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タ イ 国 生 薬 の 抗 菌 性

とくに皮膚疾患に用い られる生薬の抗菌性

本 多 義 昭*･木 島 TE 夫*

AntimicrobialActivitiesofCrude Dru皇Sin Thailand

- OntheI)rugsused forDermatolo即(､alIJihteaSeS- -

by

GishoHoNr)A and MasaoKoNOSHIMA

AconsiderableproportionorcrudedrtユgSisusedfordermatologlCalpurposesand

infectiousdiseasesinThailand. Tlleauthors'prlmaryCOnCernWastOexaminetheir

medicinalactivityandtoisolateactiveprinciples,ifany)fromthem･ MetllanOlextracts

of24drugswereexaminedforantimicrobialactivitiesagainstE∫cherichiacolt,StaphyZ･

ococcu∫aureu∫,Candidaalbican∫andTric/102々γtolZmenZagroP々γZe∫. Although morc

than400/.oftheextractsshowedsomeactivity,therewasnodrugposessingastrong

activlty･

タイ国の市場に見られる生薬には,タイ国内で採集 ･生産されるものや隣接の各地で生産さ

れタイ国内で集荷されるもののほか,遠方の日本あるいは小アジア方面で生産されるものもあ

る｡それは現在タイ国で生薬を用いる治療法として機能 している三つの流れによるものと解す

ることができる｡すなわち,アユル ･ヴェ-ダ医学の流れを汲むタイ古医学,東南アジア各地

に根をおろしている中国人によって主として行なわれている 中医学 (漢方医学), および地方

農村に広 く伝承されている民間療法である｡ これらがもっている範憶の薬物が相交錯 して,市

場では非常に複雑な薬物構成となっている｡ この点の解析については本稿の 主旨とはやや異な

るのでここでは省略する｡

タイ国の薬用植物および生薬の概要はすでに Sangiam PhollgbullrOtl),Samakhon Rong-

rienPhaet-phaenBoran (古医学校協会)2),TechnologicalResearchInstitutc3)および木島4)

によって明らかにされている｡これらの薬用植物の用途を検討すれば,その国土を反映して皮

膚病あるいは感染症に対 して用いられるものが多いのが特徴であるoTahlelに外用あるいは

*京都大学薬学部生薬学教室
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TableI MedicinalplantsusedfordermatologlCalpurposesinThailand

N0
T

2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ⅠきotanicalName

LygodiumscandensSw.(Schizaeaceae)

MicrolepiaplatyphyllaJ･Sw.(Polypodiaceae)

ArtocarpuslakoochaRoxb.(Moraceae)

FicusglomerataRoxb.(Moraccae)

StreblusasperSour.(Moraceae)

01axscandensRoxt).(Olacaceae)

AnnonasquamosaL.(Annonaccae)

HosfieldiazehmannianaWart,I(Myristicaceae)
Litseasf,I)iferafilume(Lauraceae)

Naravcli.rllaurifoliaWall･(Ranunculaceae)

HopeaferreaI)eLanessan(Dipterocarpaceae)

Shoreasp･(Dipterocarpaceae)

GarciniamangostanaL】(Guttiferae)

G.vilercianaPierre(Guttiferae)

CapparishorridaIJ･(Capparidaceae)

C.micracanthaDC.(Capparidaceae)

CrataevaerythrocarpaGagnep.(Capparidaceae)

AcacialeucophloeaWilld.(IJeguminosae)

A.tomentosaWilュd.(Leguminosae)

CassiaalataL.(Leguminosae)

C.鮎tulaL.(Leguminosae)

C.occidentalisL.(Ⅰ.cguminosae)

C.sophoraIJ.(Leguminosae)

EntadagrandulosaPierre(Leguminosae)

E.phaseoloidesMerr･(Leguminosae)

PachyrrhizuserosusUrban(Leguminosae)

PongamiapinnataMerr.(ⅠJeguminosae)

GeloniummultinorumAIJuss.(Euphorbiaceae)

Part(S)used

stem,leaf

wholeplant
wood

hark

1)ark

wo()d

leaf

tqeed

hark

lt,trl∫

bark

bark

bark,pericarp
bark

leaf

leaf

leaf

I)ark

root

leaf

leaf

seed

seed

seed

seed

bark

MallotusphilippinensisMuell.Arg.(Euphorbiaceae) seed

PhyllanthllSaCidusSteels(Euphorbiaceae) root,leaf

CitrllSmedicaL.(Rutaceae) t)ark

GlycosmiscochinchinensisPierre(Rutaceae) root

AzadirachtaindicaA.Juss.var.siamensisValcton(Meliaceae) root

MeliaazedarachL.(Meliaceae)

