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薬用植物の 栽培 と大黄新品種 の 開発研究

八 田 亮 三 ，松 岡 敏 郎

Cultivatio皿 of 　Medicinal　PlantS　and 　Creation　of 　the　New　Breed　of 　Daiou
，
　Da 　Huang

　　　　　　　　　　　　　　　Ryozo　Hatta　and　Toshiro　Matsuoka

Stable　production　of 　the　crude 　drugs　w 甦h　good　quality　by　cultivat 藍on 　is　a　people
’
s　demand　not 　only

depending　on 　the　unstable 　impQrt　from　froeign　countries．　Creative　studies 　on 　the　new 　breed，　Shinshuu

Daiou ，　derived　mainly 　from　Rheum 　co 厂ean “ m 　were 　reviewed ．
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　 天 然 物 で あ る 生薬 は需要 と供給 の 調和を如何 に す べ き

か が大切 で，こ れ に 対応す る 的確 な 施策 と具体化 が 望 ま

れ る ，殊 に 日 本は 供給 の 大 部 分 を国 外 に依 存 して い る こ

とか ら．計 画 的な 輸 入，流 通 の ほ か 新 し い 栽培技術 を開

発 して 合理的な生 産態勢 の 確立 を は か る こ と で あ る．し

か し多 くの 薬 用植物 は農作物 と比較 して栽培技術 が遅れ

て い る た め，積極的な 研 究 の 遂行が 望 まれ る ．ま た，農

業経営 の
一

環として み る と農作物 よ り優 位性 を見 出 す こ

と は むず か し く，さ らに 生薬 が 野 菜 や 果物 と異な っ て 健

康 に 関す る 薬物 で あ る と い う重 要性 も忘 れ て は な らな い ．

こ れ を栽 培 農 家 の 立 場 に 立 っ て 考 え て み る と ，栽培 の 難

易度，安定性，土 地 の 活用，労務 な ど多 く の 条 件 が 考 え

られ る が，最 も重 要 な こ とは 収 益 面 の 有利性，安定性が

どの 程度なの か とい う点 に ある ．

　そ れ で は な ぜ 薬 用植物 の 栽培 が 必 要 な の か そ の 意義 に

つ い て 考 え て み る と，まず 日 本で 消費 さ れ る 生 薬 の 約

90％ を輸入 に依存 し て い る こ と が あげ られ る．生 薬 が 輸

入 品で あ る こ と の 問 題 点 は 産地 に お け る原植物 の 確 認，

野 生 か 栽 培 か の 別，収 穫時期，調 製貯蔵法な ど植物 か ら

生薬 が 作 り 出 さ れ る ま で の 過 程 が 詳 で な い た め 品質 は 必

ず し も均
一と は い い 難 く，殊 に野 生 晶 は生育年次や産地

の 明 らかで な い もの が多 い ため均
一一

性 に乏 し い ．必要量

に つ い て み る と，従 来 の 小 規 模 採 集 だ け で は 増加 しつ づ

け る消 費量 を満た す こ とが 困 難 と な り，ま た 土 地 造成な

どに よ る 自生地の 消失 か ら植相 に 変貌 を き た して 資源 が

漸 次 枯渇 し，経 済 的 要 素 も加 わ っ た ほ か 産地 の 気 候 異 変．

戦 争 な ど不 慮 の 災難 に よ る 輸 入 の 途絶 も 考え ら れ る ．そ

れ で は栽 培 の メ リ ッ トは 何 か と い う と生 薬 の 品 質，量 ．

価格 の 安定化が はか れ る 唯一
の 施策で あ る と い う こ と が

で き る．品質 の 均
一

化 と は基原 の 明確な植物を定め ら れ

た 方法 で栽培，収 穫，調 製，乾燥す る こ と で あ っ て 、品

質の バ ラ ツ キ を 防止 す る こ とが で き る．す な わ ち 一定 水

準以 上 の 品 質 保持，生育年次 な どによ っ て生 じる 品 質 の

不同除去，地方型植物 の 統
一に よ る 品質 の 均

一
化 な どが

可 能 に な る ，必 要 量 の 確保 と は 計画 栽培 に よ っ て 需給 の

バ ラ ン ス を図 る こ と が で き る ほ か ，価格 の 変動 を 是正 し

て 適 正 価格が保持 され る こ と．そ の 他夾雑物 の 混 入 防止 ，

品 種 改 良，栽 培技術の 向 上 に よ っ て 野 生 種よ り品 質 の 優

れ た 生 薬 の 作出 も可 能 とな る ．

　 と こ ろ で 漢 方 ブーム や 稲 作 の 減反 政 策か ら生 薬 に 関心

を持 たせ る傾向が強 くな っ て い る が．薬用植物 の 学問的

評 価 は 薬 学 的 と農 学 的 で 観 点 が 異な り．また 作物 と して

は 消費量が少な く．価格変動 も は げ し い な ど多 くの 問題

点 を含 み，生 産 を 目 的 と した 栽 培 とな る と直 ち に 営 利 に

結 び つ き 難 い．イ ネ を は じ め野 菜，花 卉 の 多 くは 幾十年

もか かっ て作 り出さ れ た の に対 して 薬用植物 は一
般 に 栽

培 の 歴 史が 浅 く．野 生 種 で はそ の 生 活 史す ら分 か っ て い

な い も の も多 い ．さ ら に 薬用 植物 の 栽培は 有効成分 を指

標 と した栽培で あ る点 に 特徴があ り，収穫量だけで なく

如何 に して 成分含量 の 増加 を は か る か が．き わ め て 重 要

な 課 題 で あ る ，した が っ て 薬用 植物 の 栽培 と い え ば農作

物 と 岡 じ 尺 度で は 測 り得な い 要素が あ り，そ の 意義 と 必

要性 を 理解 し，今後 と も 探求さ れ る べ き分野 と い い うる ．

　こ の よ うな 考 証 か ら ダイ オ ウ の新 品 種 （信 州 大黄〉 の

開発研 究が 企図 さ れ た わ け で あ る が ，まず重要な こ と は

大 黄 の 品質 研 究 で あ る ．古 来 大 黄 は 種 類 が多 く，そ れ ら

（3T）
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は諸文献か ら　 D 薬 用 にす る 正 品大黄 （真正大黄） と薬

