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7a 加賀藩 に ゆか り の あ る

史跡 と産物

カ ッ ト： 1861年 （文久元）版の 「加

　賀藩産物 番附」 の 中 で ， 大 関に 輪

　島塗物，小結 に 金沢 三 味薬 と富山

反魂丹，そ して行 司 に 能登 塩があ

　げ られ て い る。
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　能 登 の 製塩は加賀藩が行 っ た 事業の一
つ で，藩 の 重要な財源で もあ っ た 。 それは揚浜式とよばれ る古 い 方法 で あ っ

た が，昭 和 に い た る ま で 生 き な が ら え た 。 しか し現在そ の 方 法 を受け継 い で い る 家 は一軒 にすぎな い 。 加賀藩 の 漆器

の 産地 と して 山中，金沢 ， 輪島 ， 高岡 を あ げ る こ と が で き る。 そ の な か で 金沢 の藩主前 田 家によ り保護 され た 上 流階

級向 け の 金 沢 漆 器 に 対 して，輪島は庶民向けの 堅牢な漆器 の 製作 に 成功 し，輪島塗と して 知 られ るよ うにな っ た 。 三

味薬 とも呼ばれ る 加 賀藩 の 秘薬 と反魂丹 で 代表 され る 富 山藩 の 売薬は，庶民 の 治療薬 と して 広 く使われ た 。

1　能 登 の 製 塩
1−3）

　日本海の 中央に 突出 した 能登半 島は 面積 に 比 して 海岸

線が 非常に 長 く， 海 に 面 した 地域が多い た め，古墳時代

後期 に す で に瀬戸内海地 方と な らぶ 製塩 の 地 で あ っ た こ

とが 明 らか に され つ つ ろる 。 そ して 鎌倉時代 に は盛 ん に

製塩 が な され て い た とい われ て い る が ， 能登全域 で 本格

的 に 行われる よ うに な っ た の は 江戸時代で あ る D

　江戸時代に お ける 能登 の 製塩 は ，加賀藩 三 代藩 主 前 田

利常 （1593− 1658） が 1627 年 （寛永 4） に しい た 専売
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しお U

制 と深 くか か わ っ て い る。そ れ は 藩 が 塩土 と よ ば れ た 製
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し お て ま い

塩 業者 に 生産費や食料費 と して 前年恥 一玄米 （塩手米）

を貸 し与 恕 翌 年 の 製塩 で 返 済 させ る もの で あ っ た 。 生

産が予定 を こ えた 場合 は 追塩手米 を交付し，塩士 自身の
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くい じお

E 由販売 をきび しく禁じた 。 能登塩は ，喰塩 （食用塩）
　 あ　 い ilDU お

や 四 十 物塩 （鮮魚用塩） と し て 能登 で も消 費 され た が ，

大部分 は 領 内各 地，と くに 塩 田 の な い 越中へ 送 られた
。

能 登 や 越中 で つ く られ ，飛騨 や 信濃 へ 送 られ た 塩 ブ リの

塩 も こ の 塩 で あ っ た 。

　製塩 の 時期 は 3 月 に 始 ま り 10 月 に 終わ る の が 普通 で ，

塩
一

俵 の 容量 は 5斗 （50kg ）で あ り，藩 へ の 納 入 は 月 3

回 の 定 め られた 日 に 行わ れ た 。 年間 の 生 産高 は 天 候 に 影

響 され
一・

定 しな か っ た が，15− 30 万俵 とされ，最高 の 年
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す 　ず

は 47 万 俵 で あ っ た 。 そ の 生産高 の 60− 70髫 を 珠洲郡
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ふ げ し

（現在 の 珠洲市 を含む）が，残 りを鳳 至 郡 （現 在 の 輪 島市

を 含む ） な どが 占め て い た （図 1）。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あげドよま

　能登 の 製塩 は 日本で 最も古 い もの の
一

つ で，「揚浜式」

とよ ばれ る 方法 が と られ て い た 。 日本 の 塩 の 大 半 を 生 産
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い りは ま

