
薬
の
歴
史
と
文
化
が
息
づ
く

健
康
と
癒
し
の
地
「
奈
良
」

　
「
健
康
は
生
き
る
目
的
で
は
な
く
、
日
々

の
生
活
の
資
源
で
あ
る
」
と
、
1
9
8
6

年
の
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る

オ
タ
ワ
憲
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。
身
体
が

だ
る
い
と
き
、
怪
我
や
病
で
ど
こ
か
に
痛

み
を
抱
え
て
い
る
と
き
に
、
思
う
よ
う
に

身
体
が
動
か
せ
な
い
と
感
じ
る
の
は
、
多

く
の
人
が
共
感
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
健

康
で
あ
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
生
き
生
き

と
日
々
を
楽
し
む
た
め
の
基
盤
だ
。

　

病
気
を
予
防
し
、
時
に
は
回
復
を
助
け

る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
の
ひ
と
つ

が
「
薬
」
で
あ
る
。
で
は
、
薬
は
い
つ
か

ら
人
類
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
？

　

薬
の
文
化
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
以
前
、

病
に
苦
し
む
人
々
に
で
き
る
主
な
こ
と
は

神
仏
へ
の
祈
り
だ
っ
た
。『
古
事
記
』『
日

本
書
紀
』
に
も
そ
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
崇
神
天
皇
5
年
（
西
暦
紀
元
前
93
年
）

に
は
、
国
の
人
口
が
半
減
す
る
ほ
ど
の
疫

病
が
蔓
延
し
、
大
直
禰
子
神
社
や
墨
坂
神

社
、
大
坂
の
神
（
大
坂
山
口
神
社
）
な
ど

を
創
建
し
、
疫
病
の
平
癒
を
祈
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

薬
の
文
化
が
本
格
的
に
日
本
に
伝
わ
っ

た
の
は
、
5
世
紀
頃
、
朝
鮮
半
島
か
ら
伝

来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
允
恭
天
皇

の
時
代
の
文
献
に
「
薬
で
病
を
治
療
し
た
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。

　

薬
が
国
家
の
政
策
と
な
っ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
の
は
推
古
天
皇
の
時
代
だ
。
推
古

天
皇
19
年
（
6
1
1
年
）
に
、
推
古
天
皇

が
菟
田
野
で
薬
猟
を
行
っ
た
記
録
が
残
っ

て
い
る
。「
猟
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
薬
草
を
摘
み
、
鹿
角
や
鹿
茸
（
角

化
し
て
い
な
い
、
柔
ら
か
い
状
態
の
若
い

鹿
の
角
）
を
採
取
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

大
宝
元
年
（
7
0
1
年
）
、
奈
良
時
代
に

入
る
と
、
中
国
の
律
令
に
基
づ
い
た
大
宝

律
令
が
公
布
さ
れ
、
日
本
で
も
唐
と
同
様

に
「
医
疾
令
」
と
い
う
医
薬
全
般
に
わ
た

る
諸
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。
医
師
の
教
育

制
度
を
確
立
し
、
薬
園
で
薬
草
を
栽
培
す

る
な
ど
、
医
療
と
薬
を
常
時
維
持
・
供
給

で
き
る
体
制
作
り
が
始
ま
っ
て
い
た
。

　

民
衆
へ
の
薬
文
化
の
広
が
り
に
は
、
仏

教
の
存
在
も
大
き
い
。
仏
教
に
は
学
ぶ
べ

き
学
問
と
し
て
「
医
方
明
（
医
療
・
薬
学
）」

が
あ
り
、
知
識
の
あ
る
僧
た
ち
は
民
衆
救

済
の
た
め
に
薬
を
施
し
た
。
こ
れ
が
医
学

や
薬
学
に
関
す
る
知
識
を
民
衆
に
伝
え
る

役
割
も
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
光
明
皇
后
が
聖
武
天
皇
の
遺
品
を
納
め

た
正
倉
院
に
は
薬
と
と
も
に
「
種
々
薬
帳
」

と
呼
ば
れ
る
目
録
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
病

に
苦
し
む
民
衆
に
分
け
与
え
る
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
薬
に

も
、
役
行
者
の
キ
ハ
ダ
を
使
っ
た
胃
腸
薬

を
伝
え
た
（
日
本
最
古
の
和
漢
薬
と
し
て

「
陀
羅
尼
助
」
や
「
三
光
丸
」
の
元
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
る
）
や
、
中
将
姫
が
世
話
を