用 に しない 非正 品大黄，2）産 地 と重 さ （形 質 ） に よ っ て

北 大黄．南大 黄，そ の 他，　3）香 りと 苦味 に よ る分 類 ，

4）自生 地 の 高 低 に よ る分 類 の ほ か 放線紋 の 有無や 五 感 に

よ っ て等級が分け られ て い た．近年 中 国か ら輸入 され る

大黄 は品質 に バ ラ ツ キが あ る と い わ れ 情報の 収集 も充分

で は な か っ た が，最 近 永井吉 澄 氏 らの 努力 に よ っ て 生 薬

研究者 の 日中交流が盛ん に な り中国奥地 に も行 け る よ う

に な っ て 大黄の基 原 植物，野 生 栽培 の 別，調製乾燥，流

通経路なども少 しつ つ 明 らか にな りつ つ あ る ．

　 1954年 初頭，松岡敏郎 は 朝比奈泰彦先生か ら 「錦 紋 大

黄 の 国 産 化 を 目 的 と し た 大黄 の 品質 に 関す る 研究 」 を

テ
ー

マ に い ただい た．先生 は か っ て ドイ ツ に留学 して お

られ た 頃，同僚 の ドイ ツ人 が 「ドイ ツ で は 古 くか ら錦 紋

大 黄 を用 い て い る が ，日 本 で は唐大黄 しか 用 い な い そ う

だね 」 と い っ も 自慢 して い た そ う で ．そ の 頃か ら錦紋大

黄 の 国産化 は先生 の 懸案の テ
ー

マ で あ っ た ．

　大黄の 成 分研 究 は既 に 1900年か ら始め ら れ 1950年 ま で

に は Tschirch，　Fairbairnら多 く の研 究者 に よ っ て ア ン ト

ラ キ ノ ン類 が 単離 され ．ま た セ ン ナ 葉，フ ラ ン グ ラ皮 な

ど 吉来緩下剤 と し て 用 い られ る 生 薬 に は ア ン トラ キ ノ ン

誘 導体 を含 む こ とが 知られ て い る．しか し こ れ が 積極的

に 証明 され て い な い 根本原因 は下 剤 の 生 物 学 的 試 験法が

確立さ れ て いな い こ と で あ る ．従来 の 瀉下試験法 に はマ

ウス ，ラ ッ ト，犬，猫 な どを 用 い る 方 法 が あ る が，い ず

れ も確 実 性 に 乏 し く，膨 化糞 （水分 を 含 ん で 大き くな っ

た糞） を数 え る方 法 も判 定が 不確 実で 誤差 を 生 じやす い

欠 点 が あ る ．

　 そ こ で マ ウ ス を 入 れ た ケージ の 網 の 下 に 濾紙 を敷 き，

下 痢 の た め 濾紙 に 汚点 の つ く糞 を 下痢糞 と定 め，全 体 の

糞数 に 対 す る下 痢 糞数の 比 に よ っ て 瀉下効力を判定す る

方法に つ い て 検討 した．1954年頃 と い え ば 日本 は 勿 論 の

こ と諸 外 国 に お い て も 実験動物 に 関す る 研 究 は ま だ充分

で な く，最 も入 手 しや す い と され た マ ウ ス で さ え 系統や

周令 の そ ろ っ たマ ウ ス の 入 手 は容 易 で な か っ た．さ らに

マ ウ ス に 瀉下 と い うは げ しい 作用 を与える 実験 は文献 に

も記載がな く，薬 理 学専門 の 分野 か らみ て も適 切 な 実 験

結 果 が 得 られ よ う と は考 え ら れ て い な か っ た ．こ う した