して い た 瀬戸内海地方 の よ うな 「入浜式」 の 方法がとれ

な か っ た の は，干 満 の 差 が 約 20cm し か な い こ とや，

波が荒い た め で ある 。 さ ら に 山が 海岸 まで せ り出 した 岩

石 浜 に な っ て い る の で ，多 くは 海面 よ りやや高 い とこ ろ

に 石垣を築 き，粘土 な どで 地 盤を 塗 り固め た 上 に 砂を し

く塗浜 の 塩浜 が用 い られ た。そ の た め 原 料 の 海 水 を 人 力

で 塩浜 ま で 運 び 上 げ ね ば な らず，入 浜式 に 比 べ て 効率が

悪 か っ た 。 現在 で も能登 の 海岸 に こ の 塩 田跡を石垣 田 と

して み る こ とが で きる。

　製塩 の 経費の 約 50％ が 燃料費て あ っ た が，山 が 近 い
　 　 　 　 　 　 　 　 　 しお ぎ

の で 塩 た きに 必 要 な塩 木 が 得や す く，こ れ が 唯
一

の め ぐ

まれた 自然 条件 で あ っ た 。 と 二 うが 能登で は 七木の 制と

1
い わ れ て ス ギ ，ヒ ノ キ，マ ツ な ど の 7 木 が 伐採 を 禁止 さ

れ て い た 。 そ こ で これ を監 督す る 山廻役 に 塩 の 相見役を

兼ね させ た が，そ れは 塩木 の 確保が 理 由 の
一

つ で も あ っ

た 。 塩木 は 薪 だ け で な く，柴や 枯葉 も大 量 に 使 わ れ た 。

能登の 南部 に お い て は，西 側 と東側 （能登 島） の 製塩村

の 間に 製薪村 が立地 して い た が，やせ た 土 壌 を製薪村 に，

肥沃 な土壌 を 製炭村 と して利 用 して い た e な お能登 に は

大河 が な く，海 水 中 の 塩 分 が 多い こ と も好 条件 の
一

つ と

い え るか もしれ な い
。

　 塩浜，塩木 と と もに 製塩 に 欠 くこ とが で きな い の が 塩

釜 で あ る 。 こ の 釜 に は 御 仕 入 釜 と 自分 釜 が あ っ た 。 塩 釜

は 高価なた め 簡単に 入手で きず， 藩の 御仕入釜制度は 塩

士 が 塩釜を入手す る の に 重要な 役割 を は た した 。 それ は

藩が 塩 士 に 釜 を貸 し与 え る も の で ，毎 年 借 料 を 払 い ，一

定 の 年数 が た て ぽ塩 士 に 払下げ られ た 。
こ の 釜は 鉄 の 鋳

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 なか い
物釜 で，鋳物の 産地 の 鳳至郡中居や越中高岡 で つ くられ

て い た。釜 に は 形 太 釜 と浅釜 が あ り，形太釜 は 底 の 深 い

釜 で，燃料の 消費は 多 い が ， 塩 の 焼 き上 が りが よい とい

われた 。 寛政年間 （1789− 1801）か ら導入 され た 浅釜 は，

底が 浅 くて 口 径 が 大 き く，燃 料 消 費が 少な い の で 藩に お

い て 奨励 され た が，形太釜が な お 多く用 い られ た 。

　 入 浜 式 に 比 べ て は るか に 労力 を要す る揚浜式 で ，しか

も天候に もそ れ ほ ど恵 まれな い 能登 の 地 で の 製塩 が，藩

制 期 に お い て 発展 の 傾向を示 し た 最大の 原因 は 専売制 の

た め とい わ れ る 。 そ して 奥能登 が主産地で あ っ た の は ，

地理的 な 条件 の ほ か に 他 に 産業が な か っ た こ とや ，産米

が少なか っ た こ とも原因の 一つ と考 え られ て い る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に が り

