
城西国際大学薬学部　5 年生　石田  杏華

薬用部位

薬効

生薬名

用途 害虫による毒の解毒、皮膚潰瘍、捻挫に用いられてきた。

解毒、解熱作用

根

羅裙帯根（ラクンタイコン）

　

ハマオ
モト
は
関
東
南
部
か
ら
西
の
海
岸
の

砂
地
に
生
育
す
る
大
形
の
常
緑
多
年
草
で

す
。
万
葉
集
で
「
み
熊
野
の　

浦
の
濱
木

綿
（
は
ま
ゆ
ふ
）
百
重
（
も
も
へ）
な
す　

心
は
思
へど　

直
（
た
だ
）
に
逢
は
ぬ
か
も
」

と
柿
本
人
麻
呂
が
詠
ん
で
いま
す
。
濱
木
綿

と
は
ハマオ
モ
ト
の
こ
と
を
指
し
、
有
名
な
万

葉
植
物
の
１
つで
す
。
葉
の
間
か
ら
花
茎
を

出
し
茎
頭
に
芳
香
の
あ
る
花
を
放
射
状
に
つ

け
ま
す
。
海
岸
に
生
え
、
そ
の
形
が
オ
モト
に

似
て
いる
こ
と
か
ら
ハマオ
モ
ト
と
名
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
別
名
ハマユウ
と
し
て
も
有
名
で
す
。

　

ハマオ
モ
ト
は
根
に
有
毒
成
分
で
あ
る
ア
ル

カ
ロイ
ド
を
含
ん
で
い
る
毒
草
で
す
。
そ
の
た

め
、
鱗
茎
を
生
で
食
べ
る
と
嘔
吐
、
下
痢
、

痙
攣
な
ど
の
症
状
が
起
こ
り
、
多
量
に
な
る

と
死
亡
し
ま
す
。
有
毒
で
あ
る
た
め
一
般
に

使
用
さ
れ
て
いま
せ
ん
。
毒
草
で
あ
り
な
が
ら

も
根
は
解
熱
、
解
毒
作
用
を
有
し
て
いる
た

め
民
間
療
法
で
用
いら
れ
て
き
ま
し
た
。
根
を

す
り
つぶ
し
て
害
虫
に
よ
る
毒
の
解
毒
や
皮
膚

潰
瘍
、
捻
挫
な
ど
の
患
部
に
は
外
用
と
し
て

用
いら
れ
て
き
ま
し
た
。

学名：Crinum asiaticum L. var. japonicum Baker　科名：ヒガンバナ科
ハマオモト

海岸の万葉植物Vol.101



城西国際大学薬学部　5 年生　太田  千尋

薬用部位

薬効

生薬名

用途 葉を吐血、血尿、喘息、去痰、漆かぶれに用い、種子を頻尿、

遺尿、腰痛、強精に用いる。中国では秘精丸に配合される。

止血、解毒、強壮、鎮痛作用

葉、種子

韮菜（キュウサイ、葉）、韮子（キュウシ、種子）、

韮菜子（キュウサイシ、種子）

　

冬
の鍋
に
欠
か
せ
な
いニラ
の花
は
夏
に
咲
い

て
いま
す
。
ニラ
の
葉
の
長
さ
は
約
20
～
30
㎝

の
多
年
草
で
本
州
や
九
州
、
中
国
、
モ
ンゴ

ルな
ど
に
分
布
し
て
お
り
、
中
国
で
は
最
も
古

い野
菜
の
一
つと
言
わ
れ
て
いま
す
。
日
本
で

も
、
古
事
記
に
ニラ
の
語
源
と
な
っ
た
加
美

衣
（
カ
ミ
ラ
）
の
名
で
収
載
さ
れ
て
お
り
、
古

く
か
ら
馴
染
み
のあ
る
植
物
で
す
。

　

香
り
が
強
く
、
精
力
が
つき
過
ぎ
る
こ
と
か

ら
、
精
進
料
理
で
避
け
る
べ
き
食
材
で
あ
る

「
五
葷
（
ゴ
ク
ン）」
の
一
つと
さ
れ
る
ほ
ど
、

ス
タ
ミナ
を
つけ
る
に
は
良
い食
材
で
す
。
体
を

温
め
、
血
や
気
の
巡
り
を
良
く
す
る
効
果
を

期
待
し
て
薬
膳
に
も
使
用
さ
れ
て
いま
す
。

　

ニラ
の
独
特
な
香
り
は
「
硫
化
ア
リ
ル」
と

い
う
成
分
に
よ
る
も
の
で
、
疲
労
回
復
に
役

立
つビ
タ
ミ
ンB1
の
代
謝
を
促
進
し
ま
す
。
ま

た
、
体
の
抵
抗
力
を
あ
げ
る
β - 

カ
ロテ
ンが

豊
富
に
含
ま
れ
ま
す
。

　