実情 の 下で 実施 した が，試行錯誤 の 結果，マ ウス は 体重

15〜19g，雄性，1群 1 匹．絶食，絶水 で 8時 間後 に判 定

す る と よ い こ と が わ か り，硫酸マ グネ シ ウ ム．フ ェ ノバ

リ ン，ヒ マ シ油 の い ず れ に も dose−response を 認 め る こ

と が で き．また良質大黄，セ ン ナ葉，フ ラ ン グラ皮など

の エ キ ス も dose−response を 示 し，こ れ ら の 諸 実 験 か ら

ほ ぼ下剤 の 生物学的試験法が確立 され る よ うに な っ た．

そ の 後，藤 村 一教 授 （現岐皐大学名誉教授） らに よ り

50％ 瀉下 有効量 （ED50）の 算出法が 考 案 され た．

　本生物試験 法 を用 い て 大黄成分の 分画 を行な っ た結果，

遊離型 ア ン トラキ ノ ン類 に は 瀉下作用 が 認 め られ な か っ

た の に 反 し て ，遊離型 ア ン トラキ ノ ン類 を除 い た 画 分 に

強 い 瀉下活性 を 認めた．本画分は東大薬学部柴 田承 二 教

授 （現 名誉 教授 ） か ら恵与 され た標品と比較 して エ モ ジ

ン ・グ リ コ シ ド，ア ロ エ エ モ ジ ン ・グ リコ シ ドな どで ，

こ れ らに 作用 が 認め られ た ．ま た こ の 時 セ ン ノ シ ドと考

え られ る成分も抽出 されて い たが，と りあ えず，こ の作

用 物質 を 結合型 レイ ン と 呼 ぶ こ と に した ．なお結合型 レ

イ ン は 柴田 先生 らが指 摘 され た よ う に錦 紋 大 黄，古 渡 大

黄，正 倉 院 に 保存 の 大黄な ど 良質大黄に 多 く，品質 の 劣

る和大黄 に は ほ と ん ど含 まれ て い ない とされて い る．こ

の ように して 大黄 の 瀉下成 分 は 結 合 型 レ イ ン で あ る こ と

が 明 らか に な っ た．

　 つ い で 1967年 に は宮本益雄氏らに よ っ て セ ン ノ シ ド類

が単離証明され，セ ン ノ シ ド量 の 測 定か ら大黄 の 化学的

品質評価が 可 能 に な っ た．なおセ ン ノ シ ド類 の 瀉下作用

に 関 す る詳 細 な 薬 理 学 的 研 究 は 桑野 重 昭教授 （現武庫川

女子 大学名誉教授） らに よ っ て 明 らか に さ れ て い る ．

　錦紋大黄は 奈良朝 の 頃，日本 に伝 え られ たが，Rheum

属 植 物 は 自生 が な く，栽培 の 記 録 も 残 っ て い な い ．江 戸

中期 にな っ て 低地で も栽培の 叮能 な カ ラ ダ イオ ウ R．　un −

dulatum　L．が 見 られ る よ う に な っ た．昭 和 に な っ て 錦 紋

系良質 大黄の 国 産 化 が 試 み られ ，当 時 ドイ ツ に 留学中で

Fig．1．　 Breeding 　ofSh 正nshuu 　daiou 　at　Nobeyama 　Experimental

Fa  ，　Tekye　Univ．（1956）
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あ っ た 藤田 直市 先 生 （の ち東 大 薬 学 部 教 授 ） が 2 度 に わ