　な お 製 塩 の 途 中 に 出る 苦汁は ， 豆腐 づ くりに 用 い られ

た 程度 で，大部分 は 廃棄 さ れ た 。 ま た 大 量 に 出 る 灰 は 越

中に 送 られ て い た 。 肥 料 と し て 使わ れ て い た の か ，紺屋

灰 と して 染 め 物屋 が 用 い て い た の か ，あ る い は 五 箇山 の

塩硝 づ くりに 使わ れ て い た の か 定 か で な い D

　 こ の よ うな 歴 史 を も つ 能 登 の 製 塩 も 1958 年 （昭和

33） の 第 3 次臨時塩業措置法 で 消滅 し，現在，珠洲市 の
に 　 i　　　　　　　 か く は な

仁江海岸 で 角花菊太郎
一

家 に よ り行 わ れて い る の が 唯
一

の もの で あ る （写 真 1）。 しか し こ こ で 得 ら れ る 浜塩 に は

天然 の うま み が あ る とい わ れ る 。 現在 の イ オ ン 交換膜法

で 得 られ る 塩 は ，99％ 以 上 が 塩化 ナ ト リ ウ ム の た め 塩

一「

」

図 1　明治初 期 の 能登 半 島 の 製 塩 の 地 （●印）
3）。
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写 真 1　珠 洲市 に ある揚げ浜 塩 田 ：浜 床，泝過 槽，
　　 釜 屋がみ える。
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辛 い だ け で そ こ に は うまみ は な い 。

　な お こ の 塩 田 で は，夏 の シ
ーズ ン 中 に は午前 と午後に

海水を ま くの を 見 る こ とが で きる 。 ま た 珠洲市 に あ る

「能登 記念館喜兵衛 どん 」 に は 製塩 用 具 166 点が収集，

展示 され て お り， そ れ ら は 1969 年 （昭和 44）に 文化庁

よ り重要民俗資料 に 指定 さ れた 。

2 輪 島 塗
4’5）

　輪島塗 の 起源 に つ い て は 諸説が あ り， そ の 多 くは 伝承

に よ る もの で ある 。 そ の 中 に 応永年 間 （1394− 1428）に

ね こ ろ

根来寺 （和歌 山県） の 僧が輪島へ 来 て 技法を 伝えた とか ，

輪島か ら根来 へ 出向い て 技術を 習得 した とい う の が あ

る ○ また 1296 年 （永仁 4 ） に つ くら れ，1524 年 （大 永
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ ゆ うぞ うじ ん U ＋

4 ） に つ く りか え られ た とさ れ る 重 蔵神社 奥 院 の 朱塗 の

扉 が 火災をの が れ て 同社 に 現存 して い る 。 しか しこ れ を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ね 　 し

塗 っ た人 物が 輪島の 塗師で あ っ た か は定 か で ない 。

一
方，

神社 の 棟札な どか ら 15 世 紀後半 か ら 16 世 紀に か けて

輪 島に 塗 師が い た こ とは 確 か ら しい 。 そ して 1718 年

（享保 3 ）に は 但馬 （兵庫県） ま で 販 路 を ひ ろ げた 著 もい

た が ，
こ の 地 の 名産 と して 全 国 に ひ ろ く知 ら れ る よ うに

な っ た の は，「加 越能大 路 水 径」や 「三 国名物誌」な どか

ら，宝 暦年間 （1751− 1764） と考 え られて い る。 それ以

来，輪島は 堅 地 の 朱家具 （朱塗 の 膳，飯椀 ，汁 椀 な ど

20 人前，飯鉢 通 盆な ど
一

揃 ）が
一

枚盾板 とな っ た （写

真 2）。 以 下 に こ の よ うな 堅 地 の 丈夫 で 長 持 ちす る特徴

を そ なえ る こ とに な っ た 理 由を 考え て み る。

　 　 　 　 　 　 　 じ　 　 　 l

　 まず下地 に 「地 の 粉」 を 使 う こ とがあげ られ る 。 地 の

粉 は 輪島で 寛文 年間 （1661
− 1673 ） に 発見 され た とさ れ

る ケ イ ソ ウ 泥岩 で，こ の 粉が ケ イ ソ ウ土 と判明 した の は，

1908 年 （明 治 41） の こ とで あ る。 採掘 した 黄 士 を よ く
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くん し よ i

