 体の 存 崢，水を 下 し，不足 を補 い ，気を益

す 」 と記 され て い る．古方以 来，日本で も飛鳥U．j代以来，

〔7の
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薬用 と さ れ る．和名 は 「や ま と こ ろ 」 また 「や ま し」．俗称

「や ますけ」 「か らすす げ」 カ こ れ に あ て ら れ た．

　〔丁 字〕漢方医薬書で は
一

般 に 「丁香」 と NLT さ れ る．「開

宝本草」上 品 に 収緑．「脾 胃 を温 め，霍乱 ・擁脹 ・風 毒 ・諸

腫 ・歯圸 撃 を止 む．よ く諸香を 発す．」 と。己さ れ て い る．丁

字 （丁子） は丁子香の 略で ，丁 の 字に 似て い るか ら （『斉民

要術」．6世紀 ．r「11粨 本草』難舌香条引）．六朝〜唐の 文献

に 散見 す る 「難 E香」 は丁香に 同定 さ れ る （宋 ・沈 活説 ）．

日本 へ の 渡来は奈良時代以前．法隆寺薬物や正倉院薬物に

現物が あ る．内服 よ り も香薬 ・防虫薬 と して 使用 され た ら

しい ．

　〔釣藤〕『名医別録」巾品 に 収載，「小児の 寒熱 ・十二 驚癇

を 治 す 」 と記 さ れ て い る，宋 以 降 の 医方 書 に 用 い られ る．

和 名 は 「か ぎか っ ら」．漢 名 ・和 名 と も、こ，こ の 植 物 に 側 枝

の 変態 した釣刺が あ る こ とに 由来 す る．現代中国で は 「鈎

薪 （コ ゥ トウ ）」 と表記 して い る．

　〔猪苓〕「神農本草経』中品に 収載．「瘻 瘧 を治 し，毒
・轍

注 の 不祥 な る を 解 き，水道 を 利 す」 と 。己さ れ て い る．猪

（勢）は豚．苓は零 で 矢 （屎
・
糞）の 意．古方以 来，利尿を

主 ff的 に 用 い られ る．和名は 「か しは き」「くぬ 」 「や まか

しは 」．い ずれ も駻や 櫟 の 樹 ドに 生 じる 菌 で あ る こ とカ ら．

　〔天 麻 ・（赤箭）〕 天麻の 薬名 は 『宙公炮灸論』 （5111＄−

L．

「［1栢本草』引）が 初出．唐の 「楽性論』 に 1
一
赤箭脂の 別名

は天麻」と ある．宋の r夢渓筆 炎』（11世紀後半）
2a）

に も「赤

箭 と は今 の 天麻 の こ と」 とい う．宋の 『開宝本草」 で 赤箭

と天麻を別に 立項 した り，「本草衍義」 に
一
赤箭 は 苗 〔幼

茎），天麻 は根」 と い うの は誤解で ，本来，赤箭 と天麻 は異

名「司品 ら しい ．赤前は 「神農本草終」 ．ヒ品 に収載 1鬼梢物

を殺 し，蠱 毒 ・悪 気 を 治 す．久 服 す れ ば 気 力を 益 し，陰を

長 じ，肥健 す一と記 さ れ て い る．赤箭 ・天麻 ぱ 古方 に は 用

い ら れ な い．和名 は 「お と お と し」 ま た 「か み の や 」．前者

は 右芽 が 軟弱で ，成長 して も独茎で 大枝葉力 な く，枯れ て

もな お 若茎 の よ う だ か ら．後者 は神 の 矢 の こ とで ，鬼箭

（お に の や が ら） の 義

　 〔天 門 冬〕馬王堆医書 の 「養牛方」 や，武威医簡、こ は 「門

冬」 の 名称で 用 い られ て い る．「門冬」 とは髦 の こ と．「巓

棘之 門 冬」（逆刺 の あ る 門冬） か ら 「天門冬」 と称 され る よ

うに な っ た．r神 農 本草 経 』 の 上 ［IE「に 収載 さ れ ，「一
名顛 勒

〔顛 棘 に 通 じ る ），諸の 暴 風 湿 ・偏痺を 治 し，骨髓 を 強 く し，

二 虫を 殺 し，伏尸 を 去 る 」 と記 さ れ て い る．古方で は 「傷

寒論 」の 麻黄升麻湯 に 配合 さ れ，「去心 」を指示 さ れ る．後

世方 で は 肺腎の 虚熱を 清す る 目的で 用 い る．

　 〔当帰〕武威医簡 や 敦煌漢簡 の 処方に 曲L 合．『神農本草経」

中品 に 収録 「欸逆上気，温瘧寒熱 の tvL々 と して 皮屑 中 に あ

り，また 婦人の 漏下
・
絶 d

’一，諸悪瘡瘍，金 創 を治す 」 と記

され て い る．占方以 来，と くに 婦人病 の 要薬 と され る．日

本で は 飛鳥時代か ら薬 用．和9 は 「や ませ り 1「う ませ り 1
「お ほ せ り」 1か わ さ く」．「や ませ り」 は ［rl芹．「う ませ り」