し
て
く
れ
た
村
人
に
薬
の
作
り
方
を
教
え

た
（
婦
人
薬
「
中
将
湯
」
の
由
来
）
な
ど
、

こ
の
こ
ろ
の
仏
教
関
係
者
が
薬
の
処
方
の

由
来
に
な
っ
た
と
い
う
伝
承
も
多
い
。

　

こ
の
よ
う
に
奈
良
は
薬
の
文
化
の
発
祥

地
と
い
え
る
場
所
だ
っ
た
こ
と
、
良
質
な

薬
草
を
産
す
る
中
南
和
地
域
が
あ
る
こ
と
、

民
衆
へ
の
薬
処
方
の
役
割
を
果
た
す
寺
院

が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
後
も

薬
に
関
係
す
る
業
者
が
多
く
な
っ
て
い
っ

た
。
明
治
時
代
に
製
薬
会
社
を
興
し
た
人

物
に
、
ロ
ー
ト
製
薬
の
山
田
安
民
や
、
ツ

ム
ラ
の
津
村
重
舎
な
ど
、
奈
良
県
出
身
者

が
多
い
こ
と
も
、
薬
草
の
地
・
薬
の
地
と

し
て
の
奈
良
を
裏
付
け
る
も
の
だ
。

　

奈
良
の
薬
草
文
化
は
現
代
で
も
そ
の
息
を

絶
や
す
こ
と
な
く
、
現
在
も
奈
良
県
中
南
和

地
域
で
薬
草
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、医
薬
品
と
し
て
使
わ
れ
な
い
部
分
に
も
、

薬
膳
に
適
し
た
作
用
が
あ
る
も
の
、
ハ
ー
ブ

と
し
て
香
り
の
よ
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら

を
使
っ
た
食
品
な
ど
が
奈
良
県
産
の
新
た
な

商
品
と
な
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
奈
良
県
産
の
「
大
和
当
帰
」
は

高
品
質
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

薬
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
根
の
部
分
だ

が
、
葉
は
食
品
と
し
て
使
わ
れ
、
セ
ロ
リ

に
似
た
芳
香
を
生
か
し
て
料
理
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
身
体
を
温
め
る
効
果
が

あ
る
た
め
、
入
浴
剤
な
ど
に
も
使
わ
れ
て

い
る
。

　

シ
ャ
ク
ヤ
ク
も
鎮
痛
や
筋
肉
を
緩
め
る

効
果
が
あ
る
と
し
て
根
の
部
分
が
薬
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
美
人
を
形
容

す
る
言
葉
と
し
て
「
立
て
ば
シ
ャ
ク
ヤ
ク
、

座
れ
ば
ボ
タ
ン
、
歩
く
姿
は
ユ
リ
の
花
」

と
い
う
よ
う
に
、
非
常
に
美
し
い
花
を
咲

か
せ
る
。
下
市
町
平
原
の
シ
ャ
ク
ヤ
ク
ガ
ー

デ
ン
で
は
4
月
〜
5
月
頃
の
開
花
シ
ー
ズ

ン
に
来
園
者
を
魅
了
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
和
橘
は
日
本
固
有
の
柑
橘
だ
。

柑
橘
類
の
皮
を
乾
か
し
た
も
の
は
「
陳
皮
」

や
「
橘
皮
」
な
ど
と
い
っ
て
、
胃
腸
の
働

き
を
整
え
る
作
用
が
あ
る
。
大
和
橘
は
絶

滅
寸
前
に
な
っ
て
い
た
が
、
廣
瀬
大
社
の

境
内
で
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
を

「
な
ら
橘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
活
動
に
よ
り

増
や
し
た
。
こ
ち
ら
も
ジ
ャ
ム
や
ス
イ
ー

ツ
へ
の
香
り
づ
け
、
大
和
橘
胡
椒
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
商
品
に
な
っ
て
い
る
。

　

薬
草
の
栽
培
か
ら
現
代
的
な
ハ
ー
ブ
製

品
、
健
康
食
品
ま
で
、
奈
良
の
薬
草
は
そ

の
効
能
と
美
し
さ
で
私
た
ち
の
生
活
を

彩
っ
て
い
る
。
ぜ
ひ
注
目
し
て
ほ
し
い
。

奈
良
か
ら
紡
ぐ
薬
の
物
語
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前
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