練 り，だ ん ご状 に して 天 日乾燥 し，燻焼 （い ぶ し焼 き），

粉砕，ふ る い わ け を す る。 そ し て 粒 子 の 粗 い もの か ら順
　 　 　 　 　 　 　 べ ん 　 じ　 ニ

に ，一，二 ，三 辺 地 粉 と よび 用 途 に 応 じて 用 い る 。 ケ イ

写真 2 輸 息塗 を象徴す る 堅地 の 朱家 具。
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ソ ウ 土 は ケ イ 殼 を 主成分 と し，ケ イ 殼は ケ イ酸 の 微粒子

（10− 100，um ）で ，か つ 超微細孔を多数有 し て い る 。 そ の

た め 漆 とまぜ て も光沢 な どの 性質 に 悪影響 を お よぼ す こ

とな く安定 な漆の 増量 剤 とな り，漆層 を 厚く して 堅牢性

を増加 させ る 。 適当な下 地粉とな る よ うに ，黄上 を
・
燻焼

して地 の 粉と した 経 験的 方法 は，焼成温度が低い の て 不

要 な有機物は 除去 され る が，ケ イ 殼 は 破壊 されな い 有用

な方法で あ る 。 下地 に ケ イ ソ ウ 土 を利用す る の は 輪島塗

独 特の 技法 で あ る 。

　 　 　 き　 じ

　次 に 木地 で あ る 。 周辺 に 生 産す る ケ ヤ キ，ヒ ノ キ ，さ

ら に そ の 後 に ア テ も木地化 さ れた 。 ケ ヤ キ の 横木 を椀木
　 　 　 　 　 　 か くもの

地 に，ア テ を角 物 木 地 に 用 い た。そ の 接 着 に は漆 を 使 い ，

か つ 要所 に 木釘を 用 い た 。 もち ろ ん 木地 は 自然 乾燥 ，廡

煙乾燥 な ど年単位 の 時間 を か け て，仕 上 が っ た 漆器 に く

る い な どが 生 じな い よ うに して い た 。 な お 現在 は横木 よ

りは 縦 木 が 多 く使わ れ て い る 。

　 　 　 　 ぎや う しつ
　次 い で 髴漆 で ある。下 地 ま で に 11 エ 程を要 し，さ ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 m の ぎ

に 木 口 を堅牢 に す る た め に 指先 の 腹 を 使 っ た 「布着せ 」

が 行 わ れ る 。 そ し て 地 の 粉 の 粗 よ り細 をII匱次 「米 の り」

と と もに 混 じ た 漆を 下 地 塗 と し て 3 回 塗布す る。 1733

年 （享保 18） の 「亀井家文書」に は 「ぬ り物之次第 下

こ しらえ
一ベ ン ，其 上 じの こ ニ へ ん ，其上 中ぬ り，其上

は な ぬ り」 と記 されて い る こ とか ら，当時す で に 堅 地 の

漆器 が つ くられて い た こ と が うか が え る 。
こ の 下 地 調 合

　 　 　 　 　 きうるし

に は 多 量 の 生 漆を 用 い る こ と も堅 牢 さ の 要囚とな るが，

こ れ は ケ イ ソ ウ穀粒子 の 液体の 吸収性 が きわめ て 大きい

の で 漆液 を i’分 に 吸 収す るた め は じ め て 可 能な こ とで あ

る D こ の よ うに 下地 と下地 が よ く接 着 し て ま す ま す 堅 牢
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ ふ ち び

さ を増す工 程 とな っ て い る。また こ こ て 「地縁引ぎ」 と

い わ れ る椀 の L縁 の よ うな
．
ド地 の 破損 しや す い と こ ろ に

さ らに 生漆を 塗布して い る。 次 い で 後述す る 「くろ め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e

漆」 を 用 い て 中塗か ら上 塗 へ と，塗 布，乾燥 1 研ぎを く

りか えす の で，総 工 程 27− 37，手数 75− 114 回 に お よ

ぶ c

　 と こ ろ で 漆液 で ある が，奥能 登 は 漆 木 の 成 育 に 適 した

土 地 で，「延喜式」 の 中 に も能登か ら漆が 上納され て い
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ナt
た こ とが 記 され て い る 。 漆液 は 木 の 種 類，採 取 地，掻 く