た っ て R．tanguticum の 種子を 日本各地 に 送 られたが，

い ず れ も生 育 し な か っ た．1934年 以 来 ．朝比 奈 泰 彦 先 生

らが 朝鮮 半島 北部 で チ ョ ウ セ ン ダイ オ ウ R，coreanum の

種 子 を 入 手 さ れ ．こ れ らの
一

部 は 若林栄四 郎氏 （元 衛 生

試験所薬用植物栽培試験場長 ） に よ り長 野 県大町 市 で 保

有 さ れ て い た が 退 官 に 伴 な い そ れ ら は東大野 辺 lh薬草園

と長 野 県 茅野 市の 伊東辰 視氏 に 委嘱 され た ，

　 1949年東大薬学部 で は 「高冷地 にお ける 薬用植物資源

の 開 発 と輸入 生 薬 の 国 産 化 」 を 目的 と して 大黄が取 り h

げられ ，柴田 承 二 教授，藤 田 路
一
助教授 らに よ っ て 国 外

か ら入手 され た Rheum 属植物が ，長 野 県 野 辺 由 （海抜

1345m＞で 試作され ，小 林重雄氏 ら に よ っ て 系統保存が

は か られ て い た ，　 こ れ ら は Rheum 　palmatum 　L ．，R．

tanguticum 　Maxim ．，　R ．　officinate 　Baill．の ほ か チ ョ ウ セ ン ダ

ィ オゥ R．　coreanum 　Nakaj で ，本種 は 朝鮮半島北部 の 尅

帽峰 （海抜 2300m） に の み 自生 し．全 株緑色で 茎 葉 の い

ず れ に も赤み を 帯び ず ，葉 の 裂 片 は 前 3 者 よ り多 く，小

花 は 濃赤色，果 実 は 前 3者 よ りはる か に 小 さ い 特徴 を有

す る ．

　 1956年武 田薬 品 で は 東 大 薬 学 部 柴 田 先生，藤 田 先生 ら

の協力を 得て，錦紋大黄 の 栽培研究 が 本格化 し，京都試

験農園長 八 田亮 三 は野 辺 山 薬 草園や 茅 野 試 作 地 で ダイ オ

ウ の 栽培条件，品 質の 基礎研究を進め，野辺山 薬草園 の

ダイ オ ウ は い ず れ も化学 的 ，生 物学 的 試 験 で 錦 紋 大 黄 と

同等 の 品質 で あ る こ とが わ か っ た．つ い で 東大柴田 先生

らの 協力 に よ っ て 錦紋大黄 の 種苗 を 譲受 し，品種 の 育 成

はす べ て 茅野 試 作 地 で 行 われ た．ダイ オ ウ は播種 か ら収

穫 ま で 4〜5年 を要 す る た め，育種用 母 本 は慎 重 か つ 迅 速

に決定する 必要があ り，こ の た め野 辺 山 薬 草園 と 茅 野 試

作地 の すべ て の ダ イ オ ウ につ い て ，い ろ い ろ な 角度か ら

実験デ
ー

タの 解析を行な っ た結果，チ ョ ウ セ ン ダ イ オ ウ

だ け は 化学的，生 物学 的 な 面 で 品 質 が 安 定 し，他 の 錦紋

系大黄 よ り優 れ た 株 もみ られ た，本種 は 「本草書」 に も

記載 は な い が，総括的な判断か ら母本 に決定 さ れ た．

　生 産 を 目的 とす る 大 量 栽 培 に 欠 か せ な い の は 種子 の 確

保 で あ る、そ こ で 固 定 種 を得 る た め，開花 前に 袋 を か け