奈
良
県
は
和
漢
薬
の
発
祥
地
と
し

て
、
薬
に
関
す
る
豊
か
な
歴
史
と
文

化
を
持
つ
場
所
だ
。
奈
良
県
は
こ
れ

ま
で
、
奈
良
の
伝
統
的
な
漢
方
文
化

の
再
興
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
し
か

し
、
現
在
の
生
薬
栽
培
は
安
価
な
中

国
産
の
流
入
や
栽
培
者
の
高
齢
化
に

よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
国
産

生
薬
は
市
場
全
体
の
約
1
割
に
過
ぎ

な
い
。
奈
良
県
内
で
も
昭
和
50
年
代

に
は
年
間
50
ト
ン
近
く
栽
培
さ
れ
て

い
た
大
和
当
帰
が
、
平
成
23
年
に
は

1
ト
ン
近
く
に
減
少
す
る
な
ど
、
栽

培
量
が
激
減
し
て
い
る
。
中
国
産
生

薬
が
値
上
が
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
国
産
生
薬
の
需
要
は
今
後
さ
ら

に
高
ま
る
と
見
込
ま
れ
る
。

　

奈
良
県
は
、
薬
事
研
究
セ
ン
タ
ー

や
農
業
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
な
ど
の

機
関
を
通
じ
、
栽
培
技
術
の
改
善
や

成
分
分
析
、
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
る

手
間
が
か
か
り
熟
練
作
業
も
多
い
。

さ
ら
に
今
年
（
令
和
6
年
）
は
猛
暑

で
葉
ダ
ニ
が
発
生
し
多
く
の
被
害
を

受
け
た
。
花
が
咲
く
と
根
が
成
長
せ

ず
生
薬
と
し
て
の
商
品
価
値
が
失
わ

れ
る
た
め
、
厳
し
い
管
理
も
求
め
ら

れ
て
い
る
。

　

和
漢
薬
研
究
所
で
は
こ
う
し
た
課

題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
自
社
栽
培
の

薬
用
植
物
を
活
か
し
た
商
品
開
発
を

進
め
て
い
る
。
こ
む
ら
が
え
り
に
効

果
が
あ
る
漢
方
薬
の
「
ツ
ラ
ネ
ル
ゼ

リ
ー
（
芍
薬
甘
草
湯
）」
や
、
し
ょ

う
が
パ
ウ
ダ
ー
を
使
っ
た
栄
養
機
能

食
品
「
サ
プ
リ
ス
ー
プ
」、
無
添
加

石
鹸「
さ
と
や
く
石
鹸
」、化
粧
品「
メ

デ
ィ
メ
リ
ー
」
な
ど
、
自
社
で
栽
培

以
外
の
部
位
の
活
用
検
討
な
ど
で
企

業
を
支
援
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

企
業
が
薬
用
植
物
の
栽
培
か
ら
商
品

開
発
ま
で
一
貫
し
た
体
制
を
構
築
で

き
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
、
奈
良
県
橿
原
市
の

佐
藤
薬
品
工
業
株
式
会
社
が
平
成
27

年
に
「
和
漢
薬
研
究
所
」
を
立
ち
上

げ
、
薬
用
植
物
の
栽
培
事
業
を
開
始

し
た
。

　

和
漢
薬
研
究
所
は
地
域
の
耕
作
放

棄
地
を
借
り
受
け
、
薬
用
植
物
の

栽
培
に
よ
る
景
観
改
善
と
地
域
活

性
化
を
目
指
し
て
い
る
。
現
在
、
約

1
万
7
0
0
0
平
米
の
農
地
で
大

和
当
帰
、
大
和
芍
薬
、
生
姜
な
ど
を

栽
培
し
、
さ
ら
に
地
黄
や
川
芎
（
セ

ン
キ
ュ
ウ
）、
甘
草
な
ど
の
試
験
栽

培
も
行
っ
て
い
る
。
同
所
は
、
四
物

湯
（
シ
モ
ツ
ト
ウ
）
な
ど
を
構
成
す

る
生
薬
を
自
社
栽
培
で
完
結
で
き
る

こ
と
を
目
指
し
、
栽
培
か
ら
商
品
化

ま
で
の
一
貫
し
た
体
制
を
目
指
し
て

い
る
。

　

