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ウ ラルカ ンゾウ（Glycyrrhiza　uralensis 　Fisher）の 筒栽培につ いて
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A 　plastic　tube （the　length：50−100　cm ）was 　used 　for　cultivation 　of 　Glycyrrhiza　uratensis 　Fisher．

The　underground 　parts　were 　growing　v 三gorously　to　its　full　length，　and 　they 　were 　shaped 　like　a
burdock．　These　taproots　growing　in　a　tube　for　one 　year　Ien　months 　were 　investigated　as 　to

growth　and 　glycyrrhizin　content ．　The 丘esh 　weight 　of　strain　86419　showed 　a　maximum 　of　231g．

In　addition ，　glycyrrhizin　content 　of　strain　97−211　cultivated　in　a　runnel 　seedling 　group　showed

2．9％ of　dry　weight ．　We 　proposed　tha重this　novel 　cultivation　method 　could 　be　extremely 　useful

for　selection ，　brecding，　and 　production　of 　pharmaceutically　fj皿 e　straj 皿 s，
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は じめ に

　生 薬 『甘草 』 は古 くか ら漢方 薬 ，医 薬 品 原 料 な らびに

食 品添加物 と して 多用 され て お り，わ が 国で は年間数千

トン が 中国，ア フ ガニ ス タ ン ，オ
ー

ス トラ リア な どか ら

輸 入 さ れ て い る．そ の 基 原 植 物 は Glycyrrhiza　 uraiensis

Fisher お よ び Gglabra 　Linn．で あ り，中国 葯典 で は そ れ

ら 2 種以 外 に Ginflata　Bat．も収載 され て い る
1『3）．輸入 量

の 6 割 を 占め る 中国 で は，貴重 な甘草資源 を確保す る と

同 時 に，環境保全を図 る た め，採取 禁止地域 の 設定，採

取の 許可制な ど多くの 施策を打出 して い る ，また周 辺 地

域で ある ア フ ガ ニ ス タン やモ ン ゴル などで も，環境破壊

が ク ロ
ーズ ア ッ プ され た 熱帯雨林 と 同様 に，野生 株 の 乱

獲 に よ っ て その 後の 砂漠化が懸念 されて い る
415 ）．

　我 が 国 に お ける 栽培化 の 現状 に つ い て は ，生産を 目的

と した 栽培 はな され て お らず，い くつ か の 試験研究が行

わ れ て い る に す ぎ な い
6・7）．栽培に 供試す る 材料 と し て は ，

ス トロ ン を用 い る こ とが
一

般的で あ り
8），そ れ ら を圃 場で

栽培 し た 場 合 ， 新た に発 生 した ス トロ ン が 四 方 に細長 く

伸長 し，掘 上 げ に際 し て も多 くの労 力 を 要 する もの で あ

っ た
7｝．また，国 内で 保存栽培 さ れ て い るカ ン ゾウ属 植物

にっ い て 比較検討が行われ，栽培 に 適したい くっ かの 系

統 が 見 出 され て い る
9・10）．

　原産地 と は 異 な る 環 境条件で あ る 我 が 国 で 本種を 栽培

する 場合，耕 土 の 深 さ，土 質，気象条件，地下水位な ど

を 考慮 して 栽培法を検討す る 必要があ っ た．2000 年度 に

い くつ か の 系統 で 開 花結実 が 見 られ ，育成 した実 生 苗の

主根が大きく発達する こ と が観察され た．実生苗 の 主根

の 成長 に 着 目す る と と も に ，自生地 の 状況 を検討 した と

こ ろ砂壌土で 乾燥 に は比較的強 い こ とが推察 された
3・5）．

　 そ こ で ，我々 は 地面 に立 て た 50− 100cm の 筒に 種苗を