時期 に よって も性質が 異なる 。 6 月上 旬か ら 12 月上 旬

に か け て掻 き と り炉過 した だ ；ナの 生漆を，また は 精製 し

て 用途 に 適 した漆液 と して 使用 して い た 。 こ こ で 特筆す

べ きこ とは精製工 程 に お け る 「くろ め （黒 目）」で あ る。

掻 ぎ と っ た ま ま の 漆液 を 木製 の 浅 い 桶 に 入 れ，夏 は 天 日

で 冬 ぽ 炭 火 をつ る して 40− 45 ℃ の 温度に あ た た め ，櫂

で 表面積を 大 ぎ くす る よ うに か き まぜ，漆液 中 の 水 分 が

約 3％ に な る ま で 蒸発 させ た 。 くろ め を終 え，炉 過 して

は じめ て 塗 料 と して 使え る よ うに な る 。
こ の くろ め に よ
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っ て漆液中 の 成分が 均
一

に 分散 され，塗布 され た と き耐

久 的 構 造 の 塗 膜 をつ くる こ と に な る 。 くろ め 漆を うす く

塗 り，乾燥す る 工 程をくりか えす こ とで，丈夫 な塗膜を

経験的 に つ く り上 げ て い た 。 現在 こ の くろ め や うす 塗 り

の 意味 も化 学 的 に 解明 され つ つ ある
6｝

。 とは い え 昨今使

用 され て い る漆は 90％ 以上が中国産 で あ り， くろめ も

年間 を通 して か くは ん器 と 電熱器 を用 い て 行 わ れ て い

る D

　 つ ぎに 輪島の 実用 漆 器 の 産 地 化の 要因を考 え て み る 。

前述 の 地 の 粉 の 発見や ア テ の 木地化な どは もち ろ ん で あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ち んきん

る が，享 保年間 （1716− 1736） の 沈 金技術 の 創始 と，文
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま き i

政年間 （1818− 1830）の 蒔絵技術 の 伝来を忘れ て は な ら

な い 。 沈金 とは 塗物 の 表面 を鋭利 な ノ ミ で 彫 り，そ の あ

とへ 漆を つ け，金，銀 な ど の バ ク や 粉 を 沈め る 技法 で あ

り， 蒔絵 は 漆 で 模様 を描 き， 金 ， 銀な どの 粉を蒔ぎつ け

て み が き上げ る 技法 で あ る 。 しか し た とえ ば 1843 年

（天保 14）に は ，沈金，蒔絵 と もそ れ を 業 とす る 家 は 各

2 軒 に す ぎず，無地もの が主で あ り，発展ぽ そ の 後 の こ

と で あ る 。 そ う した 中 で 沈金 の 金バ ク 散拭綿か ら金 を回

収 す る 灰 吹金 製出法が ，1868 年 （慶 応 4 ）に 当 地 で 発見

され て い る こ とは 注 目すべ きである 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 だ い こ く こ i

　 また 天 明年間 （1781− 1789） に大 黒 講 と よば れ た 組合

を つ く り，塗物 の 標準工 程を定め ，価格 の 抑制を は か り，

版路 の 拡大 に 努め た D こ れが 現在 の 輪島漆器 協同 組 合 の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 hん t う

元 祖 で あ る 。 また 販売方法 に も文政年間 に は 碗講 と よば
　 　 たの も　 し こ う

れ た 頼母子 講 の 方法 を と り入 れ て 購入 を容易 に し需要 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ば し よ