「お ほ せ り」 は と もに 大 芹 の 意．「か わ さ く一1 は イ・。羊．

　 〔桃 仁 〕 元 米 は 「桃 核 二 「桃 覈 」 と書 い た．『神 mp 本 箏経 」

ド品に 　桃核」で 収載．「姻 fn・rfn閉緩，邪気 を治 し，小虫

を殺す」 と 。己さ れ て い る．後漢以降は 「桃人」 と も称 し，

宋の 『証類本 4』 で は 「桃核仁」．「桃仁」 と書くの は 元明

以 降．桃の 和名 「も も」 は百 の 訓 に 由来 し，実が 多 く戊 る

こ と か ら．蘇原京木簡 で も 「桃人」 と 記 して い る．

　 〔杜仲〕武威医簡 の 処方 に 配 合．「神農本学佳」 上品 に 収

録．「腰育痛 を治 し，中を補い ，』気を 益 し，筋骨 を堅 く し，

志 を 強め ，陰 卜痒 淵 ・小便余瀝 を 除 く」 と記 され て い る．

「杜中一と も書か れ た．日本で は飛 鳥時代か ら薬用．和名 は

「ま ゆみ 」 「はひ ま ゆ み．1、前者 は 「真弓 〔檀）」 で 直立す る

もの 、後者 は 「這真弓 （這桓）」 で 彎曲す る もの とい う，俗

称 「ま さ き （柾）．に 同定 さ れ た．

　 〔人 参 〕 『神 農 本 草経 』 上 晶 に 収 載 「五 蔵 を補 うを主 り，

精 神 を 安 ん じ，z鬼魄 を 定 め ，驚 悸 を 止 め ，邪 气 を 除 き，口

を 明 らカ に し，心 を 開 き，智を 益 す．久服すれ は 身を 軽 く

し，年 を 延 ば す 」 と 。己され て い る．本米 は 「人莅 」 と書 い

た ら し い が，武威医簡
・
敦畑莫簡や，現伝の 医某占典で は

み な 「人参 （蔘）」 と な っ て い る か ら，「1勿 寒論』原書で も

す で に 參の 字力 用い られ て い た と思 わ れ る．日 本で は飛鳥

時代か ら薬用 に 供 さ れ て お り，和名 は 「カ の に け くさ （鹿

乃遁 草）⊥ 肛 が 人 参 の 生 え て い る 場所 に 連 れ て 行って く

れ，さ っ と い な くな っ た と い う故事 に ち なむ ら しい．ま た

熊胆の 和名 と同 じく　 くま の い．と も．こ れ は 国産 の 人参

（直根 ・竹節人参） に 強 い 苦味が ある こ と に 出来す る と い

う．

　 〔忍冬〕『名医別録」上品 に 収載 「寒熱，身腫」の 薬効が

記 されて い る．藤生で ，冬を 経て も枯れぬ こ とか らこ の 名

が あ る と い う （陶弘景）．和名は
冖
すい か ず ら」．水辺 に 生

じ，1（水 を ）吸 う蔓 （か づ ら）1を 言1 泓、と す る ら し い．民間

薬 と して よ く用 い られ る．

　 〔貝母〕『神農本草経」中品 に 収載．「傷寒 ・煩熱 ・淋瀝i・

Xl気，疝震，唯痺，乳難，金 創 ・風痙 を 治す 」 と L さ れ て

い る，前漢 の 木簡 （紀兀 前 2 世紀 『万物」） に も寒熱 の 治療

菓 と して 見え る．貝 f’（r安貝） の 集合 した形 に 似 る こ と

か らそ の 名が あ る と い う （陶弘景）．和名 は ．は は くり」．

「は は こ ゆ り」の 転訛 とす る 説が あ る．古 方で は 自散 （桔梗

白散） に 用 い る．