て 自家受精を試 み たが，種子 は僅少，か つ 健 全 で は な か

っ た ．こ の 原 因 を確 認 す る た め．1959年，試作地か ら谷

を 隔 て て 1km位 の 場所 に 1株だけ植付け る 実験 を 2 個所試

み た 結果，予 想通 り健 全 な 種 子 は
．一

粒 も得 られ な か っ た．

こ の こ と か らダ イオ ウは 自家不 和 合性植物で あ る こ と を

確認した．そ こ で R．coreanum （RC ）を母本 と し，こ れ に

他 の ダイ 才 ウ を交配 させ て 種 間 雑 種 を作 る こ と に な っ た，

　交配 で むつ か し い 条件 は開花期 の
一
致 と成分．作用 が

RC に 近 い 系統 の 選抜 で ，これ が た め 多 くの 試 作 ダ イ オ

ウ の 中か ら R．　palmat“ m （RP） の うち の 2 系統が 父本 と

して 適格 で ある こ と が わ か っ た ．茅野 試作 地 は八 ヶ 岳

山 麓 で 遠隔 地 の た め 育種操作 は容易で な く，交配操作 は

隔離採取方式 と し，両系統 以 外 の 交雑 は させ な い 方法 を

採用 し た．っ い で RC と RP を交 配 さ せ た 種 間 の
一

代 雑 種

を育成 し たが．形質は中間型 が 大部分 を 示 した．こ れ ら

の う ち RC に近 く成 分 ，作 用 と も に 良 い 系 統 を 選 ん で，

再び RC に戻 し交 配 を して 育 成 した ．1961年，茅 野 で 八

田 は 2〔〕eo株以 上 の 戻 し交配株 の 中か らRC に そ っ く りで

成分，作 用 も RC に 匹 敵す る 個体 を 見出 し た ．本系統 は

育 種 学 専 攻 の長 尾 弓 郎 氏 に よ っ て RC と は 別 の 系 統 で あ

る こ と が 判 明 し． S −1618 の 系 統 名 が つ け ら れ た ．

1965年 に はRC を 母本 と し．　 S ．1618 を父 本 とす る一代 雑

種の 苗が北海道の 試作地 に 定植 され ，こ れ と は べ つ に S

−1618 と は 異 な っ た 父 本 を 使 っ て 育成 し た 苗 も嗣 様 に 植

え られ た．1969年 ，こ れ ら 5種 類の ダイ オ ウ を 収 穫 して

形質，成分，作用 を 調査 した 結果，S −】618 を 父 本 とす

る 系 統 が RCに近 く．最 も優 れ て い る こ と が 明 らか に な っ

た．

　 こ の よ う に して RC と S −1618の
一
代雑種が第

一
段階 の

栽培種 と認定 され，関係研究者 の 提 案 な どか ら植 物 名 を

「シ ン シュ ウ ダイ オ ウ 」 ，生薬名 を 「信州大黄 」 と され，

1985年農林水産省 に 「農林 水産 物 の 種 類及 び 出願品種 亅

と して 種 苗 登 録 を 出 願 ，1988年 に は 内 定 公 表 され，薬用

植物 と し て 新 晶 種 が 認 め られ た の は 最 初 で あ る ．シ ン

シ ュ ウ ダ イオ ウ の 生 産 栽培 に は 種 子 の 確保 が き わ め て 重