し
か
し
、
国
産
生
薬
の
生
産
は
課

題
が
多
い
。
収
益
性
の
低
さ
が
一
因

で
、
例
え
ば
大
和
当
帰
の
場
合
、
種

を
ま
い
て
収
穫
か
ら
加
工
ま
で
に
約

3
年
の
歳
月
が
必
要
だ
。
ま
た
乾
燥

や
湯
も
み
と
い
っ
た
工
程
が
多
く
、

　

三
光
丸
ク
ス
リ
資
料
館
は
、
七
百

年
の
歴
史
を
持
つ
和
漢
の
健
胃
薬
、

三
光
丸
を
通
じ
て
大
和
の
薬
草
文
化

や
配
置
薬
の
知
識
を
学
べ
る
施
設
で

あ
る
。
三
光
丸
は
元
応
年
間
か
ら
製

造
さ
れ
、
暮
ら
し
の
中
で
愛
さ
れ
続

け
て
き
た
薬
で
あ
り
、
そ
の
背
景
を

深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
展
示
に

は
薬
箱
や
江
戸
時
代
の
看
板
、
製
造

道
具
な
ど
歴
史
的
価
値
の
あ
る
品
々

が
並
び
、
映
像
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
ら

れ
て
お
り
、
視
覚
的
に
も
楽
し
み
な

が
ら
学
べ
る
。
ま
た
薬
草
や
薬
づ
く

り
の
道
具
に
触
れ
た
り
、
薬
づ
く
り

の
体
験
も
可
能
。
五
感
を
通
じ
て
薬

の
世
界
を
深
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き

る
。

　

三
光
丸
の
製
造
と
販
売
の
歴
史
を

知
り
、
薬
が
暮
ら
し
に
根
付
い
て
き

た
背
景
を
学
び
、
漢
方
へ
の
理
解
を

深
め
ら
れ
る
資
料
館
だ
。

和漢薬研究所 所長 　岡田圭二さん

大和当帰の葉

芍薬の花

資料館館長の浅見潤さんが令和 6 年に「奈良とくすり」上梓。奈良の薬の歴史が詳しく書かれている。

芍薬の根佐藤薬品工場の周辺にある「ほ場」。大和当帰をはじめ、さまざまな植物を栽培している。
奈良県研究機関と連携して栽培しているものも。

佐藤薬品工業 
和漢薬研究所

一般財団法人 三光丸クスリ資料館

 奈良県御所市大字今住606
 0745-67-0003
 9：30～16：30 （入館は16：00まで）
 土・日・祝日

し
た
奈
良
の
生
薬
を
原
料
と
し
た
商

品
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
高

品
質
な
商
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る
。

　

和
漢
薬
研
究
所
は
、
S
N
S
を
通

じ
て
栽
培
風
景
や
イ
ベ
ン
ト
情
報
を

発
信
し
、
和
漢
薬
の
魅
力
を
広
め
る

活
動
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
農
業
体

験
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、

観
光
客
や
地
元
の
人
々
に
奈
良
の
和

漢
薬
文
化
を
伝
え
る
場
を
提
供
し
て

い
る
。
和
漢
薬
研
究
所
の
岡
田
所
長

は
、「
奈
良
は
和
漢
薬
発
祥
の
地
で

あ
り
、
そ
の
伝
統
が
途
絶
え
る
の
は

惜
し
い
。
も
っ
と
多
く
の
人
に
奈
良

の
和
漢
薬
文
化
を
知
っ
て
ほ
し
い
」

と
語
る
。
今
後
は
奈
良
の
伝
統
生
薬

を
安
定
し
て
栽
培
で
き
る
技
術
の
確

立
と
、
和
漢
研
究
所
の
知
名
度
向
上

を
目
指
し
て
い
る
。



　奈良県産の薬草商品はこの数年で数多く誕生し、
奈良県内外で事業者の数が年々増加している。これ
らは、奈良の新たな産業として着実に根付きつつあ
り、健康や美容にも深く関連している。商品は食べる
ものから身体に使うものまで多岐にわたり、豊富なバ
リエーションを誇る。今回は、手に取りやすい薬草商
品の中からいくつかを紹介する。

