
The Japanese Society of Pharmacognosy

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　of 　Pharmaoognosy

一 Contribution一 Natural　Medicines　53（Supple．2）．69−75 （1999）

伝統医薬の フ ィ
ー ル ドワー

ク と民族薬物学の 確立

難　波　恒　雄

Field　Work 　Research　on 　Traditional　Medicines　and 　the　Establishment　ef 　Ethnopharrnacotogy

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Tsuneo　Namba

In　recent 　years，　despite　the　progress　in　medical 　sciences ，山 ere 　is　a　cont 圭nuous 　increase　ofthe 　diseases

that　have　no 　effective 　therapy　while 　traditional　medicines 　have　been　recognized 　worldwide 　as　a　safe

method 　of 　medical 　treatmenし　
尸
lhere　are　many 　traditional　medical 　practices　and 　medicines 　peculiar　te

each 　people　in　the　world ．　The　Chinese　medicine 　in　China，　 Ayurveda　in　India，　and 　Unani　medicine 　in

Is星amiccountries 　are 　known 　 as　the　three　great　tτaditiona ［medicines 　 in　the　world ，　 These 　tradi1ional

medicines 　were 　also 　Cliffi】sed 孟n　different　countries ，　as　the　Chinese　medicine 　gave 　rise 　to　Korean 　medicine

and 　Japanese　Kampo 　medicine ；the　Ayurveda 　te　lndian　Siddha　medicine ，　Thai　classic　medicine ，　Tibetan

medicine ，　Mongolian　medicine ，　andJamu 　in　lndonesia．［［he　Unani　medicinehas 　been　practiced　in　Egypt，

Pakistan，　Turkey，　Iran，　Iraq　and 　Arabia，　and 　probablyhas　developed　into　Uy　urmedicine 　in　Xinjiang，

China．　The　traditional　medical 　practices　are 　not 　always 　 indiv孟dualized，　but　they　have　inffuenced　each

other 　through 　the　cultural 　exchange 　amQng 　people．　As　an 　exampie
，
　Tibelan　medicine

，
　which 　has

originated 　in　Ayurveda　uses 　the　therapeutic　methods 　and 　drugs　that　adjust 　to　the　climate 　of 　TibeIan

pla1eau　and 　moreover 　incoq〕orate　w 正山 the　merits　of　Chinese　medicine ．　 Such　traditional　medicines

wero 　deve】oped 　in　nations 　and 　among 　people　that　have　created 　thcir　own 　alphabel 　since 　ancient 　times，

whilo 　peop且e　without 　such 　feature　transmitted　verbally 　thc　knowlcdgc　of 　hcaling　anCl　drugs　threugh

generations．　The　verbally 　transmitted 　medica 】practice　can 　be　seen 　in　poop［e　of 　South　America，　Africa

erotherparts 　ofthe 　world ，　which 　is　called 　folk　medicine 量n　distinction　fromtraditional　medicine ，but　here

both　will　be　refer τed 　as　traditional　medicines ．　 In　this　report ，　the　importance　of　the　field　work 　 on 　the

research 　oftradltlonal 　medicines 　are　described　showing 　the　examp ｝es　ofSwertia 　plants，　By　amplifying

the　field　of　study ，　as 　the　study 　on 　the 　kinds　ofmedicines 　used 　by　different　people，　the　parts　used ，　the

meIhods 　and 　frequency　orus ¢ s，　etc ，，would 　proVide　cvidences 　of 【he　import　route 　ofthe 　culIure　and 　a！so

show 　a　way 　to　develop　new 　medicina 呈resources ，　Hopefu］ly　yovng 　scholars 　will 　lcad　the　investjgations

on 　ethno −mcdicincs 　with 　the　above 　thoughts　in　thei匸 minds ．

Keywords ：field　work ：traditional　medicine ：folk　medicine ：ethnopharmacology ：Swertia

1．生薬学雑誌との 出会 い

　 昭 和 28年 （1953）4年 次 の 教室 配 属 の と き．木村 康
一一，

高橋真太郎先生の 生薬学講座 に入 っ た，半夏 の 鎮嘔 成分

の 研究 を した い と申 しで た と こ ろ，全 く違 う市 販 「旋覆

花」 の 原 植物 の 同定 と い うテ
ーマ を与 え られ た．生 薬 材

料学 との 付 き 合 い の 始 ま りで あ っ た．昭和 29年（1954＞，

卒業後大学院へ 進学．修士論文 の テ
ー

マ は，当時木村康

一先 生 が 参 加 され て い た 正 倉院薬物調 査 の 手 伝 い で ，薬

塵 の 原植物同 定 の 仕事 で あ っ た．こ の 時 の 仕事が 後 に ヒ

マ ラ ヤ等 へ の フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク に 繋が る の で あ る か ら，

人 雀 は不思 議な もの で ある ．卒業 の 年の 昭 和29年 に高 橋

先生の 勧め で，松本 で の 学 会 に旋覆花 の 仕事 を 報告 した．

（69＞
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こ の と き生薬学会 に 入会 した．松本 で の 学会が生薬学会