SccuridacainapendiculataHassk.(Polygalaceae)

ⅩanthophyllumglaucumWall･(Polygalaceae)
MelanorrhoeausitataWall.(Anacardiaceae)

SiphonodoncelastrineusGr肝･(Celastraceae)

ColuhrinaasiaticaBrongn.(Rhamnaceae)

LinostomascandensKurz.(Thymeleaceae)

CaseariagrewiaefoliaVent.Choix.(Flacourtiaceae)

FlacourtiacataphractaRoxb.(Flacourtiaceae)

F.indicaMerr.(Flacourtiaceae)

F.ramontchiL'Herit.(Flacourtiaceae)

HydnocarpusantherminticaPierre(Flacourtiaceac)
lI.ilicifoliaKing(Flacourtiaceae)

fI.kurziiWarb.(Flacourtiaceae)

LegenarialeucanthaRushy(Cucurbitaceae)

IJagerStrOemialoudoniiTeysm･etBinn･(Lythraceae)

wholeplant
stem

wood

root,bark,latex
root

leaf,bark
wood

lea.∫,Seedoil
root

wholeplant

wholeplant
seedoil

seedoil

seedoil

leaf■

bark,leaf
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8
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5
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8
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2

3

5
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5

5

5

5

5

5

5
5

6

6
6

6
6

6

6

6

6
6

7
7

7

7

7

7

7
7

7

7

8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

9
9

9

9
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L.tomentosaPrcsl.(Lythraceae)

L VillosaWall.(Lythraccae)

BarringtoniilaSiatieaKurz.(LeL､ythidaceac)

B.bicolorCraib(Lecythida(･eae)

B.coccincaKostel.(Lecythidaceae)

bark,leaf

bark,leaf
bark

bark

ba.rk

I3･edaphocarpaGagnep.var.ladclliiCraib(lJeL･ythidaceae) bark

B.helferiC.B.Clarkc'Lecythidaceae)

13･kratensisCrait)(Lecythida(･eae)

lう･macrostilehyaKurz(lJe(,ythida(･eae)

Ii.mer(･aniieraib(lie(･ythidaceae)

li.pcdicellataRi(ll.(Le｡ythidとICCilt.)

13.ptero｡arpaKur7J.(lJe(､ythid;I(･eiLe)

13.r;1(-emOSaRoxl,.(ⅠJeeythi(la(､eこIe)

CcriopsroxiburghianaArn･(Rhizophom｡eile)

CeriopstagelC.13.Robinson(Rhizophoraccac)

RhizophoracandelariaI)C.(Rhizophoraeeae)

CentellaasiaticaUrban(Umbcllifcrae)

CeberamanghasL.(Apocyanceae)

C.o(lollam Gaertn.(Apocynaceae)

AdinacordifoliaBenth.etHook.f.(Rubiaceac)

GardeniaturgidaRoxt,.(Rubiaceae)

RandiatomentosaHook.(RulJiaeeae)

IpomoeapcsICaPraeRoth(Convolvulaccae)

CallicarpaarboreaRoxb.(VerIJCnaCCae)

CIcodendroninermeGaertn.(Vcrbenaccae)

Cleodendronneriifolium Wall.(VCrbenaceae)

bark

bark

ba.rk

bark

1)ark

1)ark

bark

bark

bark

bark

wholeplant
leaf

leaf

root

flower

wood

wholeplant
bark

leaf

leaf

VitaxtrifoliaL.var.simplifoliaCham.(VerL,enaceae) leaf

1)attlrametelI..(Solanaceae)

Nicotianatabacum L.(Solanaceae)

Rhynacanthus(,ommunisNees(Acanthaceae)

CarthamustinctoriusI,.(Compositac)

EmiliasonchifoliaDC.(Compositae)

PulcheaindicaLess.(ComPOSitEle)

Allium porrum I,.(Li1icacae)

A.sa.tivum L.(Liliaceae)

A.schaenoprasum L･(Liliaceae)

Smi1axmacrophyllaRoxb･(Liliacea,e)

S.peguanaA.DC.(Liliaceae)

S.proliferaRoxb.(I.iliaceae)

CordylinefruticosaGoepr).(Agavil(二ear)

DracacnaangustifoliaRoxl).(Agava｡ea(･)

LaSiaspinosaThw.(Aril(､eae)

AIpiniaallughasRosc.(Zingil)eraccae)