　 〔麦門 冬〕『神農本卓経』上 品 に 収載．「心 腹結気 し，傷中

傷飽 （胃1勿 障害） し，胃の 絡脈絶 し，羸痩 ・短 気す る を治

す ∠ と 己さ れ て い る．門冬 と は 髦 の こ と で，由 が 支 こ似 て

お り，天 門冬 （顛練 の 門冬 ） と区別 して 名づ け られ た とい

う．古力以来用い られ る．凵本 で は飛鳥時代 か ら．和名は

「や ます け （］」」菅）三で，大葉 の 鹿葱 （『本草拾遺 ⊥ 8世紀前

半．「証類本草」引）に 相当．俗 に 「やぶ らん 〔藪蘭 ）」．小

稟 の もの は 1りゅ うの ひ げ （ジ ャ ノ ヒ ゲ ）1．

　 〔薄荷〕中国本草で は 唐の 『新修本草』（中品）か ら記載

さ れ，「賊 風
・
イ勿 寒を 主 る．発汗．襾 気，心 腹脹満，霍舌L

宿食不消．下 xJ と 、、tiさ れ て い る．唐代 か ら医方書 の 処方

中 に も配 合 さ れ る よ う．こな り （蕃荷 ・蕩荷 ・薄揣），後世処

力 に 配 剤 さ れ た．中近 世 に H 本へ も伝 え られ，栽培 が行 わ

（75）
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れ るよ うに な っ た．

　 L半夏 〕馬工堆医書 ・武威医蘭 ・敦惇渉广rな ど の 処方に

配 合．『神農本草経』　ド品 に 収録．1傷寒寒熱，心 下堅 を治

す．気 を下 す．喉 咽 腫 痛，頭 眩 ・胸 脹，歟 逆 ・腸 鳴．汗 を

止 む」 と nLI され て い る．古 方 以 来 の 要 薬．和 名 は 1ほ そ く

み 」．
一
儕 （ほ ぞ） の 実 1の 意 で ， 球形の 巾 に 臍 に 似 た凹 み

カ あ る か ら．俗 に 「か らす の ひ し ゃ く 1「へ ほ そ 1．而者 は

「鳥の 柄杓 1で ， 花 の 形が 匙 の よ うだ か ら，

　 〔白花： 古 くは
一
白薩 」，馬 王 堆 医書や 武威医簡 に その 薬

名 で 配剤．あ るい は 「蘭直一と も．『神農オ
ー
草経」巾晶 に 収

載、「女 人扁下赤自，血 閉陰腫，寒熱，風頭侵 目涙 出，長肌

膚潤沢 を⊥ り，面脂 （顔 へ 皇 る ク リ
ーム ）を作 る 」 と記 さ

れ て い る，歴 代 の 医方書巾で 用 い られ る カ，古方で は 使用

され な い ．和名 は 「か さ もち」 「さ わ う と」「よ う ひ くさ 」．

「か さ もち 1 は 笠持 で，茎頭 に っ け る 花が笠 の 形 に 似 る か

ら．「さわ う と」は 沢 に 生ず る うど．「よ う ひ くさ」は 鎧 （甲

（よ ろ い ））草 で，葉 力 平に 敷 か れ て 甲衣状 だ カ リ ．

　 〔枇杷葉〕「名医別録」の 巾品に 収載 さ れ，「卒喧 （急性の

嘔UL） の 止 ま ざ る を 1り，気 を下す一1 と記 さ れ て い る．名

の 由来 は 葉 の 形力 楽器 の 琵包 （t！L杷 ・批把 と も書 く）に 似

る か ら．II陳 ，葉 の 細毛は 除去 して 用 い る よ う指示 さ れ て

い る．唐 ・宋 の 医方書 に しば しば 用 い ら れ，円本 で は 江戸

中後期 に こ れ を 主薬 と した 暑気払 い の 枇杷巣 湯 が 京都 で 売

られ た．