の 第一回 総 会 で あ っ た の は後で 知 っ た こ とで あ る．

　 金 沢 大学 の 木村 久吉先 生 が 木材 の 切 片 作 り に本 人 考 案

の 鉋 を使 っ た発表をされた の と，最前列 に 朝比奈泰彦先

生 が 陣取 っ て お られ，長 い 顎鬚 を し ごい て お られた の が

印 象 的 で あ っ た．学会 の 後の 美 ヶ 原 へ の 植物採 集 も大変

懐 か しい 思 い 出で ある．

　 当 時は 生 化学 全盛時代 で．生薬学 は マ イ ナ
ー

な 学問で

あっ た，しかも生薬 の 基源決定 （所謂ア ナ トミ
ー

）と い う

大 変 地 味な 仕 事 で ，周 辺 の 教 授 方か ら変な 目で 見 られ て

い た．あ る 時他 講座 の 教授 か ら 「お 前 ．あ ん な 仕事 を し

て い た ら薬学 で は 食 っ て い けな い そ，大学へ 残 ろ うと思

うな ら精 々 学会 誌 に 論文 を 発表す る こ とだ 1 と 言わ れ た．

木 村 先 生 に根 談 した と こ ろ 「ア ナ ト ミーの 仕 事 は 生 薬学

の 基本で 重要な仕事だ．欧米 で は 生薬 の 種類が 少 な く殆

ど仕事 が 終わ っ て い る が ．漢薬 で は まだ ま だ仕事 が残 っ

て い る．仕事 を正 確 に，素 早 く仕 上 げて 論文 を書 く こ と

だ．た だ論文 を 書 くな ら生 薬学雑誌に 投稿 し な さ い ．こ

れ は朝比奈先生 が 作 っ た 雑誌で ．ま だ新 しい 学会誌 だ か

ら育て な け れ ばな らな い ．薬学雑誌 よ り生薬学雑誌がベ

タ
ー

で あ る ．生 薬学の 裾野 を 日本で 拡げる た め に は ，欧

文 よ り日本 文 の 方 が よ い ，一般 の 人 も読 ん で くれ る か ら

な 」 ．

　 昭 和 33年 （1958＞に旋 覆花 の 論文 を生 薬 学 雑 誌 の 発 表 し

て か ら．正 倉院 の 胡黄連，烏頭 ・附子 類 の 学位論文 な ど

殆 ど生 薬 学 雑 誌 の お 世話 に な っ た，運よ く大阪大学薬 学

部 の 生 薬 材 料 学 教 室 に 残 る こ とが で き，こ れ また 運 よ く

昭和45年（1970）木村康
一・

先生 の 後任と して 富 山 大学薬

学部 に 移 る ま で は ，専 ら生薬 学 的 研究 に 没頭 した ．そ の

間 ト リカ ブ トの 分 類 研 究 の た め の 植 物 採 集 で 日本 全 国 を

歩 き回 っ た ．これ が後 の フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク に 繋が る の で