増大を は か っ た。販 売 形 式 は 業者が 「場 所 ま わ り」 と称

して 現地をお とずれ る直接的方法が と られた 。 前年に 注

文を得 て い た 漆器 を 夏すぎに つ く り上 げ，得意 先 に 納 入

して 注文 を きい て 帰 る 年単位 の 注文 生 産 が 普 通 で あ っ

た。と こ ろ で漆の 硬化 は そ の成分 の ウ ル シ オ ール が そ の

中 に 含 まれ て い る 酵素 の ラ ッ カ
ー

ゼ の 作用 で 起 こ り， 温

度が 25− 30 ℃，湿度が 75− 85％ が適当 とい わ れ て い

る 。 輪島で は 5 月か ら 9 月上 旬に か け て の 気温 が 25 ℃

以上 で あ り， 5 月 か ら翌 年 2 月に か けて の 湿度が 759

以上 であ る こ とか ら生産に 適 した時期 を経験的 に 知 っ た

の で あ ろ う。

　輪島塗 の 伝統 は 今な お こ の 町 に 生き続 け，輪 島 市 の 総

人 口 約 3 万 1千 人 の ほ ぼ 4 分 の 1 ，tこ あた る約 8 千人 （家

族 を 含む ） が 何 らか の 形 で 漆器 に か か わ っ て い る とい わ

れ る 。 そ し て 石川県 もその 発展 の た め の 援助 を借 し まず，

県 立 輪 島 実業 高 等学 校 イ ン テ リア 科，輪島漆芸 技術研修

所を設け，現在，輪島漆芸 美術館も建設中 で あ る。

　な お前 述 の 「喜 兵 衛 どん 」 に は ，能登漆掻，漆工 用具

1425 点が 展示 され て い る 。 ま た 輪島市 に あ る 輪島漆器

会館 2 階 の 「輪島漆器 資料館」 で は 輪島塗 の 製作用具や
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写真 3 福久 屋 の 看 板 ：金沢 三 味薬 とよばれ る 紫雪，烏犀円，
　　 耆婆万病円の 名がみ える （内藤 記念 くす り博物館提供 ）。

製品 3804 点が 所蔵，展示 され て い る と ともに 製造工 程

の
一

部を 見学す る こ とが で きる 。 これ ら も また，重 要民

俗 資料 に 指定 され て い る。さ らに 金 沢 市 に あ る 「伝銃産

業工 芸 館」 で は 輪島塗，金 沢漆器，山 中漆 器 の 製品 な ど

をみ る こ とが で きる 。

　　　 3　加 賀藩の 秘 薬
n

と 富 山 藩の 売薬
8）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き v．ま L び よ ラ えん

　加賀藩の 秘薬とは 通 常は 三 味薬 とよ ば れ る耆婆万 病 円，
し tつ　 う さ L・えん

紫 雪，鳥犀円 の こ と で あ る （写真 3）。
1670 年 （寛文

10） に 五 代藩主前 田綱紀 （1643− 1724）が，そ れ ま で 門

外 不 出 で あ っ た 秘薬を福 久 屋と中屋 に ，その 後，宮竹屋

に も調 製 販 売 を 許 可 し，庶 民 の 治療薬 と して 使わ せ た 。

　耆婆万 病 円 の 書婆は ，梵語 の Jivakaで 釈迦 の 時代 の

名医の 名 で ある 。 こ の 万病 円 の 名 は，徳川 家康が 自ら調

製 した 薬剤 の 中や，江戸時代 の 薬剤 に 関す る 本 と し て 有
　 　 　 　 　 か

名な 「江 戸鹿 の 子」 の 中に も見られ る 。 金沢 の 書婆万 病

円は 動物，植物，鉱物 の 31 味か らな り，万病 に 効能が
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ お う　　 じや こ O　　 さ い h・く
あ る とされ た 。 そ の成 分 の 牛黄，麝香，犀角 は 強壮薬 と

して 現在も用 い られ て い る 。
マ メ ハン ミ ョ

ウ ，ム カ デ，

トカ ゲ な どの 動 物薬 も使わ れ て い る 。 また その 中に は 朱

砂や 雄黄 の よ うな 水 銀 や ヒ 素の 化 合 物 も含 ま れ て い る が，
こ れ らは きわ め て 水 に 溶 けに く く，ご く微量 で あれ ば薬

効 が あ る とされ た 。 そ れ らは 中国 で 不 老 不 死 の 薬と し

て 用 い られた 丹 薬 （朱砂 を 含む ）や ，金丹 液 （雄 黄 を 含

む ） の 思 想 の 影 響 を受 け て い る と思わ れ る 。

　紫雪 の 名 は，749 年 （天平 19）の 「法隆寺伽藍縁起并

び に 流 記 資材帳 」 の 中に 記 され て い る 。 また 756 年 （天

平 勝宝 8 ） に 納 め られ た 正 倉 院 の 「薬 種 廿
一

催献物帳．
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に も紫雪 13 斤 15 両 とあ る。
こ れが 正 徳年間 （1711−