　 〔檳榔子〕『名医別録』 中品 に
一
檳榔」の 名称で 収録 され，

「穀 を 消 し，水を逐 い ，痰を 除き，三 虫 ・伏尸 を癖織 し，寸

自を 治す 」 と記 され て い る．陶弘県は 「3〜4 種あ っ て ，交

州庄 は形が 小 さ くて 味 ガ廿 く，広州以南の もの は 形 か 大 き

くて 渋 い ．核 の 大 き な もの は 猪檳榔 とい う．み な 薬用 と な

る．小 さ い も の は 南方 人 は 内苅 子 と称 し，俗に 檳榔孫 と

い っ て い る．こ れ も食用 に な る 」 と い う．果皮 をナ 腹皮 と

称 す る こ とが あ る．

　 〔茯苓〕馬工堆医書 に 「伏需 （霊）」．服零 」1伏モ」「f願 剰

の 称 で 薬用．『神農本草経』　H品に 「伏苓」 で 収載．「胸脇

逆 気，憂恚 ・
甑イ1〜・恐 悸，心 卜

．
結痛，寒熱

・
煩藺

・
欸逆 を

治 し ， 1．i焦 ・
舌乾 を ［［め，小便を 利す 」 と記 され て い る．

古方以 来，利水の 斐薬．苓 は本来，零 に 作 り，矢 （屎 ） の

意．猪苓 も同．日 本て は 飛鳥時代か ら薬用，和名 は
冖
まっ

ほ と⊥　「まつ 」 は 卞ム ．　ほ と 1は ふ ぐり　（陰嚢）．

　 ：附 子
・
烏頭 〕附子 は ト リ カ ブ トの 側根，鳥頭 は 主根 猛

毒 洋 の 束西を 問わ ず 紀元 前か ら毒薬 と して ，ま た治療薬

と して 用い られ た．中国で は 紀元前か ら 「菫」
一
烏 μ4i 「天

雄．と称 され，馬 干 堆医書で は烏彖の 名で ，武1或医簡
・
居

延漢簡
・
敦 k2｛W簡な どで は烏喙

・±〈雄の 名で 治療薬 と して

配合．「神農オ 甲 佳』下晶 に は天 雄
・
烏頭

・
附 rの 3品が 収

載．「大風
・
寒尸痺

・歴 節痛
・
拘聿緩恵 ・積聚

・金創 ・中

風
・
歎逆 上 気

・
瓶 瘡

・躄 躄」な ど に 対す る 効 能が 記 され て

い る．占方で は 「傷寒論」に 剛子，「金 匱要略』 に 附 r−・烏
頭 ・天雄が 配剤．和名は

「

お う」．日 本で は 飛鳥時代か ら薬

用 とさ れ た．

　 〔防已〕『神農本中佳』 下品 に収録．「風寒 ・温瘧 ・熱気，

諸糊を治 し，邪 を除 き，大小便 を利す」 と記 され て い る．

古来，木防巳 と X 防已 の 2種 が あ る と さ れ る．占方で は

『金 匱要 略』 に 「防 已」 1 木 防 已」 力 配 剤．和 名 は
一
あ おカ

っ ら」．茎 葉 と もに 青 い か ら．俗 称 「っ っ り ふ じ」が漢 防 已，

「お お っ づ ら．S じ （っ た α）は か っ ら）」 力 木防已だ と考言「［二さ

れ る，
一

っ づ り （綴葛
・

っ つ か っ ら）」 は 多生 して 「
一
つ づ ら

お り （葛折 ・九折坂 ・羊 腸坂 ）」の よ うだ か ら．近世か ら中

国で は
一
防己 （ボ ウ キ）1 と表記 さ れ るが，本来は 「防已

〔ポ ウ イ）」 （な い しは防巳，已 と巳 は 元来同字か）．防も已

も葉名で ，同音袁 に 由平す る ら しい ．

　 〔茅根〕馬土 堆医書に 「茅」．『神農本学：経』巾品に 「茅根 1

で 収録．「労傷 ・虚 羸 を庸 し，中を補 い 気を益 す．瘢血 ・血