あ る．正 倉院 の仕事 か ら．そ の 原 植物 の 産 地 ヒマ ラヤ に

憶れ，昭和 38年 （1963），マ ナ ス ル 三 山 の
一

つ P29 登由

隊 に学 術 メ ン バーと して 参 加 した．こ こで の 体 験 は後 述

す るが ，そ の 後1964年 にイ ン ド，東パ キ ス タ ン （現

バ ン グ ラデ シ ュ ）．同年 ヨ
ー

ロ ッ パ 諸国，1966年東 ア フ

リ カ 諸国，エ ジ プ ト．1968年，69年台湾 に と立 て 続け に

フ ィ
ール ドワ

ーク に 出 か けた．大 学 の 同 僚 か らは 「そ ん

な に出 か け て．よ く 論文 が 書け る な 」 と ひ や か され た も

の で ある．フ ィ
ー

ル ドで 集めた実験材料 が 山 程あ る の で ，

テーマ に は 事欠か な か っ た．

　富山大学 に移 っ て か らは，ア ナ トミ
ー

の 仕 事 だ け で な

く，生 薬 の 品質 評価，薬 効解析．新資源 の 開発等研究分

野 を拡げて い っ た が，発表論文は圧 倒的 に 生 薬学雑誌へ

の 投稿が多 い ．1958年か ら 1997年の 釦 年間 に 発 表 した 原

著論文514報 （年 平均 12．8報 〉の うち，生 薬学 雑誌 に 225報

が 掲載 さ れ て い る．こ れ は そ の 間 の 生 薬学雑誌 に掲載 さ

れた全論文 の 15％ 強，年間平均 5．6報 の 勘定 に な る，正

に私 の 学問人 生 は 生 薬 学 雑誌 と 共 に 歩 んで き た 感が あ る ．

　 も っ と も こ れ は．ア ナ トミ
ー論 文 を投 稿 で き る雑 誌 が，

日本で は 生薬学雑誌，植物研究雑誌，薬学雑誌 に 隈 られ

て お り （別段制限 は な い が，審査 の 点で 問題がある ），

薬 学 雑誌は 和 文 だけ と い う鰯限が あ る の で ，ど う して も

生 薬学 雑 誌 と い う こ と に な る わ け で あ る，ま た，外 国 の

欧文誌 で は，1970年頃 ま で は 多少掲載誌があ っ たが，そ

の 後 は審査員がい な い と い う理由で掲載不可能 に な っ て

い る ．

2 ．世界 の 伝統医学 と薬物

　近年，医 学 の 進歩 に か か わ らず 難病が 増加 の
一．途 をた

ど り，身 体 に や さ し い と言 わ れ る伝 統 医 学 を 中心 と した

統合医 学 が世 界的 に見直され つ つ あ る．

　世界 に は 多 く の 民族独自の 伝統的医療が 存在 し，それ

に用 い る 伝統 薬 物 が 現 存 して い る ．中 国 の 中国 医学 ，イ

ン ドの ア ーユ ル ヴ ェ
ーダ，回 教 圏 で 行 わ れ て い る ユ ナ

ニ ー
医学 が 世界 三 大伝統医学 と言 え る ．中国医学 の 系統

は 韓国 の 韓方医 学，日本の 漢方医 学が あ る．また ア
ー

ユ

ル ヴェ
ー

ダの 流れ を く む 医学 と し て ，イ ン ドの シ ッ ダ
ー

医学 ，タイ 古 医学 ，チ ベ ッ ト医学 ，モ ン ゴ ル 医 学 ，イ ン

ドネ シ ア の ジ ャ ムーな どが あ る．ユ ナ ニ ー医 学 は エ ジ プ

ト，パ キ ス タ ン ，トル コ ，イ ラ ン ，イ ラ ク，ア ラ ビ ア等

で 行 わ れ て い る が，中国新疆 の ウ イ グル 医 学 は こ の 系統

の も の で あ ろ う、しか し こ れ ら の 医 学 は夫 々 独 立 した も

の ば か りで な く，民 族 の 文 化 交 流 に よ り，夫 々 影 響 し

合 っ て い る もの もあ る．例 え ばチ ベ ッ ト医学は，そ の 源

は ア
ー

ユ ル ヴ ェ
ーダ で あ る が．チ ベ ッ ト高 原 の 風土 に

合 っ た 医 療 ，薬 物 が 多 く用 い られ，また 中 国 医 学 の 長 所

もう ま く取 り入 れ られて い る．こ う した伝統 医 学 は古 く

か ら文 字 を考 案 した 民 族，国 家 で 発 達 し た も の で あ る が，

文字 を持 た な か っ た民族 は，口 伝 に よ り医 療，薬物 の 知

識 を後 世 に 伝 え て い る ．南 ア メ リ カや ア フ リカ の 諸 民 族

の 医療 に見 られ る よ う に ，こ う し た 医 療 を伝 統 医 学 と区

別 して 伝承 医 学と称す る が．こ こ で は こ れ らを
一

括 して

伝統医学 （Traditional　MediciBe ）と呼 ぶ こ と にす る ．

　伝 統 医 学 の 近 代 科 学 的研 究は，近 年 や っ と緒 に つ い た

ばか りで あ る が，中国 に お い て は 1960年頃か ら中西医結

合運 動 が起 こ り，中国 医学を 近代科学的 に 説 明 し よ う と

す る 試 み が な され て き，一
応 の 成 果 を修 め て い る．しか

し何 分 に も伝 統 医学 と 西洋医 学 は 病気 に 竝す る 考 え 方が

根本的 に異 な る の で，同
一・
視点で 論議 し合うこ と は極 め

て 困難で ある、

　
一

方 伝 統 医 学 的 思 想を 勉学 し た も の に と っ て は ，そ の

理 論 （病 因，病理 ，生 理 ，治 療 ，養 生 等 ） に関 して ，古

典 を正 し く読 め ば理 解可 能 で あ る．しか し用 い る薬物 の

（70）
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場 合，中国 やイ ン ドなどの 広大な土地 と長 い 歴史を持 っ

