
中
国
に
お
い
て
、
医
薬
そ
の
他
の
実
用
に
供
す
る
自
然
物
の
知
識

体
系
の
書
、
す
な
わ
ち
本
草
書
は
、
同
様
に
巨
大
な
歴
史
的
体
系
で

あ
る
医
書
と
と
も
に
、
中
国
医
学
史
を
具
現
す
る
代
表
的
存
在
で
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
知
識
体
系
は
優
に
二
千
年
を
超
え
る
歴
史
を
持

つ
と
確
実
に
推
定
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
文
化
の
他
分
野

の
歴
史
遺
産
に
く
ら
べ
る
と
残
存
度
が
意
外
に
低
い
。
そ
の
原
因
と

し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
一
）
本
草
害
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
雑
然
と
盗
意
に
編
ま
れ

た
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
意
義
を
強
く
意
識
し
て
造
ら
れ
た
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
草
吉
は
、
編
墓
の
目
的
目
標
・
規
模
・

構
成
な
ど
が
明
白
で
あ
り
、
殊
に
規
模
の
点
で
は
、
時
代
の
当
該
知

識
体
系
を
代
表
す
る
総
合
的
大
規
模
本
草
書
と
、
目
的
や
使
途
の
点

で
限
定
さ
れ
た
中
・
小
規
模
本
草
書
に
分
れ
、
前
者
は
或
る
意
味
で

は
時
の
王
朝
の
文
化
的
権
威
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
激
し

中
国
古
代
原
始
本
草
体
系
の
推
察

森
村
謙
一

い
王
朝
の
栄
枯
盛
衰
交
代
の
波
に
の
ま
れ
て
忘
秩
す
る
機
会
が
多

く
、
後
者
は
実
用
的
価
値
の
拳
を
意
識
さ
れ
る
が
故
に
、
継
承
さ
れ

る
率
は
低
か
っ
た
。

（
二
）
右
の
原
因
に
関
連
し
て
、
総
合
的
大
規
模
本
草
害
は
、
各

時
代
に
お
い
て
そ
の
時
よ
り
前
に
出
た
す
べ
て
の
本
草
知
識
を
綱
羅

す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
よ
り
前
の
本
草
害
の
内
容
は
す
べ
て
洩

れ
な
く
継
承
し
、
そ
の
上
に
新
し
い
知
見
・
解
釈
を
添
え
る
と
い
う

編
纂
方
式
で
造
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
総
合
的
大

規
模
本
草
害
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
本
草
知
識
体
系
そ
の

も
の
の
増
補
版
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
た
び
新
し
く
出
る

と
、
以
前
の
も
の
は
少
な
く
と
も
実
用
的
価
値
は
消
え
た
と
見
な
さ

れ
、
亡
秩
し
て
ゆ
く
可
能
性
が
大
と
な
る
。

結
局
具
体
的
に
は
、
害
の
構
成
が
崩
れ
ず
に
残
存
し
て
い
る
大
規

模
な
も
の
は
宋
代
の
『
証
類
本
草
』
以
降
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
残

存
害
に
吸
収
さ
れ
た
が
故
に
、
か
な
り
の
程
度
に
復
元
可
能
な
も
の

は
、
無
理
の
な
い
範
囲
で
唐
代
の
「
新
修
本
草
』
、
か
な
り
の
仮
定

的
要
素
を
添
付
し
て
敢
え
て
ま
と
ま
っ
た
姿
に
戻
そ
う
と
試
み
て
も

精
々
梁
代
の
『
神
農
本
草
経
集
注
』
あ
た
り
ま
で
で
あ
る
。
幾
多
の

先
学
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
歴
史
上
の
本
草
害
の
遡
及
復
元
の
努
力
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は
な
さ
れ
て
き
て
、
学
問
上
極
め
て
有
意
義
な
成
果
は
挙
げ
ら
れ
て

き
て
い
る
が
、
報
告
者
は
、
近
年
極
め
て
豊
富
と
な
っ
た
新
出
土
医

薬
文
物
資
料
の
検
討
を
も
重
要
な
基
礎
と
し
て
、
古
代
原
始
本
草
体

系
の
具
体
的
な
姿
を
推
察
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。

（
大
阪
府
立
茨
木
高
等
学
校
）

さ
き
の
本
学
会
に
お
い
て
、
演
者
は
中
国
伝
統
医
学
と
道
教
と
が

密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
概
説
と
、
最

も
古
い
道
教
々
典
と
い
わ
れ
る
「
太
平
経
」
に
み
ら
れ
る
医
学
的
事

項
を
分
類
、
整
理
し
、
道
教
医
学
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
の
存
在
を

発
表
し
た
。

今
回
は
、
最
も
新
ら
し
い
、
現
在
に
お
け
る
道
教
医
学
の
遺
影
と

し
て
、
特
に
台
湾
に
お
け
る
、
薬
籔
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。
現
在
台
湾
に
お
い
て
は
、
道
教
は
仏
教
等
と
習
合
し
て
民
間
信

仰
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
道
教
の
医
学
的
部
門
、
す
な
わ
ち
道
教
医

学
も
こ
れ
に
伴
い
民
間
療
法
の
姿
に
変
っ
て
い
る
。

こ
の
道
教
医
学
の
う
ち
で
、
談
（
お
ゑ
く
じ
）
は
薬
籔
に
、
符
（
お

ふ
だ
）
は
安
胎
符
と
か
催
生
符
と
な
り
、
巫
蜆
的
な
面
は
童
乢
と
な

っ
て
い
る
。

中
国
医
学
と
道
教

（
Ⅲ
薬
識
に
つ
い
て
）

吉
元
昭
治
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