要で ，1965年 に は晩霜 な ど気候 の 変異 に あっ て も 2 〜3

年間 は 計画通 り の 栽 培 の 可 能 な種 子 が 備蓄 し う る施策 も

行 わ れ た．採種圃 は 中央 に 分株増殖 した RC ，こ れ を取

り 囲 む よ う に 父 本 の S −16i8を配 し、自然 交配 に よ っ た

が．RCか ら 1 万粒 前後 の 採種 が で き，ま た 成 育 5 年 目 の

収 穫 量 は 生 重で 1株3〜5kg．10アー
ル 当 り平均 800kg

を 示 し た．生 産栽培に 備 えて 品質の 研 究 を 多 面 的 に行 う

た め，収 穫 物 はす べ て 京 都 試 験 農 園 に 集め られ，長 尾 研

究 員 （育種 ），小 宮研究員 （化学），大塚研究員 （化

学），津久井研究員 （生 物〉 らが 各専 門 分野 を 担 当 し て

品質 の 均
一な 調 製 乾 燥 法 を研 究 し，また聖光 園 細野 診療

所 と協 調 し，坂 口 弘 副 院長 （現 理 事長） らに よ っ て 信州

大黄は 唐大黄 よ り優れ た贔 質 の 大黄で ある こ とが 臨床 上

明らか に され た．

　1966年，後 藤 實氏 が 京 都 試 験 農 園 長 に 就任 し て か ら ダ

イオ ウ の 生 産栽 培 は 積極的 に 進め られ ，北海 道，南 富良

野 の 深 尾信次氏 の 試作 を 参考 に して 排 水 良好 で 広 大 な 土
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地 ，砂礫 の な い 火 山灰 質土 壌，冬期の 乾燥地帯 な ど を条

件 に 探索 し，後藤氏，市 田利雄氏 の 努力 に よ っ て 十勝 地

方 が 選ば れ ，丸谷 金 保町長や 栽培 農 家の 神谷稔氏，糸 川

光廣氏，島 田俊雄 氏 らの 協力 に よ っ て 栽培 が は じ められ，

また名寄で は国立衛生試験所 北 海道薬用植物栽培試 験 場

の 本間尚次郎場長 を通 じて 分散栽培が 検 討 さ れ、順 次栽

培 面 積 が 拡 大 され る と と も に 1974年 頃 か ら市 出 氏 らに よ

り播種 ， 育苗 ， 定植の省 力化 が検 討 さ れ，1979年 頃 に は

収穫，調製，乾燥 に 関する 設備が ほぼ完成 し た．

　 そ の 後，武 田 薬品福知 山農場長川 西 史明 氏 らに よ っ て

栽培 技 術 の 改善，品種の 育成 に不断の 努 力が 続けられ て

い る．

　信 州 大黄の 開発 に は 種苗 の 委譲，育種栽培，成分や作

用 の 研 究 な ど に長 い 年 月 と多 くの 方 々 の 協 力 が 得 られ て ，

は じめ て 成 し遂げ られ た こ と で あ り，こ こ に 心 か らの 敬

意 を表 す る 次 第で あ る．

　　　　　　 （元 武 田薬 品京都試験農園 長 ）

　　　　　　 （元武 田薬 品京 都試験農園 主 任研究員）

信州 大 黄の 開発研究．東京大学野 辺 山農揚 （1956）
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