た 国で は 異物同名品や 同物異名 品が 多 く．ま た薬物 の 基

源 の 歴 史 的 変遷 も あ っ て，古 典 に 誌 され た薬物 の 基 源 が

必 ず し も現 在用 い て い る 同名の 薬物 と 同
一

で ある とい う

保証 は な い ．伝統医学 の 研究で 最 も重 要で ま た 困難な 仕

事は，薬物 の 同定 に あ る と雷 え よ う．

　 こ の 方面 の 研 究 は，中国 と 日本で 僅か に 行 われ て い る

だ けで ，ア
ー

ユ ル ヴェ
ー

ダやユ ナニ ー
系 の 薬物 は全 く と

言 っ て よ い ほ ど手 が つ け られ て い な い．薬物 の 同 定 は で

き て い な い が ．個 々 の 薬 物 の 化 学 成 分 の 研 究 は 中国 に お

い て もイ ン ドに お い て も今世 紀 に 入 っ て か ら 目覚 ま し い

発展 をと げ，特 に 1970 年代 に 分析機器特 に 化学構造 の

解析機器 が 開 発 さ れ て 以来 ，地 上 の 植物 の 二 次代謝成分

は，そ の 基 本骨 格 が 殆 ど解 明 さ れ た と 言っ て も過言で は

な い ．た だ構造と薬理活性の 構造相関の 問題は ご く一一・
部

しか 解 明 さ れ て お らず，伝統薬物 の トータ ル と して の 薬

理 活 性 と，個 々 の 成分の 薬理活性 の 相関に つ い て も今後

の 課 題 と な っ て い る ，伝統 薬 物の 中 に は薬 物 と食 物 の
一

線が引き難 い ，い わ ゆる 中国 の 「薬 食 同源 」 に根ざす薬

物が 多 い た め，今後多糖体や糖蛋白，さ らに は ポ リペ プ

チ ドや 脂質類 の 構造 と 薬理 作用 の 研究が 望 ま れ て い る ．

そ れ と同 時 に，漢 方処 方 の 薬効解析 を行 うの と 同 様．食

物や そ れ を調 理 し た 「薬膳 」 の ト
ー

タル と して の 食効解

析 を行 う必 要 が あ る．そ の た め に は，よ り高度の 分析機

器 の 開発 が 必要 と な っ て お り，21世紀へ の 課題 とな っ て

い る ．

3 ．伝統薬物 の 研究

　和漢薬 を 始 め と す る 伝統 薬 物 の 研 究 は，現 在非常 に幅

広 い 分 野 で 行 わ れ て い る ，こ れ に は 大 き く 分けて 三 つ の

方向が あ る． 一
つ は，伝統薬物 を 薬物資源 とみ な して ，

そ こ か ら新 し い 薬 品 を開 発 して 行 こ う と する 方向で ある ．

これ は従来 ま で の 新薬開発 と同様 で あ る ．第 二 は，和 漢

薬 の 用 法 の 基礎 は 漢方医学 （あ る い は 中国 医 学 ） で あ る

か ら，そ の 運用法 に基 づ い た従 来 まで の 薬効 を近代科学

的 に 裏付 け しよ う とす る 方向で あ る．こ れ は アーユ ル

ヴ ェ
ー

ダで もユ ナ ニ
ー

医学 で も 同 様 で あ る．第三 は，伝

統 薬 物 を 民 族 の 一つ の 文 化 と し て 捉 え ，そ の 発掘 と継承

を 目指す方 向で あ る．

　薬物 の 研究 は，ど の 成 分 （あ る い は翻 々 の成分 の 組合

せ ） が，ど の よ うな 病気 に，どの ような作用機序で 効果

を発揮す る の か と い う薬効 の 研 究 が 主 体 に な る の は 当 然

で あ る が．そ の 薬効 の 主 体 とな る成 分 の 性質 の 研 究 も基

礎 研 究 と し て 重要で あ る．溶解度，吸収，代謝，排泄，

これ らの 好 条 件 を満 た すた め の 剤 型 の 研究，副作用 や 安

全 性 の 研究 な ど実 に 複雑 で あ る ．特 に 伝 統 薬 物 の よ うな

天 然 物 は．多成 分 系 の 薬物 で あ る か ら，単
一

成分の 近代

薬 よ り更 に複雑 で あ る．

　現在，伝統薬物 の 研究動向は，大 き く以下 の よ う に分

類す る こ と が で き よ う．

（1＞基源の 解明 （生 薬 学 的研 究）

（2＞歴 史的 変遷 の解 明 （本草学的研究〉

（3＞生産 と流通 に 関す る 研究 （栽培
・
飼育

・
組織 培 養

　　 ・経済流 通 な ど）

（4）品質評 価法 の 確 立

（5）含有成分 の 化学的研究 （天 然物化学．化学修飾 ・

　　合成 を含 む ）

（6）生 物 活 性 に 関 す る 研 究 （薬 理 学 的 研 究 ）

（7）活 性成 分 の 吸収，代謝，排泄 に 関する研究 （生化

　　学的研究）

（8）処 方 の 解析 と製 剤 の 研 究 （修治 を含 む ）

（9＞資源 開発 に 関 す る研 究 （民 族薬物学 を含 む ）

（10）臨床研究 （医学系）

　 こ の う ち，今 日 ま で （10） を 除い て ，量 や 質 の 大小 は

あ るが，す べ て を研 究 の 対 象 に して き た．（D と （2）

に 関 し て は ，比較的重 点的に 研究 を行 っ て き た ．現在 日

本 にお い て （外国 で も同様 で あ るが 〉 本 格的 に この 方 面

の 研 究 を行 っ て い る研究者が激減 して い る が，ヨ
ー

ロ ッ

パ の ハ
ーブ類 と異な り，イ ン ドや 中 国 な どの 伝 統薬物 は，

異物同名，同物 異名 の 薬 物 が 多 く．こ の 分 野 は ，伝統薬

物 の 最も基礎 とな る 研究分野 で ある の で ，今後是非 と も

研究 を継承 して も らい た い もの で あ る．

　 （3）に 関 し て は ，2 ，3 の 薬 用 植物
・
動物 の 栽培

・
飼

育 に よ る 形 態 ，成 分 の 季 節 変 化 を調 べ た の み で あ るが ，

今後 生 薬経 済 学 ，流 通 学の よ うな 学問も必要 となる や も

知れない ．

　 （4）に 関 して は，数種 の 伝統薬物 の 理 化学的品質評価

法 の 確立 を 目指 して ，基礎的な研究 を 行っ て き た．今後

は薬効 を指標 と した 品質 評価 が必 要 とな っ て こ よ う．

　 （5＞，（6）に関 して は抗 ウイ ル ス 薬，肝機能保護作用 を

有す る 薬物，齲 蝕 予 防薬，血 管 系 疾 患 の 治 療薬，抗 糖 尿

病薬 ，降 圧 薬，抗 骨 粗 鬆 薬 な どの 開 発 を 目的 に 研 究 を 行

っ て き た．数多 い 論文は発表 し て きたが，実用化 に至 っ

て い る の は ほ ん の 僅 か で ある ．健康茶 で は，杜仲茶，羅

布麻 の 燕 龍 茶 ，ゴーヤー茶 な ど の 開発 を行 い ，こ れ らは

既 に 実用化 され て い る．

　 （7）に 関 して は．伝統薬物成分 の 腸 内細菌 に よ る 代謝

研究 か ら，薬効発現機構 の 解明 を行 い，興味 の あ る 結 果

を発 表 して き た．こ の 種 の 研 究 は，今 後 も重要 な 課 題 と

し て続 け られ る で あ ろ う．

　 （8）に 関 して は，馬銭 子 の 修治 に関す る 研究の み で あ

る が ，漢薬 類 の 修治 や 処 方 の 薬 効解 析 は，今後 の 重 要な

研 究 課 題 で あ ろ う．

　 （9）に 関 して は，フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク を通 じ て，民族薬
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物 学 の 確立 を 目指 し，イ ン ドの ア
ー