ゆ
で
る
、
炒
め
る
な
ど
調
理
し
て
食
べる
イ

メ
ー
ジ
が
強
いで
す
が
、
止
血
す
る
際
は
葉
を

生
の
ま
ま
す
り
潰
し
て
患
部
に
擦
り
込
み
ま

す
。
ほ
か
に
血
尿
や
喘
息
、
漆
に
よ
る
か
ぶ
れ

に
用
い
ま
す
。
種
子
は
強
壮
、
強
精
、
興

奮
薬
と
し
て
用
いら
れ
ま
す
。

学名：Allium tuberosum Rottl. 　科名：ユリ科
ニラ

食べても塗ってもよしVol.102



城西国際大学薬学部　5 年生　片山  菜未莉

薬用部位

薬効

生薬名

用途 風邪、気管支炎の諸症状に用いる。

消炎、鎮痛、去痰作用

根茎

射干（ヤカン）

　

ヒ
オ
ウ
ギ
と
い
う
花
を
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
？
関
西
に
在
住
の
方
は
お
そ
ら
く
お
馴
染

み
の
花
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ヒ
オ
ウ
ギ
は
、
厄

除
け
と
し
て
京
都
の
祇
園
祭
に
欠
か
せ
な
い花

だ
そ
う
で
す
。

　

ヒ
オ
ウ
ギ
は
、
夏
に
花
期
を
迎
え
る
多
年

草
で
す
。
真
っ
直
ぐ
な
茎
を
持
ち
、
そ
の
先

に
オ
レンジ
や
黄
色
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
花

び
ら
に
は
赤
色
の
斑
点
模
様
が
あ
り
ま
す
。

葉
は
剣
の
よ
う
な
形
を
し
て
いて
、
扇
の
よ
う

に
並
ん
で
いま
す
。
ヒ
オ
ウ
ギ
を
漢
字
で
表
記

す
る
と「
檜
扇
」
と
な
り
ま
す
。
平
安
時
代
、

薄
く
し
た
檜
（
ひ
の
き
）
を
重
ね
た
扇
の
こ
と

を
檜
扇
と
呼
び
、
ヒ
オ
ウ
ギ
の
葉
の
並
ぶ
姿
に

似
て
いた
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

ヒ
オ
ウ
ギ
は
別
名
カ
ラ
ス
オ
ウ
ギ
と
言
いま

す
。
秋
に
な
る
と
熟
し
た
果
実
が
で
き
、
鮮

や
か
な
花
の
色
か
ら
は
想
像
で
き
な
いカ
ラ
ス
の

よ
う
な
光
沢
のあ
る
黒
い種
子
が
現
れ
ま
す
。

　

日
干
し
し
た
根
茎
を
射
干
（
ヤ
カ
ン）
と

言
いま
す
。
射
干
は
消
炎
、
鎮
痛
、
去
痰

作
用
を
有
し
、
風
邪
の
症
状
で
あ
る
痰
の
絡

み
や
咳
、
扁
桃
腺
の
腫
れ
の
改
善
に
用
いら

れ
ま
す
。

学名：Belamcanda chinensis DC. 　科名：アヤメ科
ヒオウギ

厄除けの扇Vol.103



城西国際大学薬学部　5 年生　太田  千尋

薬用部位

薬効

生薬名

用途 収れん性止瀉、止血、解熱薬として下痢、潰瘍、細菌性赤痢

に用いる。

止血、収れん、細菌性赤痢抑制作用

全草

千屈菜（センクツサイ）

　

お
盆
の時
期
に
牛
や
馬
に
見
立
て
た
ナ
ス
や

キ
ュウ
リ
と
共
に
、
紅
紫
色
の
花
を
お
供
え
す

る
風
習
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

こ
の花
は
ミ
ソ
ハギ
と
言
いま
す
。

　

高
さ
１
ｍ
ほ
ど
の
多
年
草
で
日
本
や
朝
鮮

半
島
の
湿
地
に
生
息
し
て
いま
す
。
お
盆
の

時
期
に
ち
ょ
う
ど
咲
く
こ
と
か
ら
、
地
域
に

よ
っ
て
は
ボ
ンバ
ナ
、
ボ
ング
サ
な
ど
の
他
の
名

前
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
名
前
の
由

来
は
祭
事
の
禊
（
み
そ
ぎ
）
に
使
用
さ
れ
る

こ
と
か
ら
ミ
ソ
ハギ
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
、
漢
字

で
「
禊
萩
」
と
書
き
ま
す
。

　

日
干
し
に
し
た
も
の
は
下
痢
止
め
と
し
て
利

用
さ
れ
ま
す
。
ミ
ソ
ハギ
は
千
屈
菜
（
セ
ンク

ツ
サ
イ
）
と
呼
ば
れ
る
生
薬
で
、
止
血
、
止

瀉
作
用
を
有
す
る
ほ
か
、
腸
に
感
染
し
て
腹

痛
や
発
熱
を
引
き
起
こ
す
赤
痢
菌
に
よ
る
感

染
症
に
効
果
を
示
し
ま
す
。

　

若
菜
を
摘
ん
で
サ
ラ
ダ
と
共
に
食
べた
り
、

お
茶
の
代
わ
り
に
煎
じ
た
も
の
を
飲
む
地
域
も

あ
り
ま
す
が
、
食
べ
過
ぎ
、
飲
み
過
ぎ
は
か

え
って
お
な
か
を
壊
し
て
し
ま
う
原
因
に
な
る
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

学名：Lythrum anceps Makino　科名：ミソハギ科
ミソハギ
おなかを清めるお盆の花Vol.104
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