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涛
“

一
九
六
八
年
の
夏
の
頃
、
台
湾
で
薬
物
資
源
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
調
査
は
数
年
間
に
亘
り
、
第
四
次
ま
で
行
っ
た
。
そ
の
折
、

台
南
の
と
あ
る
廟
で
、
大
型
の
卵
を
縦
割
し
た
よ
う
な
半
月
状
の
木
片

を
合
わ
せ
両
手
に
お
さ
め
て
三
拝
し
、
そ
の
木
片
を
拠
り
投
げ
て
い
る

老
若
男
女
を
よ
く
み
か
け
た
。
半
月
型
の
木
片
の
状
態
を
み
て
、
神
社

の
御
籔
の
よ
う
な
も
の
を
引
い
て
い
る
。
半
月
状
の
木
片
を
答
（
ポ
ェ
）

と
云
い
、
凸
面
が
陰
で
、
平
面
が
陽
、
陰
陽
の
目
が
で
れ
ば
聖
筈
で
神

意
が
え
ら
れ
、
そ
の
時
引
い
た
御
裁
の
番
号
が
正
し
い
こ
と
に
な
り
、

そ
の
番
号
の
処
方
薬
、
適
応
症
な
ど
を
誌
し
た
薬
銭
の
処
方
菱
を
も
ら

て
い
こ
や
つ

い
、
薬
店
で
そ
の
処
方
を
合
わ
せ
て
も
ら
う
。
筈
を
拠
る
榔
咬
と
、
識

ち
ゅ
う
せ
ん

を
引
く
抽
裁
の
後
先
の
順
番
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な

薬
裁
の
あ
る
廟
は
台
湾
に
実
に
沢
山
あ
っ
た
。
中
に
は
薬
裁
だ
け
で
は

な
く
、
中
医
の
勉
強
を
し
た
道
士
が
お
り
、
患
者
を
診
察
し
て
か
ら
薬

裁
の
処
方
を
だ
し
て
い
る
廟
も
あ
っ
た
。
当
時
は
コ
ピ
ー
機
な
ど
な
か

っ
た
の
で
、
二
、
三
の
廟
の
薬
裁
の
処
方
を
手
書
き
で
写
し
て
後
の
研

究
材
料
に
し
よ
う
と
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
他
の
研

究
が
忙
し
く
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
そ
れ
ら
薬
裁
や
霊
籔
を
集
大
成
し
た
『
中
国
の
霊

酒
井
忠
夫
・
今
井
宇
三
郎
・
吉
元
昭
治
編

「
中
国
の
霊
籔
・
薬
籔
集
成
』
を
読
ん
で

識
・
薬
裁
集
成
』
と
い
う
分
厚
い
本
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
こ
に
納
め
ら

れ
て
い
る
識
・
薬
裁
は
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
、
酒
井
忠
夫
、
今
井
宇

三
郎
、
吉
元
昭
治
の
三
氏
に
よ
り
中
国
大
陸
、
台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

香
港
、
日
本
な
ど
で
蒐
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
科
学
文
明
が
高

度
に
発
展
し
て
き
た
今
日
、
自
然
へ
の
回
帰
、
人
間
社
会
の
生
活
と
宗

教
、
さ
ら
に
は
医
療
と
の
関
係
を
改
め
て
見
直
す
た
め
の
資
料
と
し
て

大
い
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

昨
年
か
ら
我
々
の
研
究
所
と
中
国
中
医
研
究
院
と
共
同
で
、
仏
教
医

学
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
仏
教
医
学
と
道
教
医
学
が
、
中
国
医
学
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、
大
変
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

昨
年
甘
粛
省
藺
州
の
白
雲
観
と
天
水
の
薬
王
洞
で
道
士
か
ら
薬
裁
の
処

方
菱
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
呂
祖
仙
方
の
類
で
大
人
科
、
小
児
科
、
婦

人
科
、
眼
科
、
五
官
科
、
外
科
の
六
科
に
分
類
さ
れ
た
処
方
の
小
冊
子

を
大
事
に
保
管
し
て
い
た
。
一
般
に
こ
う
し
た
薬
裁
は
中
国
南
部
に
多

く
残
さ
れ
て
い
る
。
薬
裁
は
明
代
以
降
に
道
教
の
廟
や
観
を
中
心
に
一

般
に
流
布
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
少
数
の
寺
院
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
富
山
で
も
、
私
の
調
査
し
た
限
り
二
ケ
所
の
寺
院
で

今
で
も
薬
裁
を
だ
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
方
、
霊
識
の
歴
史
は
、
酒
井
先
生
の
研
究
に
よ
る
と
唐
代
か
ら
始

ま
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
物
は
南
宋
の
頃
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
れ
が
日
本
の
寺
院
に
伝
わ
り
、
さ
ら
に
神
社
で
の
御
裁
に
変
容
し
て

い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

現
在
、
薬
籔
は
薬
事
法
の
関
係
で
、
日
本
で
は
極
く
限
ら
れ
た
寺
院

で
限
ら
れ
た
信
者
に
の
み
知
ら
れ
て
お
り
、
台
湾
で
も
政
府
の
方
針
で
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こ
の
本
を
読
ん
で
、
私
は
日
本
に
お
け
る
結
核
は
戦
後
の
抗
結
核
剤
、