植付け，そ こ か ら発生した主根が極性 に従 っ て 伸長 す る

特性 を 利用 し た 栽培法を 試み た．今回 は栽培 に供 す る 筒

の 長さな らび に 供試材料で あ る実生苗，培養苗お よ びス

トロ ン 苗が そ の 後 の 生育 や 成 分 含 量 に及 ぼす 影 響な どに

つ い て 調 査 した．

（89）
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材料および方法

　京都薬用 植物園で は 各方面か ら入 手 したウラル カ ン ゾ

ウ 15系統 を 60cm 角の コ ン クリ
ー

トポ ッ トで 保存栽培し

て お り
11），そ の うち 7 系統 に つ い て は 茎頂 由来 の 無菌植

物 を保 有 して い る
12）．ま た，2000年度 に は 6 系統 か ら発

芽能力 を有す る種 子 を 得 た，

1．植物材料

　供試材料 と して は 86− 419 （ロ シア 系　以 下 No ．419

と略 ）お よ び 97− 211 （甘草屋敷系　同 211）の 2系統 を

使 用 した ．ま た，そ れ ぞれ の 系統を対象 に ，ス トロ ン苗

（RP ），培養苗 （CP ）
12）

お よ び実生苗 （SP）を用 い た，

2．筒栽培方法

　栽培筒 には下 水 道 管 と して 汎 用 され て い る 径 10cm の

堪化 ビニ
ール 製 の パ イ ブを 50，75 お よ び 100cm の 長 さ

に 切断 し誹 水用 と して 7   の 穴 を 5 ヶ 所 に 空 け たキ ャ

ッ プを接着 したもの を 用 い た （Fig，1）．培養 土 と して は

廃棄植物を 5 年間堆積 さ せ て 作製 した 腐植 壌土 （pH6 ．2−

6．3）を 8mm の 篩 に か け，乾燥牛肥 と消 石 灰 を そ れ ぞれ

40 ：2 ：1 の 割合で 混合 した もの を 用い た．この よ う に し

て 調 整 した 培養土 を 50，75 お よ び 100cm の 筒に そ れ ぞ

れ 4．0，6．0 お よ び 8．OL を 充填 して 上 下 に 3 回 程 度振動 し

て 鎮圧 した．

　栽培条件 と して ，筒長 の 影 響 を 調 査 す る実 験 に 関 して

は 50，75 お よ び 100cm の 筒を，供 試 材 料 の 影 響 を 調査

す る 実験 に 関 して は 75cm の 筒 を用 い た ．ま た，そ れ ぞ

れ の 苗 にっ い て，RP は 5cm の 長 さ に切 断 し た ス トロ ン

を 2002 年 3 月 26 日 に，cp は 順化 して 育成 した苗を 同年

4 月 ユ6 日にそ れぞれの 筒 に植付 けた ．SP は 同年 1 月 30

日 に発芽前処理と して
一

昼夜 25 ℃ の 水 に 浸 した 種子 2

粒 を筒 に 直播して 加温ハ ウス で 育成 し た後，発芽が 揃 っ

た 同年 2 月 20 日 に 間 引き して 1 本 に 整 え，同年 4 月 16

日 に 圃場 に移 動 し た ，栽培 は京都薬用植物園の 圃場 に設

置す る形 状 で 実施 し，地 上 40cm に 固 定 した 市販 の ワ イ ヤ

ーメ ッ シ ュ （100× 200cm 　15cm 角）の 枠内 に市 松 状 に

39本12  を搬入 して 倒伏 を 防止した．管理面で は 適宜潅

水な らび に殺虫剤 （オ ル トラ ン）を 散布した．また，2002

年 12 月 1 日 には 培養土 の沈下が 5− 10cm 見られた こ とか

ら 培養土 を補充した ．

3．サ ン プリン グ

　2003 年 12 月 1 日に 1 年 10 ヶ 月 間栽 培 品 と し て 各区 2
− 9 本を 掘上 げ，筒で 生 育 し た地 下 部 の 形 状 と生育量な ら

びに そ の 成分量に つ い て 調査 し た，主 根の 太 さ に 関 して

は主根基部 とその 50cm 下 につ い て 調査 した．な お，筒

長 の 影響を調査す る 実験 にお ける 50cn1区は 40　cm 下を

調 査対象 と した，また，それ ぞ れ の 検体 は，40 ℃ で 温 風

乾燥 した後，全量を 粉砕 し，恒量 に した 粉末 に対 して グ

リチル リチ ン含量（以 下 GL 含量 と略）を常法 に従 い HPLC

法 で定量 した
6 ），

Fig．1．　Cultivation　by　Using　a　Plastic　TUbe Fig。2．　 TWenty・tWo　Months 　Old　TaprootS　Grow 皿 ロp　i皿 a