1716） に は，全国に 加賀 の 紫雪 の 看板 が 出る ほ ど有名 に

な っ た 。 主 成分が 硝石 の 17 味 の 薬剤 で，内服 す る と塩

味と清涼感を与え，暑気あた りに きくとされた 。 黄金百

両 を 麻袋に 入 れ，植 物性 生 薬 ニ キ ス の 中に 長 時間沈め て

お くと，金 が ＝ ロ イ ド と し て 溶け出 し，配合 され て い る

朱 砂 とで きれ い な 紫 色 を呈 した とい う。 な お こ こ に 含 ま

れ て い た硝 石 は 五 箇 Lllで つ くられた 中煮塩硝で あ っ た 。

紫雪 は 近年 ま で 製造 され て い た が，その 淡紫色 の 結品性

粉末 で は朱 砂 が 除 か れ て お り 15 味 で あ っ ko

　上 述 の 「江戸鹿 の 子」 や 天 保 年間 （1830− 1844） の

「日本国中妙薬競」 に 烏犀円 の 名 が み られ る c これ は 56

昧 の 薬 剤 で，中風 な どに効能 が ある とされた ⊃ 調製 は ま

ず 硫化 水 銀 を つ く る こ とか ら は じめ て い る 。 カ ラ ス の 黒

焼 ぎ，カ マ キ リの 巣，カ イ コ の ふ ん ，セ ミ の ぬ ：ナが らな

ど の 動物薬が 14 昧入 っ て い る 。 現在 も金沢 の 2 社 で製

造 され て い るが，24 味 で 効能は 同 じ く 脳 出血 や 動賑硬

化で ある 。

　三 味薬 の 処方 に は，原料 の 吟味，調製法，調合の 順序

な どが こ まか く記 さ れ，そ の 製造 は むずか し い 。
こ れ ら

は 「国 君 御免本家調合」 との こ とで ，初期 に ぱ 典医 が，

の ち に は 調 合 の た め の 起請文 を奉行所 へ 差 し出 し，三 家

立 会 い の も とで 行わ れ た 。

　と こ ろ で 売薬 で あ る が，こ れ は 鎌 倉 時 代 に 高 野 山 の 僧

が 廻 国 の さ い に 売 り歩 い た の が 始 ま り と され て い る 。
つ

　 　 　 　 　 　 　 　 ぞ 　 　 　 し

い で 各地 の 市 で，香具師た ち が 居合抜きな どで 人を集め

て 販売 した 。
「（香 具 師 ） 乍 恐 以 書付願上 げ候 」 の 中 に 書

　 　 　 　 　 　 　 は ん ご ん た ん

か れた 職種 に 「反魂丹売居 合抜」 な どが ある 。 現在 で も

名高い 富 山 の 売 薬 の 起 源 は，立 山 信仰 に もとつ く立 山 衆
　 　 　 　 だ ん な

徒 の 配札檀那廻 りだ ともい わ れて い る 、 しか し通説 で は

1690 年 （元 禄 3 ） に 加賀藩 よ り分 藩 した富 山 藩二 代藩主
　 　 ま tt　C し

前 田 正 甫 （1649− 1706） が 江 戸 域 で 某大 名の 急病 を所持

して い た 反 魂丹 で な お し た こ と に 始 ま る 。 そ して そ の 効

果 を見た 全国 の 大名が自国領内 で の 販売を懇願 した の で，

松 井 家 に 製造 さ せ て 全 国 に 販 売 させ た の だ とい う。

　 　 　 　 　 　 　 　 おうれ ん　　 か ん そ う　　 ゆ う た ん

　 こ の 反魂丹 は，黄連，甘草，熊胆 な どの 20 数味 の 薬

剤 （時代，調製者 に よ り少 しず つ 異 な る） を 調 合 し た 腹

薬 で あ るが，庶民 は 万 病薬と し て 用 い た 。
こ の 処方 は 備

　 　 　 　 　 　 　 も　つ じ ： う か ん

前 （岡 山 県 ） の 万 代常 閑が 伝 えた もの とい わ れ る 。 こ の

反 魂 丹 で 代表 さ れ る 富LI」の 売 薬 が 江 戸 時 代 か ら現 在 ま で

続く不動 の 地位を築 い た の ば ， 薬の 効能が 確か で あ る こ

と，先用後利 の 商法 （現在 の 配 置 売薬 の 方法 と同 じで ，

預 け た 薬 の 使用 し た 分 の 代金 を も ら う）が ま とを得て い