ユ ル ヴェ
ーダ薬物，

チ ベ ッ ト薬 物 漢薬 な どの 関連性 を研究 して お り．現在

で は 仏教の 伝 来 と 共 に 中国 お よ び そ の周 辺 諸 国 に伝播 し

た ア
ー

ユ ル ヴ ェ
ー

ダの 影 響 が，現 代 の 中医学 に どの よ う

に反 映 され て い る の か とい う．思想的 な 面で の 仏教 医薬

学 の 調査研 究 を 行 っ て い る．また 当 然．資源 開 発 の 意味

で ，他 の 分野 で の 研 究材料 の 提供 も行 っ て きた ．

　 こ れ ら多方面の 研究 を 続 け る に 際 し て ，多 く の 学 内外

の 方々 の 協力を得た．こ こ に 記 して 深謝す る 次第 で ある．

ま た，国外 か らの 留 学 生 や 研 究 員の 協 力 もあ っ た ．

　富山時代 の 約 30年間 に 15ヶ 国，104名 の 国 外 の 方 々 が

私 の 研 究室 に 在籍 され た ．そ の 9割 の 方々 は 夫々 の 母 国

に帰 っ て研 究，教 育 に従事 さ れ，約30名が 教授 にな っ て

活躍して い る．

4 ．　 フ ィ
ール ドワ

ーク の 重 要 さ

　伝統 医薬学 の研 究 は．そ の 医療 理 論 や 薬 物 の 効果等 を

病院や 実験 室 で 行 うラ ボ ラ トリー・ス タディ （Laboratory

Studies）が 主 で あ る が，現 地 調 査 （Field　Works）も欠 く こ と

の で き な い 仕事 で ある ．熱帯病 の 研 究等 は 現 地 で 実 情 を

見 聞 しな けれ ば，真の 治療法 の 研究 はな しえ ない ．薬物

の 研究 にお い て も 現地で ど の よ うな 人 達 が どの よ うな用

い 方を して い る か ，実験室 で 成分や 薬理 を研 究 す る 前 に，

そ の 薬物文 化 の 実 態 を 把 握 して お く こ と が重 要 で あ る，

　
一
般 に 薬物 調 査 の 場合，普通 の 植物調 査 と違 っ て ，そ

れ を 利用 す る 人 間 が 必 ず 関 与 して くる ．もち ろ ん 薬物 は

植物性 の もの ばか りで な く，動物性 の も の ，鉱 物 性 の も

の もの も あ る が，や は り何 とい っ て も植物が 圧 倒 的 に 多

い ．そ の 点 ．一
般 植物 採集 と 同様 の 採集の 仕方を行 うが，

使用 部位が 決 ま っ て い る もの で は，必 ず使用 部位 を採 集

して お か な けれ ばな らな い t 特 に 漢薬類で は 地 下部 を用

い る 場合が 多 い か ら，採 集す る際 大 半 の も の は根 か ら掘

り起 こ して ，押 し葉標本 に す る．こ れ が 案外 厄介 で 手 間

の か か る仕 笋 と な る．また ，使用部位 と い っ て も．同
一

植物で 地域 に よ っ て 異な る 場 合が あ り，それ に は そ の 地

域 あ る い は 種 族 で 使用 法に 通 暁 し た 人 と 共 に 歩 く必 要 が

あ る．世界 各 地 の 伝統医療 が 行わ れ て い る 国で は．どこ

へ 行 っ て も必ず そ の 医 療用 の薬物 を 集 め て 廻 る採薬 人 が

い る ．しか し，そ の 場 合薬物が 商 品 と して 販 売 で き る 体

制 を も っ て い る 所 と い う 制約 が ある ．

　 そ の 他民問的 に 自給自足 して い る と こ ろ もあ るが，発

展 途 ヒ国 ほ どそ の 傾 向 が強 い 、自給 自 足で 自分 た ち の 健

康管 理 を して い る 所 で は，村 の 人 達 の 薬 草 の 知 識 は 実に

豊富で ある ．薬物調査 で は こ う した 薬物知識 の 豊冨 な 人

を探 し 当 て て ，同行 して も ら うよ うにす る こ とか ら始ま

る．仏教圏 で は僧侶 に そ う した 人 が 多 い ．ま た村 の 長 老

達 も意外 と 薬 物知 識が 豊 富 で あ る ．こ う し た 知 識 は 長 年

の 経 験，体 験が 必 要だ か らで あろ う．し か し．い わ ゆ る

採薬を専業 とする 採薬人や 治病 を 専 業 とす る 医 者 以 外 の

素人 の 人達 の 薬物知識 に は む らが あ り，多 く の 人達 に 質

問 して （少 な く と も 3人 以 ヒ） 同 じ答 え の 返 っ て くる も

の の み を 記録 に 止め るよ う に して い る．

　 ア フ リカの 奥地 で は小 学生 ぐらい の 少年達が実 に よ く

薬 草の 名前，用途 を 知 っ て い た ．ま た ，台湾 の 山地 同胞

（い わ ゆ る 高 砂 族 ） は，平 地 の 漢 民 族 に 売 る 薬 草 の 名 前

は良 く知 っ て い る が，そ れ が どの 様 な用 い られ 方 を す る

か に は 興味 を示 さな か っ た．長年の 平地民族 との 交流や

キ リ ス ト教 文 化 の 流 入 に よ り．古来 の 高地民族の 薬物文

化 が 殆 ん ど失 わ れ て い た．す べ て そ の 時点 で の 必要性 か

ら知識が伝わ る もの で ある．

　 と こ ろで 調査 行 の 際，薬物 に 通暁 した同行者が見 つ か

らな い 場 合 に は．村 へ 着 い た と き に そ の よ うな 人 を 探 す

ほ か な い ．そ の た め に は，村 落 の 多 い 道 筋 を歩 くよ う心

掛 けね ば な らな い ．山奥の 人間 の 生 活 して い な い と こ ろ

で の 植物採 集 は．村 へ 持 ち 返 っ て か ら の 仕事 が 大 変 で あ

る ．村人 達 は 地 上 に 生 え て い る 状態 の 植 物 な ら，あ る 程

度 名前 を知 っ て い る が，新聞紙 に 平面的 に押 して しま う

とな か な か 判別 で き な い よ うだ．名 前，用途 を 尋 ね る た

め に押 し葉 を広 げ る と，物めず ら しさ も手伝 っ て ，村中

の 老若 男女 が 黒 1【1の よ うに 私 の 周 り に 群が っ て く る ．誰

か が そ の 植物 の 名前 を言 う と，必 ず 「そ れ は違 う」 と茶

々 を入れ る 人が い る．そ れ か ら侃侃諤 諤 賛否 両 論 に分 か

れ て 論 争 が 始 ま る ．こ れ を通 訳 を交 え て 整 理 す る の が ま

た一
苦労で あ る ．こ ん な こ と を 繰 り返 しな が ら，徐 々 に

資料 を加 え て い く．採集をした植物 を 新聞 紙 に は さ ん で

乾燥す る の も実 に 根気の い る仕事で あ る ．まる で現地 に

新聞紙 と格闘 し に きた思い がする．し か し こ う して 或 る

薬 草 の 薬 効 を聞 き出 した と き に は 実 に 心 が 晴 れ 晴 れ とす

る ．しか し楽 しい こ と ばか りで は な い ．

　ヒマ ラ ヤで はポ
ー

タ
ー

が崖 か ら落 ち て大怪 我 を した り，

高山病で 死 ん だ こ と も あ っ た．渡渉 の と き に ，折角乾燥

し た 押 し 葉標本 を川 に 流 し，後 で 乾 燥 に苦 労 した こ と も

あ っ た．ま た，中国 の 四 川 とチ ベ ッ トの 境の 山奥 で，ラ

ン ド クル ーザーが 崖 か ら転落 し，命拾 い を した こ と も

あっ た．何事 も運が 左右する よ うで あ る ．そ こ に フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クの 苦 しさ と楽 し さ が あ る ．

5．民族薬物とは

　 初 め て の フ ィ
ー

ル ドワ
ーク は、1963年 9月〜12月 の 約

100日 間の ネパ
ー

ル へ の 薬物調 査 で あ っ た．ネ バ ール へ

は そ の 後数度，延べ に して 1年以 上 通 っ て い る ．今まで ，

海外 へ で か け た 回 数 は 10（1回 強 ，32ヶ 国 ，延 べ 1800 口 弱

を国 外で 暮 ら し て き た ．留学 と は 違 っ て 毎 日毎 日が 旅 行

で あ る の で ．最 モ）大 切 な こ とは 健康 と体 力 の 調和 で あ る ．
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　 フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク 3原 則．　 「1．何で も食 べ ら れ る ．2．