　 　 　 　Plas髄c　Tube

　　　　　　T5  ，　T7suD，　and 　T 】o  ：plasti。　tUbes　length

結果

1．筒長がその後 の 生育 に及ぼす影響

筒の 長さに 関 して は No。419 の 実生 苗 （SP） を用 い て

検討 した ．地 下部の 生 育 量 を 比 較す る と，主根 は真 っ 直

ぐに 発達 して お り，そ の 長 さ は 筒 長 （50，75お よ び 100cm ）

に 比例 した 数値を 示 し，そ れ ぞ れ 42．8，67．4 お よ び 80．2　cm

を計測 した （Table　1，　 Fig，2 ），な お，筒 の 底部 に あ る 排

（90 ）
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水用 の 穴か らは 主 根 の 先 端部 （調査対 象 外） が 露出 して

お り，そ れ は 設置面 の 圃場中で 分枝して多くの 細根を有

して い る の が 観察 され た．

　 主 根基部な らび に 50cm 下の 太 さ は，50　cm 区＞ 100　cn1

区 ＞75cm 区 の 傾向が 見 られ ，50　cm 区 が そ れぞれ 2．9　cm

お よ び 1．5cm で 最 も大 き な値 を示 した もの の ，75　cm 区

との 差 は 3   程度 で あ っ た．な お，い ず れ の 区 にお い て

も 50cm 下 の 太 さ は主 根 基 部 の 約 半 分 の 数 値 を 示 し細 く

なる 形状で あっ た．主 根か ら分枝 した 根 （側根 ） の 数 量

は，50cm 区で 1．3本が発生 して い る の に対 し，75   区

で は O．4 本 と少な い も の で あっ た．

　
一

方，生 重 量は 主 根 の 長 さ に 比 例 せ ず，100cm 区 が

222．5g で 最高値 を 示 した もの の ，次 に 50　cm 区 の 201．4　g

で，75cm 区 が 150 ．2　g の 最低値で あ っ た．

　GL 含量 は，い ずれ も O．5− O．6 ％ の 値 を示 した．

2．供試材料がそ の 後 の 生育 に 及ぼす影響

　供試材料に関 して は No．211 な らびに No 。419 の 実生苗

（SP），培養苗 （CP） お よ びス トロ ン苗 （RP）を用 い て

検 討 した．初期生 育 に つ い て は，発芽 と同時 に 発根す る

SP 区お よ び1嗄化苗 の CP 区 は順 調 な 生育を示 して い たが，

RP 区 は ス トロ ン を植付 けて 萌芽が 揃 うま で に 3 週間程

度 を要 し ， No ．211 で は発根が同時で な い こ とが観察 さ れ

た．

　地 下 部 の 形 状 と して 主根 の 太さを比較 し た と こ ろ，2

系統 と もに主根基部 の 太さは sp 区 ＞CP 区 ＞RP 区 で あっ

た が，50cm 下の 太さはそ の 逆 の 傾向を 示 した．　 SP 区 に

お け る 根の 形 状 は，両 系 統 と も 筒 長 に 関す る 実験 と 同様

に主 根 基部 と基部か ら 50cm 下 の 差 が 大き く先細 りの 形

状 で あ っ た の に対 し，RP 区 で は そ の 差が 小 さ く緩やか に

細 くな る もの で あ っ た （Table　2 ）．

　主 根 か らの 分 枝根 の 数 は，2 系 統 と も に SP 区 で は 平 均

0．4− O．6 本 を計測 し，そ れ らは主 根 の 中間 部か ら発 生 して

いた の に対 し．RP 区 お よ び CP 区で は平 均 1．0− 1．7 本で

SP 区 に比 して 多 く，そ れ らは主根 の 基部およ び中間部か

ら発 生 して い た，生重量は 2 系統 と もに RP 区 ＞CP 区 ＞

SP 区 の 傾向を示 し，　 No ．419 の RP 区 が 231．O　g で 最 高値

で あ っ た．

　 GL 含量は，　 RP≧CP＞SP の 傾向 を示 して お り，特 に

No ．41g にお い て 顕著で あっ た．な お，　No ．211 の RP 区 お

よび CP 区で 2．9 ％の 最高値 を示 した．

Table　1CompariSon 　of　Roots　Growth　and 　Contents　of 　Glycyrrhizin　i1　Strain　86・419　by　usilg 　50，75 ，100cm 　Plastic］臨bes．

　 　 　 　 Sour  　　Tube
「
s　Length

Strains　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N
　 　 　 　 material 　　　 cm