閉 ・寒熱 を 除 き，小便を 利す 」 と記 され て い る．茅 の 和名

は
一
ち」，茅根 は 「ち の ね 1．「ら　 は 小 さ い の 義．「ち が や 1

は 小 さ い 菅 （か や ）の 意．

　 〔防風〕馬工堆医書 て は 「方風」「房風」，武威医簡で は
一
方風」と表記．い ずれ も風病治庵の 要薬で あ る こ と に 由米

す る．「神農木申経」中品 に 収載．「大風 ・頭眩痛，悪風 ・

風 邪，目盲 （く ら） く して 見る 所 な く，風用身を 行 （め ぐ）

り，骨節疼痺 し，煩荷す る を 治す 」 と 。己さ れ て い る．古方

で は 用 い ら れ な い．目オ で は 飛鳥時代か ら 薬用．和名 は

「は ますが な 」「は ま に が な一1．た だ し，六朝 以 前の 占本草 に

い う 「防風一は今 の 茴呑，古本草 の 「荘胡 〔柴胡）」 が今の

防風 で ，六朝以 前の 医方書 に お い て もこ れ に 従 うべ きで あ

り，［防風」が 今の 防風 に な っ た の は 唐以降の こ とで あ る と

する 兄 （森立之）カ の り，そ の 可能性 は eVJい．茴香 （茴草 ・

同草）に 相当する 暖 香子 （『本苧和名』）の 和名は 「くれ の

お も」 で あ る が，こ れ は 「呉 （中国）の 御物 （お 手）の ・御

膳薬）」 （舶来 の 食菜） に 由来 す る と い う．

　〔牡丹皮1 「牡丹1 は 武威医簡 の 処方 に 配合．『神農本草

経』下晶に 収載．「寒熱巾風 痩癇痙，驚癇邪気 を治 し，癜

堅瘢血，留舎腸胃を 除 き，五 蔵 を安 ん じ，癰瘡 を療す 1 と

記 さ れ て い る．根皮 を用 い る こ とか ら，『金匱要略．1な どで

は 牡丹皮 もし くは 牡丹去心 と表記 さ れる．和 6 は 「ふ か み

くさ」また 1
一
や ま tt「ば な」．前者 は 山深 きと こ ろ に 生 え る

か ら．後者は 「「1中 に 生 じて 花力 橘花 に 似 る か ら．

　〔牡蠣〕本来は 「牡属」と書 き，馬上 堆医書中に す で に 治

療薬 と して 用 い られ て い る．『神農本草経』　卜品 に 収録 さ

れ，「傷寒 の 寒熱，温 瘧洒洒，驚志 ・怒 気 を治 し，拘緩
・
鼠

瘻，女子 の 帯下赤白を除 く」 と記 され て い る．古方以 来，

rf≠ 方処方中 に 用 い られ る．和名 は 「お か きの か い 」「か き」．

貝力 多数集団で 塊 を な して お り ，
こ れ を掻 き取 っ て 分 け る

こ とか ら．

　 〔麻黄〕武威医簡以 未，薬用．『神農本草経』 中品に 収載．
一
中風 ・傷寒 ・頭痛，温瘧を治す，表を発 し，汗を出 し，邪

熱の 気 を 去り，歟逆上気を 止め，寒熱 を除 き，廠堅 ・積聚

を 破 る 」 と記 され て い る．日 本で は舶載品 力 飛 鳥時代か ら

用 い られ た．和 名 は 「か ず ね くさ （数 根 草 ）」 あ るい は 「あ

まな （甘 芋 ）」 と され るが，国 産 しな い か ら，す ぎ な （杉 菜 ）
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か ら転用 さ れ た もの ら しい．