体を温める効果がある大和当帰などを活用した入浴
剤が人気。吉野町の事業者「チアフル」は奈良のさま
ざまな植物を活用した石鹸なども作っている。

和漢植物の根を使ったスキンケア商品も。「佐藤薬品」
のメディメリーは、はトウキ、カンゾウ、シャクヤクな
どの根のエキスを使い、肌に潤いを与える商品を 10
月末に発表したばかり。

薬草を使ったハーブティーやお茶は、香り豊かでリラッ
クス効果が高く、健康維持や美容にも役立つ飲み物。

「ポニーの里ファーム」は多くの薬草商品を製造、販
売しているが、ハーブティーもその一つ。

手軽に取り入れられる食べ物としても生薬の活用は
さまざまある。例えば大和当帰の葉を粉末状にして
生地に練り込んだ素麺を「大和かぎろひ」が製造し
ている。

香りの良い薬草は調味料などでも活用されている。
「Totalbeauty 春」の大和当帰の葉が入った発酵食品
の塩こうじは、そのまま食べても料理に使っても旨み
や甘みが際立つ。

　

奈
良
県
主
催
の
「
奈
良
漢
方
マ
ル
シ
ェ
」
が

11
月
4
日
、
奈
良
市
の
県
庁
主
棟
前
回
廊
で
開

催
さ
れ
、多
く
の
来
場
者
で
賑
わ
い
を
見
せ
た
。

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
は
3
月
に
続
く
2
回
目
の
開

催
で
、県
内
外
か
ら
集
ま
っ
た
11
店
舗
が
出
店
。

会
場
に
は
、
大
和
当
帰
を
ブ
レ
ン
ド
し
た
コ
ー

ヒ
ー
や
お
茶
、玄
米
麺
、香
塩
、ク
ラ
フ
ト
コ
ー

ラ
、
キ
ハ
ダ
の
木
を
使
っ
た
ス
プ
ー
ン
や
化
粧

品
な
ど
、
漢
方
に
関
連
し
た
多
彩
な
商
品
が
並

び
、
多
く
の
注
目
を
集
め
た
。

　

来
場
者
か
ら
は
「
珍
し
い
薬
草
を
気
軽
に
楽

し
め
る
の
が
面
白
い
」「
健
康
に
良
さ
そ
う
な

商
品
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
っ
と
知
り
た
く

な
っ
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
、
試
飲
や

試
食
を
通
じ
て
漢
方
の
魅
力
を
堪
能
。
奈
良
県

の
薬
用
植
物
へ
の
理
解
を
深
め
る
イ
ベ
ン
ト
と

な
っ
た
。

奈良の
生薬・薬草商品

11/4 開催
奈良漢方マルシェ

動画配信 イベント情報

くすり発祥の地、奈良の魅力を伝えるために、奈良県
公式総合チャンネルでは、奈良のくすりに関する動画配
信もしている。 奈良のくすりと歴史に関連する展示コーナーの設置や、

生薬・漢方関係の体験、ワークショップなども開催！ぜ
ひ足をお運びください。

12月15日（日）NaRaくすりと健康2024（仮）

https://www.youtube.com/watch?v=GqvdsCYHtRI

新たな奈良県の魅力を発見！
くすりの発祥の地「奈良」

奈良の有名な社寺は、くすりと深い繋がりがあります。
奈良の新たな魅力を「くすり」という新たな切り口で感
じてください。

奈良ゆかりの薬用植物が生薬に生まれ変わる

最近、耳にする機会が増えてきた「生薬」「漢方薬」
の多くは、植物が元になっています。その薬用植物は、
どの様にして生薬に加工されるのかを感じてください。

https://www.youtube.com/watch?v=5vmSanVbsr4

入浴ハーブ・石鹸など

スキンケア用品

調味料など そうめんなどの食べ物

ハーブティーなどのお茶  イオンモール大和郡山（2階イオンホール、2階イオン
前広場）
 10：00～17 ：00

・�生薬加工処理体験：奈良ゆかりの生薬である「大和当帰」
の湯もみ体験

・�薬草入浴剤ワークショップ：数種の薬用植物を使用して、
自分オリジナルの入浴剤を製作

・�おくすり作り体験：昔ながらの奈良の伝統薬「三光丸」
を模した製造等を実際に体験