DlameterRscm 　　　　Length　of 　　Nu 【rber 　of ＿＿＿＿＿塑 ＿＿＿＿＿　Glyc罪 rh  

  　　 　Ta　 roots 　 cm 　　lateral　mot 　　 F爬 sh 　 　　　 D 　 　　　 Cbnten重s ％

86419SP 5075100 42 ．9 ‡ 0．415 ± 0．3 蹄 42．8 ± 1．1

5　　　2．6 圭 5．3　　13 ± 0．5　　　67．4 土 5．4

5
　 　 2．7 ± 0．2　　1．4 圭 O．3

1．3 ±0．8　　　201．4 ± 74．2　　100．6 ± 34．0　　　0．6 ± 0．1

04 ± 0．5　　　150．2 土 50．5　　74．8 士 26，2　　　　0．5 土 0．2

80．2 ± 2．6　　　　0．8 ±12　　　2225 ± 73．3　　114，1 ± 41．3　　　05 ± O．3

Rs：basal　root，　R釦 ；5〔kCm　pOint　f om 　the　base　of 　the　root
＊ 4〔  lpo 血t　fどom 　the　base　of 　the　root 　　　 SP ：seed 巨ng 　plantEach

　value 　rcpresentS 　the　mean ± standa 【d　deviation．

Thble　2Cornparison 　of　Roots　Growth　and 　Contents　of 　GlycyrrhiZin　in　Strai皿 s　97−211alld　86−419by　usillg 　75cm 　Plastic　Tubes．

　 　 　 　 　 Source
　 　 　 　 　 　 　 　 　 NStrains
　 　 　 　 material

DiameterRscm 　　　　Length　of 　　 Number 　of 　＿＿＿＿＿＿幽 ＿＿＿＿＿＿　GlycyrrhiZiロ

R50　　 Ta 　 roots 　 cm 　　lateral　root 　　　 Fresh　　　　　 Dr　　　　 Contents％

97−211 SPCPRP 5　　　1．3圭0．2　　 0。7 ± 0．2　　　63，6 ± 4，7O ．6 ± 0．8　　　　42．6 圭 14．1　　　　22．4± 7．5