CurcumadomesticaValeton(Zingit)eraceae)

seedoil

root,leaf

wl101eplant
seed

wholeplallt

wholeplant
bulb

I)1111)

bull)

rhizome

l･hizom(!

rhiz(1me

letlf

stein

rhizome

rhiz()me

rhizome

皮膚疾患に対 して用い られるとされる薬用植物名およびその使用部位をあげる｡ これ らのなか

には No･20,70,80,84,93のようにすでにその薬効が確証されたものおよびその有効成分を

ある程度推定できるものもあるが,未だ不明のものがきわめて多い｡ 筆者 らはこの点をあきら

かにすべ く抗菌性に関する検討を行なった｡
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今回実験に用いることができた生薬は Tablelにあげた93種のうちの約 1/4にあたる24種類

であるが,残 りの69種は,入手できなかったことを考え合わせると市場性の低さがうかがえる

と思う｡したがって,タイ国で使用頻度の高い一般的な皮膚病薬はこれら24種のうちにおおよ

そが含まれていると解することができる｡ また Table3にあげた24種の生薬のうち,No.16,

17,21,70,80は皮膚疾患に用いられる薬用部分と異なる部分の生薬であるが,同様な有効成

分を含むことが予想され実験に用いた｡

Ⅰ 実 験

実験材料は,1966年から1971年のあいだに数度にわたって市場で集められたもので,植物学

的および形態学的に検討を加え,その基原がはば確かとなったものを用いた｡生薬の鑑定は,

主として1972年京都大学タイ薬用植物調査隊がタイ国から持ち帰った膳葉標本および本学生薬

学教室所蔵の生薬標本との比較検討によった｡

実験方法 : 局方20メッシュの節で節過した生薬粉末 0.2を‖こメタノール 1.5mlを加え,

45oCで3時間加温,一夜放置後上澄液(a)を取る｡また上澄液のメタノール5倍希釈液(b)杏

作成 し,それぞれに径 6･3mm の円形口紙を浸し,液約 5JAl(a:約 0.67mg生薬/ディスク,

b:約 0･13mg生薬/ディスク)をしみこませたものを試料ディスクとした｡

病原被検菌は, Table2に示 したようにグラム陰性菌として大腸菌 Escherichiacoli,グラ

ム陽性菌として黄色ブ ドウ球菌 Staphylococcusaureus,カビ類 Fungiとして酵母状のカン

ジダ Candidaalbicansおよび日賦薗 Trichophytonmentagrophytesを用いた｡

ペーパーディスク法 大腸菌,黄色ブ ドウ球菌はハー トインフュージョン液体倍地,カンジ

ダの場合はサブロー液体培地にそれぞれ 1白金耳ずつ植薗し, 37℃, 20時間培養後 その 2ml

を 98mlのハー トフュージョン寒天培地 (カンジダの場合はサブロー寒天培地)に混和 し,直

径 9cm の滅菌シャーレに 10mlずつ分注 し,試験薗プレー トを作成 した0日癖菌の場合は,

サブロー液体培地 10mlに27℃,1週間増菌 したものに, 滅菌生理食塩水 25mlを加え菌を

Table2 0rganismsandmediumsusedinthescreening

Number O rganism

1

2

3

4

EscherichiacoliNIH∫

Staphylococcusaureus

209P JC

Candida.albicans

Trichophytonmentagrophytes

Classl丘catlOn Medium

Enterobacteriaceae

(Gramnegative)

Micrococcaceae

(Gram positive)

王rungllmperfecti

Fungllmperfecti
(Dermatophytes)

Brainheartinfusion
medium

Sabouraudmedium
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ホモジナイズして,サブロー寒天培地で作成 した寒天平板上に適当量を散布して乾燥させた｡

以上のようにして作成 した4種の寒天平板上に,それぞれの生薬エキスを浸みこませたa,

Table3 AntimicrobialactivltyofcrudedrugsusedfordermatologlCalpurposes

No Thainame

e51

3JqqJL57か野3J糾J
†

LT
.