た こ とに あ るQ そ れ と藩 が 時代に 即 し て た と え ば 「反魂

丹役所」 を設け るな ど保護育成 を は か る とともに，売薬

屋 も 「仲 間 組 」 と 「向 寄」 とい う組 織 を つ く り，互 助 と
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自己規制を 行 う こ と で，信 用 を 高 め た こ と に も よ る 。 富

山藩 の 売薬が 成功す る と越中加賀藩で もさか ん に な り，

現在 も富山県全域 に 配置売薬業者 が い て，そ の 活動範囲

は全国に わた っ て い る。

　 こ の よ うな 合薬 の 発展 に は 藩主 の 見識 もみ の が す こ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 いのうしやくすい
とが で きな い 。 前述 の 前 田綱紀 は，稲生若水 （1665−

1715） ら の 本 草学 者 を 藩 に 招 い て 研 究 さ せ る と とも に ，

本草に 関す る本を書か せ た り，全国的な規模 で薬の 処方

を 収集 させ た 。 ま た薬用植物 の 調 査 と栽培や 治療薬 の 調
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し よS つ る い

製 も奨励 した 。 お もな も の に 若 水 に 編 じさせ た 「庶 物類
さ ん

纂」があ る 。 これ は江戸期本草 の 物産学的傾向を反映し

た代表的な もの で あ る。若水は 362 巻に して病没 した

が，の ち幕命 に よ り 1738 年 （元文 3） に 1000 巻 が．

さ らに 1747 年 （延享 4 ）に は 補編 514 巻が完成 した 。

綱 紀 は 日向 （宮崎県） に 人 を つ か わ し樟脳 製造 の 研究も

行 っ た 。 また富山 藩十代藩主前 田 利保 （1800− 1859）ば

自らが 本草の 研究 を行 い ，実地に 薬草を 栽培 した。 彼は
　 　 つうかも

「本草通串」や 「本草通串証図」を は じめ とす る本 33 巻

を書き残 して い る 。 「本草通串」は 「庶物類纂」に和書文

献 を 加 え た も の で あ る が，94 巻 で 終 わ っ て い る 。

　金 沢三 味薬，富山反魂丹に 代表 され る売薬だ け で な く．

熊胆，黄連，葛な ど の 薬種 的産物が こ の 地に あ っ た 。

「延喜式」 に は，加 賀 国 7 種，能登国 5 種，越中国 16 種

が 献 上 され て い た こ とが 記 され て い る。 こ の こ とが 室町

時代に は 薬商人の 集 ま りの 「唐人 の 座」が 富山 に 開 か れ

た り，こ れ ま で 述 ぺ て きた 加越二 州の 合薬の 発展 の 素地
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い お うぜん

に な っ て ぎた と 思 わ れ る 。 また 金 沢 近郊 に あ る 医 王 山

（標高 939m ）は薬草，薬木，薬 石 の 山 と して 有名で 中国

の 名 山 「医王 山 」 の 名を そ の ま ま 受け継 い で い る とい

うs 今な お トチ バ ニン ジ ン ，キ ハ ダ な ど の 薬草 が約 150

種 も兌出さ れ る c

　現在 で も金 沢市 に 福 久 屋 と中屋 は 存続 し て い る 。 そ し

て 福久屋で 使わ れ た 製 薬 用 具 な ど は 岐阜県川 島 町 に あ る

「内藤記念 くす り博物館」 に所蔵され て い る し ， 中屋の

建物 は 長 町 武家 屋敷跡 近 く へ 移 築 さ れ 金 沢 市 「老 舗記 念

館」 とな っ て い る 。 ま た富山 市 で は，富 山 県民 会館分館

の 「金岡邸」 や 富 山市 民俗民芸村 に あ る 「売薬資料館」

な どで，富山売薬 の 発展 の あ とをた どる こ とが で きる 。

（49 ）
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