ど こ て で も寝 る こ と が で き る．3．誰 と で も仲 良 し に な

れる 」 が生まれ た の も長年 の 体験か らで あ る．

　 ヒ マ ラ ヤ に 来て み て ，我 々 が 大学 で 習っ た 薬用 植物学

の 知 識が い か に片 寄 っ た もの で あ っ た か をつ くづ く考 え

さ せ られ た．今 ま で の 大学 で の 教育 は ヨ
ー

ロ ッ パ の 薬 草

に 中国 ，日本 の 薬草 を つ け 加 え た も の に 過ぎな か っ た ．

伝統的な薬物 はそ れ ぞ れ の 民族の 文化遺産 で あ る と 言 い

うる ．そ れゆ え薬物調 査 は，単 に 薬物の 調査だけで はな

く，そ れ を用 い る 民 族 の調 査 を も兼 ね て 行わ な け れ ば な

らない ．宗教，言語，他民族 との 関係，生活状 況 な どす

べ て 薬 物文 化 に 関連 して くる ．特 に 周 辺民族 と の 関係 は．

そ の 薬物の 流通 に大 き な 影響 を与 え る も の で ある，チ ベ

ッ ト薬物，イ ン ドネ シ ア の 伝 統薬物 で あ る ジ ャ ムーな ど．

そ の 発 生 の 起源 は ，イ ン ドの ア
ー

ユ ル ヴェ
ー

ダ薬物 と の

関 連 性 が 考 え られ る が ，こ れ を どの よ うに 証 明 す る か は，

使用 薬物 の 比 較 に留 ま らず，諸 民 族 文 化 と の 比 較 も 必 要

とな ろ う、

　古 くか ら伝え られ た諸 民 族の もっ 薬物 は，一般 に 民 間 薬

（Folk　Medicines）と称 さ れ て い る．近 年 で は こ れ を そ の

民族 の 伝統的薬物 と い う意味か ら Traditional　Medicioes

（伝統薬物） と称 し て い るが ．先 に も述 べ た よ うに 伝統

薬 物 と伝 承 薬 物 （Folk　Medicines
，
　Oral　Traditional　Medici−

nes ） と は 区別する べ き で あ ろ う．

　民間薬 を ど の よ うに定義す る か は，い ろ い ろ 論議の あ

る と こ ろ で あ る が．現在 日本，中国，韓国そ の 他東南ア

ジ ア 各 地 で 用 い られ て い る 漢 方薬 を 民 間薬 と し て
一

括 し

て し ま うの は 甚だ 問題 で ある ．漢薬 の 中に も，い わ ゆ る

民 間 薬的 に医 師 の指 示 を受 けず に，ま た処方 を しな い で

用い られ る もの が ある ．近年売 られ て い る 人 参茶な どは

そ の 例で ，人 参 そ の も の は 立 派 な 漢 薬 で あ る が，た だ こ

れ を 保健薬的 に 単 味 で 飲 む 場 合，民 間薬的用 法 と い うわ

けで ある ．人参は 「人参湯」 ，　 「人参養栄湯」 ，　 「半夏

瀉心湯」 ，　 「白 虎 加 人 参 湯」 な ど，他 の 漢 薬類 と配 剤 し

て ，病 人 の 証 （病 状 ，病 勢 ，体 質 な ど） に 応 じて 用 い る

もの で ，中国 医 学 （目本的な も の が漢方医 学） と い う 中

国 で 発展 し集 大 成 さ れ た．一
医学体 系 に基 づ い て 用 い られ

る もの で あ る．そ れ ゆ え民 間薬 と漢方薬 と は質的 に 違 う

も の で あ る ．と すれ ば，イ ン ドの 伝統 医 学 で あ る ア
ー

ユ

ル ヴ ェ
ー

ダで 用い られ て い る 薬物 も また 民間薬 の 範疇 に

い れ る に は問 題 が あ る．

　民間薬 と い う の は．あ くま で
一

般大衆がそ の 生活 の 中

か ら 得 た 薬 物 の 知 識 を 集結 した も の で ，専門医師 の 助 け

を借 りず に用 い る 薬 物 で あ る と定義 で き よ う、薬 物 の 起

源 を求 め る と，こ れ は すべ て 民 間薬 か ら発達 した も の と

言 え よ うが ，民 族 に よ っ て は独 自の 医学 を持 ち，そ の 民

間 薬 を 彼 らの 医 学 体 系 中 に 取 り入 れ て い る ．し か し．そ

の 線 を ど こ で 引く か は 困 難な 場 合が 多 い ．

　 そ こ で こ の よ うな 薬物 を．民間薬 も含 めて ，民族薬物

（Ethno−medicines ＞ と呼ぶ こ と に した い ．最近 民 族植物

学 （Ethno−botany＞ と か，民 族薬物学 （Ethno−pharmaco−

logy ） と い っ た 学問が，欧米諸国で 提唱 さ れ だ し た が，

1963年 頃 に は まだ そ の よ うな 学問は 皆無 で あ っ た、民族

薬物 の 中 に は．そ の 民 族 固 有 の 伝統薬物 もあ れ ば，また

他 民 族 の も の を移 人 した 帰化 薬物 も存 在 す る．そ れ は 各

民族 の もっ 文化の 問題 と大 い に 関連 して く る ので あ る．

6．薬草 セ ン ブ リ の 仲間 た ち （Swerti
’
a　spp ．）

　 日本 の 場合，一
般 に 民 間 薬 と い わ れ て き た も の に，オ

オバ コ （Plantago　asiatica 　L ），ドク ダ ミ （Houttth／ynia

cordata 　THUNB ．） ，オ トギ リ ソ ウ （H ．vpericum 　erectum

THUNB ．） ，ゲ ン ノ シ ョ ウ コ （Geranium　thunbergii 　SIIiB．　et

Zucc ．），セ ン ブ リ（Sn・ertia 　iaponica　MAKINO），桜皮 （ヤ マ ザ

ク ラ　P｝
’
unus 　Jamasakura　SIEB．　ex 　KOIDZ．などサクラ 類の

樹皮）な ど多数 あ る．こ れ らは 漢方 処 方 中に 配 剤 さ れ る

もの も あ る が，殆 ん どは 単味で 用 い られ る ．漢 方 処 方 に

配合 され る 薬物の 大部分 は 中国の 民族薬物 が 日本 に 移入

さ れ た も の で あ っ て，日本民 族 固 有の 薬物 は 非 常 に 少 な

い ．文化 の 源 を 中国 に依存 し て き た H 本 に と っ て は 当 然

の こ と と い え よ う．

　オオ バ コ は 車前草，車前予 ，ドク ダ ミ は 魚腥 草，酸菜

（十薬） と い い ，中国 で は 既 に 漢代 か ら絹 い られ て い た、

ま た ゲ ン ノ シ ョ ウ コ は 日本で 江 戸時代初期 ごろ か ら民 間

的に 用 い られ だ し た もの で あ る が，中 国 で は 明 代 初 期 の

「救荒本草 」 に扼牛児苗 と い う救荒植物 が収載 され て お

り，これ に竝 して 江 戸時代 の 寺島良安が ゲ ン ノ シ ョ ウ コ

に 充て た も の で あ る が ，犠牛児苗は キ クパ フ ウロ （Ero −

dium　stephanianum 　WILI．D．）で あ っ て ゲ ン ノ シ ョ ウ コ と は

異 な る もの で あ る ．ゲ ン ノ シ ョ ウ コ の 類は ，現 在中国 で

老鸛草 と称 して い る が ，こ の も の は 清代 の 「本草綱 目拾

遺」 に 初見 す る も の で あ る．そ れ ゆ え ゲ ン ノ シ ョ ウ コ の

使用 は．犠 牛児 苗 を 誤 っ て 充 て た 頃か ら始 ま っ た も の と

思わ れ る ，こ の よ うに 日本の 畏間薬 は．そ の 基 を正 す と

大半 は 中国 の薬物知識の移 入 に よ っ て い る の で あ る、し

か し，桜皮 とセ ン ブ リはそ の 中で 特異な民間薬で ある．

　桜皮は，江 戸中期 に 日本 で 開発 さ れ た もの で ，江 戸期

の 民間薬 書，　 藤井見隆 の 『妙薬博物 筌 』 （1720頃），村

井琴 山 の 『和 方
一

万 方 』 （1781），木 内政章 の 『奇 方録 』

（1806）．衣 関 順 庵の 『諸 国 古 伝 秘 方 』 （1817 ＞，そ の 他

『経験 干方』 （1832）な どに 食傷，食毒，痢疾，熱病，
．
：

日酔，痔 疾 な どの 治 療 に 用 い て い る．華岡青洲 は，そ の

著 『瘍科 方筌』 （1815）で ．　 「十 味 敗毒 湯 」 の 樸楸 （クヌ ギ

Quercus　acutissima 　CARRUTII な ど コ ナ ラ 属 の 樹皮） の 代

用 と し て 桜 皮 を 用 い て い る ．中 国 で は r名医別録 』

（？3）
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（500頃）に 「桜桃」 が 収載 さ れ て い る が ，こ れ は シ ナ ミ

