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Abstract
 

To use of the Sho-Kan-Ron as the resource of the kampo-therapy,we compared the package inserts and study reports of kampo-medicines with the
 

description about that in the Sho-Kan-Ron.Efficacy in package insert of 32 kampo-medicines,which were used in our hospital,were collated with each
 

sentence correspond to the Sho-Kan-Ron. Then,we searched the studies according to these kampo-medicines using PubMed. For the most frequently
 

cited medicine,Sho-saiko-to(n＝187),82 reports that mentioned the clinical effect,pharmacological action,or side effect of Sho-saiko-to were compared
 

with the corresponding descriptions in the Sho-Kan-Ron.In comparison with the package insert and the Sho-Kan-Ron for the efficacy,there was 94%

equivalent.And in comparison with reports about Sho-saiko-to and Sho-Kan-Ron, it is suggested that some descriptions at the Sho-Kan-Ron can
 

interpret with the present medical terms.For the instance,“Han-pyou Han-ri”,“Kiketsu”and“Ketsu”may correspond to“the part at liver in abdomen”,

“immune activity”and“inflammation”,respectively. Also,it was indicated that Sho-saiko-to had no effect for the patient with liver inflammation in
 

some cases. Furthermore,it was suggested that Sho-saiko-to caused serious side effects such as interstitial pneumonitis. In conclusion,it was shown
 

that the Sho-Kan-Ron would be useful for the resource of the kampo-therapy.
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緒言

薬物療法のエビデンスとしては大規模臨床試験が一般的

であるが、漢方薬ではエビデンスが捉えにくいのが現状で

ある。これは、東洋医学における病理、薬理、生理が独特

の表現方法で説明され、多くの著述において統一性に乏し

く、この記載内容を現代科学で解釈しきれないことに起因

している。現在、多くの臨床家や生化学者等によって、漢

方薬の薬理効果を証明するために様々な研究が行われてい

るが、臨床応用の統一見解が得られるには至っていない。

薬剤師の臨床業務においても医師や患者から漢方薬に関

して質問されることが多く、理論的根拠を持つ必要に迫ら

れているが、煩雑な業務の中で多くの著述を読破検討する

ことは困難である。

傷寒論・金 要 （以下傷寒論）は中国医学の歴史の中

で、漢方薬が人体へ及ぼす影響をその使用経験に基づいて

論理的に表したものであり、現在行われている漢方薬に関

する科学研究の目的と本質的には合致するものである。薬

剤師の漢方薬療法に関する理論的根拠を傷寒論におき、各

種論文と比較検討することによってその意味するところを

現代科学で捉えることができれば、貴重な情報源になると

考えられる。

今回我々は、傷寒論を漢方薬療法の情報源として利用す

ることを目的として、漢方薬に関する文献と傷寒論の照合

を行い、傷寒論の有用性に関して検討を行った。

方法

自施設採用の傷寒論に記載のある漢方エキス製剤につい

て、添付文書の内容と原文を比較し、効能効果について相

同性を検証した。ついで、漢方薬に関する研究論文と傷寒

論を照合し、漢方薬の作用により変化する生体の部位別に

比較検討を行い、傷寒論の有用性を検討した。
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