榊
-
I･f
=

恥

･･=

京

5

3

6

日H

Hu

17 ∩3Jun

' ∠
20 町3JL門別rl何

1

21 円u
二三‥ -J･

22 竹と閃∂nLrl何

ー 1
23 u別PlかFI

L

24 訂eul可1u

L,

25 討 eu 13Jaty
q.ノ 乙ノ

28 ùuy)∂qyVu'71ノ171円u

33 討彰との1

～
34 とauu

35 町か寸FQt/∂1

40 yvuuli)u

45 ∩.Jq/Lin

～
7O nqQJLuuu

77 aol㌻耶

■1ノ q一■
79 †丁か寸yVu町や

80 崩1Jかu
吋

84 nel川y3J

91 前 門u13Jlny
tq くLノ

93 qIaJu懲u

Part(S)used

maduachumphon harkAwood

kh()i

maノngktlt

ching (.hi

kum b()k

chllmllettet

k hun

khilekthet

phakkhlet

sabala主

sabamorn

khanthongphaya
badton

sadao

li;111

chongraar

pa′mchanai

kabao

kabian

lampgong

thongphanchang

antimicrobialactivityagainst*

1 2 3 4

t)ark& wood

pericarp

wood& I)ark

hilrk

wholeplant

fruit

wholeplant

leaf

seed

seed

wood& bark

wood& bark

wood& bark

stem

root

seed

fruit

fruit

wholeplant

±

iii

+

±

±

+

二ヒ

ート

khanroy flower

kathiam bulb

phaknam thai rhizomc +

kha.min°han rhizome + ± +

*1;Escherichiacoli,2;Staphylococcusaureus,3;Candidaalbicans)4;Trichophytonmentagrophytes
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b2種のペーパーディスクを置き,大腸菌,黄色ブ ドウ球菌,カ ンジダの場合は370C20時間,自癖

菌の場合は27oC5日間インキュベ- トして判定 した.阻止円または生長抑制が見 られる場合を

"active"とした｡ これ らの実験は 2度行なって, 1回のみ activeの場合を士, aのみ active

の場合を+, a, bともに activeの場合を骨 とした｡

実験結果 : 4種の菌についての結果は Table3に示 した通 りである｡大腸菌に対 しては

どの生薬 も非活性であった｡黄色ブ ドウ球菌には+が 2種,士は4種,カンジダには+,士が

それぞれ 1種,自癖菌には,一十,士がそれぞれ 2種であった｡ またb (約 0.13mg生薬/デ ィ

スク)で活性を示す ものは全 くな く, この結果か ら見る限 り invitroで 強い抗菌力を示す生

薬はない｡

Ⅲ 考 案

筆者 らが これまでに行なったタイ国生薬の抗菌性試験の結果は Table4 のように要約 され

るが,何 らかの抗菌性を示 した生薬は40%をこえる｡

Table4 Summaryofresultsofantimicrobialactivity

microorganism

EscherichiacoliNIH∫

Staphylococcusaureus209PJC
Candidaalbica.ns

Trichophytonmentagrophytes

± + ｣+

I
41
70

43

11

7

6

0

2

'

1

4

1

3

,

8

4

2

5

…

3

1

1

0

6

1

8

f

H
リ

i

今回実験に用いたところの皮膚疾患に対 して用い られる24種の生薬のうち, 4種の菌のいず

れかに抗菌を示 したものは10種 (42%)であった｡ しか しいずれ もその活性は低 く,他のもの

に比べて抗菌力が優れているということはできない｡

また, 抗菌性を示 した10種の生薬の うち, 20のハネセ ンナ CassiaalataL には木島 の紹

介5)および生薬学的研究6)があり, 全軍に anthraquinone誘導体が含まれていることが知 ら

れている｡概 して anthraquinone誘導体を含むものは下剤 として用いられることが多 く, ま

た水虫, 折癖などに外用 されることもしば しばである｡ また, ハネセンナ の近 縁 の Cassia

tolaL か らは抗カビ性物質 として chrysophanicacid-9-anthroneが報告されてお り,7)Chum

hettetの有効成分 もこれに類するものと推定される｡

また93のウコン CurcumadomesticaValeton はインドでは肝臓病のほか癖傷,ねんざなど

に用い,その黄色色素成分 curcumin が抗菌性を有することはよ く知 られている｡ また cur-

cumin ばか りでな く精油成分 も抗菌性を示す ことが確証されている｡8)

今回の実験において非活性であった80のベニバナ CarthamustinctoriusL か らは saryno19)
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が,また84のニンニク AlliumsativumL.からは allicinlO) が抗菌性を有する成分として知 ら

れている｡

生薬中の活性物質の濃度は一般的には低 く,また外用とされるものには新鮮な葉や樹液をそ

のまま直ちに患部に塗布するという用法をとるものも数多くあり,成分が不安定なものあるい

は揮発性のものなどの場合には市場品として売買される際には効力が減弱している可能性があ

る｡ したがって,今回の実験の結果において非活性であった生薬についても今後さらに検討を

加える必要があると思われる｡
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