ザ ク ラ Prunus　pauciflora　BuNrJEな ど ミ ザ ク ラ 類 の 果 実 で

強壮薬 とす る．中国 で は樹皮を薬用 に した形跡 は な い．

　 セ ン ブ リの 仲 間 は 日華 区 系 に多 く分 布す る もの で ，ヒ

マ ラ ヤ に も数 種 自生 して い る，中 部 ネ パ
ー

ル の ブ リガ ン

ダキ の 道筋 に は グル ン 族が 村落 を 作 っ て い る が，彼 らは ，

周辺に い くらで もみ られ る セ ン ブ リの 仲間を一
切薬用 に

し て い な い ．と こ ろ が マ ル シ ャ ン デ ィ の 道筋 の グル ン 族

の 一一部 で は，こ れ を薬用 に して い る．一
体 こ れ は ど う い

う こ と を意味す る の で あ ろ うか．ネパ
ー

ル に は多 く の 種

族 が居住 して い る か ら，こ れ らの 種族間の 薬物使用法 を

比 較す る と興 味 あ る結論が 得 られ るか も知 れ な い が ，ま

だそ こ ま で は 誰 も 調 査 し て い な い ．私 自身 もそ れ をや っ

て み たい と 思 っ て い る が ，未だ種族間の 比較民族薬物的

研 究 は行 っ て い な い．セ ン ブ リの 仲 間 の 薬 物 使用 例 は チ

ベ ッ トとイ ン ドに み られ ，こ れ は 元 来ア
ー

ユ ル ヴェ
ー

ダ

で 用 い た 薬草 で あ る ．ネ パ
ー

ル で の 使用 は こ の 知 識 の 移

入 で あ り，チ ベ ッ ト族 の使 馬 も同 様で あ る．

　 と こ ろ で 日本 の セ ン ブ リで ある が，そ れが用 い られ だ

し た の は，室町 中期〜末 期頃 か ら と思 わ れ る ．こ れ は後

述す る よ う に 胡黄連 の 代絹 品 と し て 開発 さ れ た も の で あ

る ．現在用 い られ て い る もの は，リン ドウ科 の セ ン ブU

Swertia　japonica（SCHULT．）MAKINO を基 源 とす る もの で ，花

期 に 採集 して 全 草 を 乾 燥 して 用 い る ．セ ン ブ リ の 仲間 は

日本 に は．数 種 分 布 して い るが ，苦 味 は セ ン ブ リが 最 も

強 く，次 い で ム ラサ キ セ ン ブ リ Swertia　pseudechinen−sis

HARA で．か っ て は 共 に用 い られ て い た．セ ン ブ リ属植

物 は東亜 に 広 く 分布 して お り，中国 に もそ の 種類 は 非 常

に 多 い が，中 国 の 本草書 に は，これ を薬用 と し た 記 事 は

全 くみ ら れ な い ．近 年 中国 雲 南 省 産 の 青 葉 胆 （Swertia

mileensis 　T．　N ．　Ho 　el　W ．　L，　SHI） が急 ・慢性肝炎 に 有効で

あ る と い う報 告 が な され た が．これ な ど新 しい 薬 草の 発

見で あ る ．巾国 の 少数 民 族の 薬草 を も っ と詳 し く調 査 す

れ ば，セ ン ブ リ属 を薬用 に して い る 民族 が ある や も知れ

な いが ，そ れ が そ の 民 族 独 自の も の で あ る か．アーユ ル

ヴ ェ
ー

ダの 知識が伝 え られたもの かを見分 け る の は 大変

困難 な こ とで あ ろ う．日 本の 周 辺 地 域 の 朝鮮半島 や 台湾

に もセ ン ブ リ の 仲 間 が 自生 して い るが，そ こ で も 古 く は

用 い られ て い な い ．とすれ ばセ ン ブ リは 日本民 族 が 独自

で 開発 し た 薬物な の で あ ろ う か ，あ る い は 中国 以 外の と

こ ろ か らそ の 知 識 を導入 した も の な の で あ ろ うか ．

　 イ ン ドで は アーユ ル ヴ ェ
ーダの 教 本 で あ る rチ ャ ラ カ

本集 （Caraka　Samhita）』 に チ レ ッ タ 草 Swertia　chirayita

（R 【）XB ．）KARSTEN ← Swertia　 chirata 　HAMIL ．）を 薬用 と した 記

載が あ り、そ の 使 用 の 歴 史 は 非 常 に 古い ．チ ベ ッ トで も

Swertia　racemosa （GRISEII．）C ．　B．　CRARKI、や Swertia　ncrvosa

（D ．DON ）C ．　B ．　CLAR）Cii な どを用 い て い る が ，こ れ は イ ン

ドか ら の 知 識が 入 っ た もの と考え られ る ．そ の 移 入 経路

で あ る ネパ ール で は 知識が 完全に 定着 し て お らず，同
一・

種族 で も地域 に よ っ て 薬用 に した り，し なかっ た り
一

定

して い な い、

　何 度 も言 う よ う に，日本 の 薬 物 使 用 の 知識 は．そ の 大

半が 中国 か ら伝 え ら れ た もの で あ る が ，正 倉院の 薬物な

どの 例か ら見 て イ ン ドか らの 移入も考え られ る ．しか し，

ア
ーユ ル ヴ ェ

ーダ で 用 い られ る 薬 物 中，中 国 を経 な い で