　 〔麻子 仁 〕「神農本草経』上品に 「麻萱」 の 名で 収載．1七

傷を 治 し，五 蔵 を利す．下血 ・寒気 多食 す れ ば 人を して

鬼を 見 狂走せ しむ．……麻 子 は 中を補 し，気を益す一と記

さ れ て い る．こ れ （
一

名麻勃） は花 と 萼を 合せ た もの を指

す ら しい．種 rは 「麻子 」．古方で 1麻子仁」と書か れ るが，

元来 は 「麻子 1． 凵本で は飛鳥時代か ら薬用 に 供 され て い

る．

　 〔木通 〕「神農本草経』 中品に 「通草」の 名称 で 収載 され，

「悪虫を 去 り，脾胃の 寒熱を除き，九竅 ・血脈 ・関節 を通利

し，人 を して 忘 れ ざ ら しむ 」 と
一
己され て い る．占方で は 当

帰 四逆 湯 ・当帰 四逆 加 呉 茱 萸 生 董 湯 の み に 配 合．後世方 で

は しば しば用 い られ る．和名は 「あ け び 」 「あ け び か つ ら」，

「あ け び」は 「あか っ び」 の 転 で ，実力 熟 し て 割裂 し た 状 が

女陰 に似 て い るか ら （「っ び」 は 女撫 の こ と）．「赤女一と も

書 い た．

　〔木香〕『神農木草経」 の 上 晶 に収載 さ れ，「邪気を治 し，

方
・
疫

・
忸

・
鬼 を辟 け，志 を強 く し，淋露 を 冶す．久服 す

れ ば 夢寤 ・魘寐せ ず 」 とい う．古来 「肯木呑」 と称 さ れ た

（陶弘景）．古方 で は 用 い られ な い ．唐
・宋 以 降の 方 剤 に し

は し は 配合 さ れ る．

　 〔益智〕「益智子 （ヤ ク チ シ ．エ キ チ シ と も）」は六朝
〜

唐

か らそ の 効用が知 られ て い た が，正統本草 に 立 項 され たの

は宋 の 『開宝本草』 カ う．同書に 「遺精
・虚 漏，小便余瀝

を⊥ り，気を益 し，神 （精神）を 安ん じ，不足を 補い ，三

焦 を安 ん じ，諸気を調 う」 と記載 さ れ て い る．古方で は用

い られ ず，唐 ・宋 以 降 の 方剤 に 配 合 さ れ る．薬名の 由来 は

文 字 どお り 「智 を 益す 」 意か ら．

　 〔惹 苡 仁 〕「神 農本草↑斈』 ヒ品に
冖
惹苡 剥 の 名称 で 収緑．

「筋急徇攣 し て 屈伸す る べ か ら ず，風F．fiを 治す．気 を下

す」 と記 され て い る．蕉菖 （ジ ュ ズ ダマ は そ の 母種） の 種

子 ．「説文解字」 （1世紀）
29）

に 「♪r倡 は憙芭 と もい う」と あ

り，惹 は悟の 宇の 訛，昔 （意） も苗 （以） も，日 （以 の 古

宇） に 由来．す なわ ち芦 も苡 も元未昌で，種 fの 連 な った

象形 と考証 され る．こ の 中国中原産品は 小顆 で あ っ た が，

後 漢 代 に は馬 援 に よ っ て 南方 か ら実 の 大 きな 種 （い わ ゆ る

鬼 数珠玉 ）が もた ら さ れ，以 後 二種 が知 られ た，享保中に

中 国 か ら舶載 さ れ 目本 で 繁植 し た もの は 中国原産 の 真 種

で ，小顆，色 は 青味 が あ り，甘味 とい う，和名は 「っ つ た

ま （数珠玉 ）」．今 凵い う ハ トム ギ が南方種の 鬼数珠玉 に 相

当す る．古方 で は 『金匱要略』 で 配剤 され るカ，仁の 字 は

もと 子で，宋代以降に 改変 され た もの ．

　 〔竜骨〕武威医簡 以 来，楽凧 「神農本草経 」 上品 に 収 録．

心 腹の 鬼注，梢物 の 老 魅，欸逆，泄 利
・膿血，女下 の 漏 下，

廠綬
・堅 結，小児 の 熱 気

・蔦癇 を h す一と。L され て い る．

亡方 に も配 剤 され る．和名は 「た っ の ほ ね L 飛鳥時代か ら

用 い られ た が，中困か らの 輸 入 品 に よ っ た ら しい ．

　 〔竜 胆 〕「神農本草経』 E品 に収載．「骨 間 の 寒熱，驚癇 の

邪気 を 治 し，絶傷を 続 （っ な ） ぎ，五 蔵 を定 め
， 蠱 毒 を殺

す」 と記 され て い る．こ の 名称 は，竜 の 徳 に 託 し， 胆 の よ