Ｓ
Ｍ
、
Ｐ
Ａ
Ｓ
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｈ
の
開
発
に
よ
り
一
挙
に
解
決
し
た
も
の
と

理
解
し
て
い
た
が
、
改
め
て
病
気
の
盛
衰
は
単
に
人
間
と
病
気
と
の
戦

い
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

つ
ま
り
、
ペ
ス
ト
（
黒
死
病
）
が
十
四
’
十
七
世
紀
に
か
け
て
欧
州
で

は
椙
撤
を
極
め
た
が
、
一
六
六
五
年
の
ロ
ン
ド
ン
大
疫
病
を
最
期
に
、

突
然
な
ん
の
効
果
的
な
治
療
法
も
な
い
ま
ま
に
終
息
し
た
し
、
ロ
ン
ド

ン
の
結
核
死
亡
率
の
変
化
は
、
従
来
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
と
は

異
な
っ
て
コ
ッ
ホ
が
結
核
菌
を
発
見
し
た
一
八
八
二
年
よ
り
も
以
前
に

次
第
に
減
っ
て
き
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
中
国

を
中
心
と
し
た
道
・
仏
教
文
化
の
一
つ
で
あ
る
識
・
薬
裁
を
集
大
成
し

た
貴
重
な
書
物
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
こ
と
は
慶
賀
の
至
り
で
あ
る
。
出
版

元
で
あ
る
風
響
社
の
御
英
断
に
敬
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

な
お
最
近
、
霊
裁
に
関
し
て
は
酒
井
忠
夫
他
編
の
「
日
本
・
中
国
の

宗
教
文
化
の
研
究
」
（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
が
、
薬
裁
に
つ
い
て

は
吉
元
昭
治
著
『
道
教
と
不
老
長
寿
の
医
学
』
（
平
河
出
版
社
、
一
九
八
九

年
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
共
に
大
変
参
考
に
な
る
書
物
で
あ
る
。

（
難
波
恒
雄
）

〔
風
響
社
・
東
京
都
北
区
田
端
四
’
一
四
’
九
、
電
話
○
三
’
三
八
二
八
’

九
二
四
九
一
九
九
二
年
六
月
一
八
日
発
行
、
Ａ
四
判
、
五
五
六
頁
、
定

価
八
七
五
五
円
〕

福
田
真
人
著
「
結
核
の
文
化
史
」

死
亡
率
の
低
下
が
始
ま
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
結
核
死
亡
率
の
変

化
に
つ
い
て
も
結
核
菌
の
発
見
後
も
有
効
な
治
療
法
が
な
い
た
め
に
、

患
者
の
増
加
は
な
お
勢
い
を
緩
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
・
結
核
療
養
所
、

外
科
手
術
、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
、
集
団
検
診
な
ど
ロ
ン
ド
ン
の
結
核
で
は
な
か
っ

た
様
々
な
療
法
も
さ
し
た
る
効
果
も
な
く
、
戦
争
と
い
う
社
会
情
勢
の

変
化
は
結
核
患
者
を
逆
に
増
や
し
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
後
化
学
療
法

の
登
場
以
前
に
結
核
死
亡
率
は
減
少
し
は
じ
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
て
み
る
と
、
結
核
死
亡
率
の
変
化
は
自
然

の
大
き
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
結
核
死
亡
率
の
減
少
が
近
代
医
学
の
勝
利
で
あ
ろ
う
と
す
る
従
来

の
医
学
観
に
反
す
る
が
、
著
者
は
こ
の
よ
う
に
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。

産
業
革
命
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
も
、
近
代
化
に
め
ざ
め
た
日
本
に

お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
病
原
菌
が
あ
る
だ
け
で
病
気
が
生

じ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
を
伝
播
、
繁
殖
さ
せ
る
条
件
が
揃
っ
て
、
は

じ
め
て
病
気
と
な
る
。
そ
の
条
件
と
は
自
然
条
件
に
く
わ
え
て
人
間
が

つ
く
り
だ
し
た
条
件
が
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
文
明
と
文
化
で
あ
る
。

人
口
の
増
大
、
都
市
化
の
進
行
、
貧
富
の
拡
大
、
産
業
の
発
達
、
労
働

条
件
の
変
化
に
よ
り
稀
に
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
結
核
が
急
速
に
蔓
延

し
た
も
の
で
あ
る
。
結
核
が
近
代
的
病
気
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

比
較
文
学
専
攻
の
著
者
は
近
代
日
本
の
結
核
の
文
化
史
を
殖
産
工
業

と
し
て
の
日
本
の
工
業
化
と
結
核
の
伝
染
を
女
工
哀
史
な
ど
を
め
ぐ
っ

て
述
べ
、
コ
ッ
ホ
の
結
核
菌
発
見
の
頃
の
日
本
の
状
況
を
述
べ
た
あ
と

結
核
の
ロ
マ
ン
化
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
徳
富
盧
花
の
「
不

如
帰
」
が
文
学
作
品
と
し
て
登
場
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
治
以
降
の

(122） 440