直 接 日本 に 入 っ て き た もの は今 の と こ ろ見 当 た らな い ，

江 戸時代初期 の 『本草弁疑 』 （168D の 胡黄連 の 項 に

「本朝 二 古来常薬 （セ ン ブ リ〉ヲ 用 ユ ル ハ 大 イ ニ 誤 リナ

リ」 とあ り．セ ン ブ リは古 くか ら胡 黄連 の 代用品 と して

用 い られ て い た ら しい 。　 こ の こ と は そ の 他 の 日本の 本

草書 で ある　 『大和本草』 （1709）　や 『和漢 三 才図会』

（1773）に も誌 され て い る．胡 黄連 は元来イ ン ドの 薬草 で ，

中国 で は 宋 代 の 『開 宝 本 草 』 （973−974）に 正條 品 と し て

収載 さ れ て い る が、唐代 に イ ン ドか らそ の 薬用 知識 が

入 っ て きた も の で あ る ．わ が 国の 正 倉院の 薬物中 に もそ

の 断片が 残存 して い る．そ の 基 源 は，ヒ マ ラ ヤ地 方 に分

布 す る ゴ マ ノ パ グサ 科 の Picrorrh　iza　ku厂rooa 　ROYLE 　ex

BF．NTH ．お よ び P．　scrophutaritilora 　PENNELL の 根 茎 で あ り．

セ ン ブ リ とは似 て も似つ か ぬ も の で あ る．何 故 セ ン ブ リ

を胡 黄連 の 代 用 に しだ し た か は 明 らか で な い が．恐 らく

ヒ マ ラ ヤ の 胡 黄 連 が 中 国 に もた ら され た 頃 に も．そ の 原

植物 が どん な もの か 判 ら ず，伝聞 に よ っ て 『大観本草』

な ど の 「広 州 胡 黄連 」 の 図 が 本物 の Picrorrhiza属 植物

よ りセ ン ブリに 似 て い た の で ，誤 ま っ て充 て た もの と思

わ れ る ．特 に 苫味 の あ る 点，健 胃薬 と して の 薬 効 が 似て

い る 点 な どか ら．日本 に分 布 の な い 胡黄連 の 代用 に す る

に到 っ た もの と い えよう．因み に富山の 売薬 の 走 りで あ

る 「反 魂 丹 」 の 中 に は 当初 は胡 黄連が 入 れ られ て お り，

そ の 後セ ン ブ リ に 代 わ り．さ らに 胡 黄 連 ，セ ン ブ リ を共

に入 れ た処 方 と次 々 と変 更 され て い る ．こ の よ う な こ と

か ら もセ ン ブ リは た と え代用 品 と して も，日本で 開 発 さ

れ た 純粋 な民族薬物 と考え られ る の で ある ．

　 と こ ろ で セ ン ブ リに 当薬 と い う漢字 を あ て た の もな ぜ

か 明 か で は な い ．唐代の 陳蔵器 は ，そ の 著 『本草拾遺』

（713−739） で ，羊蹄 （タデ科 の ギ シ ギ シ の 類〉の 別名 と

して 当薬 の 名 を挙 げ て い る が，こ れ との 関連性 は全 く考

え られ な い ．恐 ら く セ ン ブ リ の 薬効 が 著 し い こ と か ら

「当 に 薬 に すべ し 」 と い う こ と で 日本で 作 ら れ た 薬名 と

い え よ う．

　 こ の よ う に セ ン ブ U 一
つ を取 り i’：げて み て も 各民 族 に

よ っ て ，そ の 使用 に 相 当 の 差 異が あ る も の で あ る ．セ ン

ブ リ属 の 薬 効 は，健 胃薬 以 外 に鎮 静 薬 と して も用 い られ

て お り．こ の 点で は 各使用民族で 共通 して い る が．他の

薬 物 で は 同
一種 で も 用 途 の 違 う も の が あ り．ま して 同 属

（74）
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種の 場合，全 く異なる 薬効を日的 に 用 い られ る もの も多

い ．最 近 我 々 の 研 究室 で は．セ ン ブ リ の ア ル コ ー
ル 可溶

成 分 に 血 糖 殖 降 下 作 用 を 見 出 して い る し，また 中国 で の

研究で は 同属 の 植物 に 肝機能改善作用が認め られ た もの

も あ り，今後 の 研究 に よ りセ ン ブ リ属植物 に新 しい 薬効

が 見つ か る 可 能性 も あ る，

　今後組織的 に ．世 界 の 諸民 族の 使用 薬物 の 種 類．使用

部位，使用方法，使用頻度等 の 調査を範囲 を広げ詳細 に

比 較研 究す れ ば，夫 々 の 民 族 の 文化移 入 の 経路等 の 物的

証 拠 に も な ろ う し，ま た 薬 学 本 来 の 意 味 か らは新 資 源 の

開発 に も繋が る も の で あ る ．こ の よ うな 考 えか ら，民 族

薬 物 の 本格 的 調査 を行 な う若 い 学徒が 輩出 して くれ る こ

と を希望する も の で あ る．た だ 民 族 薬 物 は あ くま で も天

産 品 で あ る か ら，そ の 資源 の 保全 を充分 考 慮 して 開 発 に

取 り組む こ と は言 う まで もな い ．

　　　　　　　　　 （富山 医 科 薬 科 大学名誉 教授 ）

）
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