61 ．2 ± 0．20 ．6 士 0．372 ．0 ± 11．71 ．7 ま 0．5

9　　　1．1 ±0．3　　　0．8±0．3　　　53，1 ± 8．6

46．9 ±24．9　　　 26，3圭 13，31

．7 ± 0，42

．9 ± 0．3

1．0 ± 1．3　　　　56，9 ± 37．1　　　31．2 ± 20．4　　　　2，9±0．3

86419 SPCPRP 5　　　2，6 ± 0．5　　 1．3 ± O．5　　　67．4 ± 5．4

2　　　2．0 ±0．3　　 1．6±0，3　　　69．0 ± 9，0

2　　　2．1 ± 0．4　　 2，0 ± 0，4　　　595 ± 15

0，4 圭0，5　　　　150，2土50，5　　　74．8± 26．2　　　　　0．5 土 0．3

LO 主 0．0　　　 215．0 ±27，0　　　105．3± 9．52 ．e ±0．S

1，0 ±1，0　　　231，0 ± 103．0　　111．8 ± 47，6　　　　2，2 ± 0．4

Rs ：basa置root，　R50：50cm 　point　from　the　base　of 　the　root

SP：seedlilg 　plaロt，　CP：cu1lured 　plant，　RP ： plant　from　stolo 皿

Each　value 　represents 重he　mcan ± standard 　dcv孟ation ．

（91 ）
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考察

　 これ まで の 圃場栽培で は，種 苗 か ら発生 した 数多 くの

ス トロ ン が 四 方 に 細長 く伸長 し，掘上 げに 際 して も多 く

の 労 力 を要す る も の で あ っ た η．そ こ で ，新 た な栽培方法

と して 2000年度 に 得 られ た実 生苗 の 主 根 の 形状 に 着 目 し

て 筒栽培 を試み た．

　 筒の 長 さ を 50 − 100cm に 設定 し て 栽培を実施 したと こ

ろ，種苗か ら発 生 した 主 根は 100cm 筒 に おい て も約 3ケ

月 の 期間で 筒 の 下部 ま で 達 して 順調 に 生 育 して い た．主

根の 長 さ は筒 の 長 さ に 比 例 し て 100cm 筒が 最 も 長 く，

50cm 筒の 約 2 倍の 値 で あっ た．しか し，生重 量 は 100　cm

筒が 最 も高 い 値 を 示 し た もの の ，そ れ は 主 根の 長 さ の 比

率 を 反 映 して お らず，概 して 分枝根 の 発 生 数に よ っ て 変

化 す る 傾向が 認 め られ た．ま た，GL 含量に 関 して は主

根 の 長 さ を含めた生育量 に よ る 有意な 差 は 認 め られ な か

っ た．こ の こ とか ら適正 な筒の 長さと して は，筒の 容積

と 生重 量か ら見 て，容積 の 最も小 さい 50cm 筒が効率的 と

考 え られ た．なお，実際 の 生産栽培を想定 した場合，培

養 土 の 搬入や移動，収穫作業を含め，そ の 取 り扱い には

重 労働を要 す る こ とか ら労 働 面 にお い て も 50cm 筒が 適

切で あ っ た．

　つ ぎ に ，種苗 と して 供試す る好適な 部位 と して 実 生苗

（SP），培養苗（CP）お よ びス トロ ン苗（RP）につ い て検討 した．

SP は発芽 と同 時 に発 根が 見 られ ，順 調 な 生 育 を示 した が，

GL 含量は他 の 供試材料に 比べ て 極め て 低か っ た．また，

我が国で は種子 の 量 の 確保が困難 で あ り，遺伝的 な均
一

性も確認 され て い な い こ とか ら生産栽培の 材料 と し て は

適切で ない もの と判断した，

　 CP は遺伝的 に は 均
一

で あ り，順 化 した 段 階 で 苗が 育 成

さ れ る こ と か ら植付 け後 の 生 育 は順 調 で，生 育 量 な ら び

に GL 含量 は RP に 順ず る 値 を示 して い た ，しか し ， 培養

に 要する 技術，施設，期間等 を考慮す る と生産栽培 に は

不向きで あ り．生育ス テ
ー

ジ を 斉
一

にで き る点 か ら各 種

の 実験材料 と して 用い る こ とが最適 と考え られ た．

　RP は こ れまで 我が国 の 試験栽培 に 供試 して きた材料

で あ り，遺伝的 に 均
一

で，本実験 で の 生育量な らびに GL

含量 の 結果 か ら見て 好適な 材料 と判断 され た ．しか し，

RP は他 の 供試材料 に 比 べ 萌芽が 不 揃 い で あ る こ と，また，

萌芽 して 少 し遅 れ て 発 根 す る こ とか ら育苗 を含 め た 課題

を解 決 す る こ とが 重 要 と考 え られ た，

　 筒 栽 培 法 は植 付 けた 種 苗 か ら発 生 した 主根 が 極 性 に 従

っ て 伸長す る 特性 を利用 した もの で あ り，地下 に埋設す

る ナ ガイ モ ，ゴ ボウ等 の 栽培 とは 異なり，地 上 に設置 し

て 栽培す る方法は こ れ ま で に な い 斬新な 栽培法で ，耐乾

性の カ ン ゾウ属植物 の 栽培 に 適 した 方法 と考 え られ た．

な お，排水 用 の 穴 か ら露 出 した 主 根 は，圃場 で 分 枝 し て

多 くの 細根 を有す る こ とが 観察 され て お り，真夏 の 乾燥

時 に お い て も限 られ た 容積 の筒 で 生 育 で き た 要 因 と推察

され た ，

　今 回，1 年 10 ヶ 月 間 の 栽培品を 掘上 げて 調 査 した が，

主 根 は真 っ 直ぐに発達 して お り，す で に 生 薬 『甘草』 の

日本薬 局 方 の 基 準 値 で あ る O．5　cm 以 上 の 太 さ，な らび に

GL 含量 2．5 ％ 以上 を 示す もの も あ っ た ．収 穫作 業 も既存

の 方法 に 比べ て 簡便 で，具体的 に は 筒か ら抜 き 取る だけ

で 真 っ 直 ぐな無傷 の 主根 を 簡便 に収穫で き，生 薬の 調製

は 容易で あっ た．ま た，立 体的な 栽培法で ある た め，植

栽密度を高めて 収穫量 を 増加 させ る こ とが で き る こ とか

ら生 産栽培 の 可能性が 見出さ れ た ．さ ら に，栽培年次の

明 白な 主 根 を 収穫で き る こ と か ら各種 比 較栽培試験な ら

び に 育種選抜 の 実験系 と して も 応用 で き る と 考 え られ た．

　生薬 「甘草」 を ユ00％ 国 外産 に 依存 し続ける こ と は，将

来 に 不安 を 残す．い くつ か の 課 題 を克服 し，消費量の 数％

を 屋標 に 日本 国 内で の 計画 的な生産実現 に向 けた試 み を

継続す る．
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