うに 呂
：

眛が 強 く，か つ 胆 の 冶療 こ効果の あ る こ と に由来す

る ら しい ，和名は 「え や み くさ」 「
一
に が な」．前者 は瘧 （お

こ り ・え や み ） の 治療 に 効が あ るカ
b
．後者 は凵菜，俗称

「りん ど う」 は 竜胆 の 音 か らの 変 化 （り ゅ うた ん → りん だ

う）．

　〔良薑〕本来 の 名称 は 「高良薑 」で ，の ち略 して 艮 豊 と も

称 され る よ うに な った．高良 薑 は 『名医別 麻」 の 中晶 で ，

「暴冷
・
胃中の 冷逆，霍荒 ・

腹席 を主 る」 と記 され て い る．

［高良」 は原庄 の 地 名，「薑 」 は稟が 生 薑 に 似 るカ ］） とい う

（陶弘景）．馬王堆漢墓 か らは現在の 高良薑 に 相当す る実拗

の 生薬が 出⊥ して い る．

　 〔連翹〕「神農本草経」下尸1に 収載．「寒熱
・
鼠瘻

・
瘰癧

・

ヂ醐重・悪瘡 ・痩瘤 ・結熱 ・蠱 毒 を治す 」 と記 され て い る．

「傷寒論 」で は 1連 車召」 の 名称で 用 い られ る．和 名 は 「い た

’
は ぜ一あ る い は

一
い た ち くさ一．「い た ち」 と は似 て 非 な

る もの の 意．「は ぜ 」 は 俗 に い う 「は ぜ うる し ．．

　 〔莨著〕『史 。d』倉公伝 （紀元前 2世紀）
sv）

中に す で に こ れ

を用 い た 治療例 が記 さ れて い る．『神農本草経』下品 に 「良

蔚 朔 の 名称 で 収球．「歯痛 ・出虫，肉痺拘急を 治す．人 を

して 健行 させ，鬼 を 見せ しむ．多食 す れ ば 人を して 狂A！　LY

しむ 1と記 さ れ て い る．和名は 「お ほ み る く さ」 「お に ほ み

く さ⊥ い ず れ も 「鬼を 見る 草」の 変化 ら し い．本来 は シ ナ

ヒ ヨ ス を指 した もの で あ ろ うが，中国 ・H 本で は 従来 近

縁 の ハ シ リ ドコ ロ （トコ ロ は草の 名．狂走 さぜ る草 と い う

意 ），ダ ツ ラ （曼陀羅華 ・朝鮒朝顔 ），ベ ラ ドン ナ な ど に も

当て られ た こ とが あ る．ロ
ートコ ン は莨蓉根か ら．

4． 結
五ロ
一
冒ロ

　以 上，生 某 研 究 に
｝’

げ る来 肛 の 甫 要 陸，漢 薬 の 某源 を 探

る上 で 1．i± 資料 の もっ 蒼 義 に っ い て 説 き，主 な rll± es料 を

紹介 し，い くっ か の 貝体例を述べ た．

　 こ の よ うな 木歴 ・基 14の 研 究 に あ た っ て は，現時点，も

て る 資料 （史料）を馴 吏して，ど こ まで 研 究が 可 能で あ り，

ど こ ま で が 曖 味な の か の 限 界 を 明 らか に す る こ とが まず前

提 とい え よ う．伝 統医学 や和漢薬 に っ い て は 科学化 科学

的究 明 力 叫は れ な が ら も，こ と斯界に お ける 占文献の 扱わ

れ方 は お お か た 非科学的 とい わざ る を え な い の 力 現状で あ

る．そ れ は こ の 分野 に お け る 占文献の 専門学者が い な い こ

とに 起 因 す る．は じめ に 述べ た よ うに ，来歴が 不明で は，

生 葉 は生 某た りえ な い ．今後 こ の 分野へ の 理 解が 広 ま り深

ま り ， 優れ た 後進 が 育 っ て くれ る こ と を 願 っ て や ま な い．

　本稿 は 日本生薬学幺弟 53回 年会 （2006年 9月 30 日，於 ；

埼
一kl） に お げ る特別講演 H 「漢薬の 起源

一
巨

」

土資料か ら」

の 講演内容をま と め た もの で あ る．筆 首に 講演 を指名下 さ

り，お 世話 い た だ い た 木村孟淳年会長 は じめ関係 の 先生方

に 深 謝 の 意 を表 します．
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