
生
薬
は
乾
燥
な
ど
の
簡
単
な
加
工
処
理
を
施
し
た
だ
け
の
天
産
物

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
使
用
に
際
し
て
は
、
目
的
に
応
じ
て
更
に
手

を
加
え
る
必
要
が
あ
り
、
中
国
伝
統
医
学
の
処
方
に
は
搗
い
て
粉
に

す
る
と
か
、
適
当
な
大
き
さ
に
切
っ
て
煎
出
す
る
と
い
っ
た
指
示
の

あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
冶
法
も
そ
の
よ
う
な
手
法
の
一
つ
で
あ
る

が
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
医
学
古
典
の
な
か
で
は
『
医
心
方
』
中
の

一
四
九
の
処
方
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
の
新
出
土
資
料
に
よ
っ

て
、
こ
れ
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

『
五
十
二
病
方
』
は
前
漢
の
文
帝
十
二
年
（
前
一
六
八
）
に
築
造
さ

れ
た
馬
王
堆
三
号
墓
か
ら
出
土
し
た
帛
書
で
あ
る
。
こ
の
処
方
集
に

は
、
破
損
の
た
め
全
く
判
読
不
能
の
も
の
や
ま
じ
な
い
、
灸
、
外
科

療
法
に
関
す
る
も
の
以
外
に
、
薬
物
を
使
用
す
る
処
方
が
二
三
六
含

漢
代
の
粉
末
製
造
法
「
冶
」
法

に
つ
い
て

赤
堀

昭

ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
六
五
方
に
冶
法
で
処
理
す
る
こ
と
が

指
示
さ
れ
て
い
る
。
二
三
六
の
う
ち
に
も
破
損
が
ひ
ど
く
て
薬
物
に

つ
い
て
の
記
載
部
分
が
十
分
に
読
め
な
い
も
の
が
約
五
十
あ
る
か

ら
、
こ
の
方
法
を
用
い
た
処
方
の
数
は
も
っ
と
多
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
武
威
の
医
簡
は
後
漢
初
期
（
一
世
紀
）
の
墓
の
な
か
で
発
見
さ

れ
た
処
方
集
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
短
い
破
片
状
に
な
っ
た
も
の

な
ど
を
除
い
て
、
薬
物
治
療
の
処
方
が
三
一
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の

二
三
に
冶
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
冶
法
は
こ
の
ほ
か
に
『
流
沙
墜

簡
』
に
収
め
ら
れ
た
玉
門
関
附
近
出
土
の
医
簡
で
も
用
い
ら
れ
て
い

う

て
、
漢
代
に
広
く
用
い
ら
れ
た
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
冶
法
を
、く

用
い
て
い
る
処
方
は
、
『
五
十
二
病
方
』
で
は
剤
型
不
明
の
十
八
を

除
い
た
四
七
処
方
中
、
粉
末
剤
と
青
剤
（
外
用
で
あ
る
が
現
在
の
膏
薬

と
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
粉
末
状
に
し
て
お
い
て
使
用
時
に
油
脂
類
と
混

合
す
る
も
の
も
含
む
）
、
丸
剤
が
合
計
四
二
で
、
浸
出
乃
至
煎
出
し
て

使
用
す
る
処
方
は
五
方
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
武
威
の
医
簡
で
は
一
九

し

の
散
剤
（
う
ち
一
種
は
水
と
ま
ぜ
て
塗
布
）
と
三
種
の
丸
剤
は
す
べ
て
こ
‐
Ｙ
‐

の
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
煎
剤
と
青
で
咲
礎
咽
画
郵
‐

る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
冶
法
が
生
５５

薬
を
細
か
く
粉
砕
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
る
２



法
を
用
い
て
い
な
い
丸
、
散
で
は
搗
（
檮
）
法
が
用
い
ら
れ
、
冶
と

搗
（
檮
）
を
併
用
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
安
政
版
の
言
医
心
方
』

で
は
冶
に
ツ
ク
と
か
ク
タ
ク
と
い
う
仮
名
が
ふ
っ
て
あ
る
。

『
千
金
要
方
』
に
は
冶
法
を
用
い
た
処
方
は
な
い
が
、
治
法
を
用

い
て
い
る
も
の
が
三
七
六
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
三
二
九
が
散
剤
で
、

九
が
丸
剤
で
あ
る
。
ま
た
単
に
治
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
三

五
六
で
は
治
下
節
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
千
金
翼
方
』
で
は

濤
法
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
治
法
を
用
い
た
も
の
は
七
処
方

だ
け
で
、
し
か
も
治
下
筋
は
一
回
し
か
出
現
し
な
い
。
ま
た
『
外
台

秘
要
』
に
は
治
下
筋
と
し
た
も
の
が
一
つ
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か

に
は
冶
法
を
用
い
た
も
の
も
治
法
を
用
い
た
も
の
も
な
く
、
『
医
心

方
』
で
冶
法
を
用
い
て
い
た
処
方
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は

ノ
ノ
・
’
’
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
０
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ

理
ｒ
節
な
ど
と
し
た
も
の
が
多
い
。

冶
箭
ま
た
は

引
用
さ
れ
て
い
て
、
一
○
八

“
〃
〃
、

処
方
集
に
は
一
五
の
冶
怖
、
の
哩
閤
輝
獅
な
ど
と

ら
の
う
ち
に
は
単
に
冶
ま
た
は
冶
合
と
し
て
い

（
三
’
六
世
紀
）
に
著
わ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

う
○

『
医
心
方
』
中
の
冶
法
を
用
い
た
処
方
は
主
と
し
て
六
朝
時
代

！

が
散
剤
で
三
九
が

ム
雌

、

7

し
た
も
の
も
あ
る
。
治

ｖ
る
も
の
も
あ
る
が
、

二
十
の
処
方
集
か
ら

丸
剤
で
あ
る
。
こ
れ

こ
の
ほ
か
に
こ
の

檮
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
冶
法
は
漢
代
の
代
表
的
な
粉
末
製
造
法
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
手
法
と
檮
な
ど
と
の
違
い
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
『
医
心
方
」
の
訓
拳
は
恐
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
粉
末
は
最
初
は
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
大
き
さ

の
揃
っ
た
細
か
い
粉
末
を
得
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
、
節
が
導
入
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
冶
下
節
な
ど
は
そ
の
時
期
の
も
の
で
あ
ろ

う
。
更
に
節
を
使
う
こ
と
に
な
る
と
必
ず
し
も
冶
法
を
用
い
る
必
要

は
な
く
な
っ
て
漸
次
祷
法
に
移
行
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
冶
法
の
意
味

も
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
冶
は
書
写
の
際
に
治

と
誤
ら
れ
や
す
い
。
『
医
心
方
』
中
の
治
が
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
『
千
金
要
方
』
の
場
合
に
は
、
恐
ら
く
冶
は
誤
り
で
あ
る

と
考
え
て
積
極
的
に
治
に
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
治
下
節
が
大
部
分

を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
孫
思
遡
が
意
識
的
に
統
一
し
た
可
能

性
が
あ
る
。
『
千
金
翼
方
』
で
治
法
が
ほ
と
ん
ど
出
現
し
な
い
の
は
、

高
宗
の
諄
を
意
識
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
処
方
の
冒
頭
に
は
治
の

字
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。
『
外
台

秘
要
』
は
恐
ら
く
謀
を
避
け
て
、
冶
法
の
冶
ま
た
は
治
は
檮
に
、
治

療
の
治
は
療
に
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
冶
の
字
は
製
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剤
技
術
だ
け
で
な
く
、
現
存
医
学
古
典
の
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
も

問
題
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
現
状
で
は
『
医
心

方
』
の
方
が
『
外
台
秘
要
』
よ
り
、
底
本
の
良
否
は
別
と
し
て
、
原

典
の
姿
を
よ
り
忠
実
に
伝
え
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

有
持
桂
里
（
一
七
五
八
’
一
八
三
五
）

有
持
常
安
、
号
は
桂
里
ま
た
硫
春
園
と
も
い
う
。
名
は
希
藻
、
字

は
文
磯
と
い
う
。
阿
波
の
人
で
、
十
九
歳
の
時
京
都
に
上
り
、
医
学

を
三
角
法
眼
に
学
び
開
業
し
た
。
文
化
九
年
知
恩
法
親
王
の
侍
医
と

な
り
法
橋
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
享
年
七
十
八
歳

で
没
し
、
称
名
寺
に
葬
ら
れ
た
。
称
名
寺
は
現
在
、
京
都
市
中
京
区

裏
寺
町
通
り
蛸
薬
師
下
ル
に
あ
る
。

演
者
は
称
名
寺
の
有
持
桂
里
の
墓
に
参
詣
し
、
そ
の
墓
銘
を
写
し

た
の
で
、
そ
れ
を
次
に
掲
載
す
る
。
墓
銘
の
談
は
、
貫
名
苞
（
ぬ
き

な
し
げ
る
）
号
は
海
屋
で
、
江
戸
末
期
の
儒
者
、
書
画
家
で
あ
る
。

や
は
り
阿
波
の
国
の
人
で
同
郷
の
誼
で
墓
銘
を
讓
述
し
た
も
の
で
あ

る
。
書
は
風
韻
の
高
い
書
風
で
幕
末
の
三
筆
の
一
人
と
い
わ
れ
る
。

現
在
、
多
く
の
書
家
が
こ
の
墓
銘
の
害
を
見
学
に
訪
れ
て
い
る
そ
う

有
持
桂
里
の
墓
碑
銘
お
よ
び
過
去
帳
と

そ
の
漢
方
医
学
に
つ
い
て原

桃
介

(115）257


