
杉
田
玄
白
の
名
著
「
蘭
学
事
始
」
は
、
何
故
か
江
戸
時
代
の
筆
写
本
が
極
め
て
少
な
く
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
は
『
蘭
東
事
始
』
と
「
和
蘭

事
始
」
と
い
う
二
種
の
題
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
『
閏
学
事
始
』
と
題
す
る
筆
写
本
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
題
名
の
疑
問
を

い
ち
早
く
指
摘
し
た
の
は
長
崎
浩
斎
で
あ
る
。
彼
は
師
の
大
槻
玄
沢
か
ら
贈
ら
れ
た
「
藺
東
事
始
」
を
み
て
、
原
名
は
「
蘭
学
事
始
』
で
あ

る
、
と
注
目
す
べ
き
主
張
を
行
な
っ
て
い
る
。
浩
斎
の
医
学
史
へ
の
大
き
な
関
心
は
、
彼
が
一
生
を
通
じ
て
貫
い
た
「
学
は
原
委
を
究
め
ざ

る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
信
念
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

長
崎
浩
斎
は
諄
を
健
、
字
は
中
正
、
通
称
を
思
禎
と
い
い
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
九
月
七
日
越
中
高
岡
の
藺
方
外
科
医
長
崎
蓬
洲
の

二
男
に
生
ま
れ
た
。
父
の
蓬
洲
は
楢
林
由
仙
に
藺
方
を
学
ん
で
藺
説
訳
書
を
好
み
、
教
養
豊
か
な
地
方
の
名
医
と
し
て
異
例
の
法
橋
に
な
る

な
ど
多
方
面
に
活
躍
し
た
が
、
彼
は
「
子
女
ヲ
教
育
ス
ル
’
一
常
規
ヲ
以
テ
セ
ズ
」
来
遊
の
名
士
た
ち
に
嘱
し
て
早
く
か
ら
浩
斎
に
英
才
教
育

を
施
し
た
。
そ
の
た
め
漢
藺
老
仏
心
学
国
学
か
ら
詩
書
絵
画
ま
で
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
一
流
の
且
つ
個
性
的
な
名
家
に
教
え
を
受
け
て
お
り
、

彼
の
生
涯
の
師
友
は
海
保
青
陵
、
市
河
寛
斎
、
市
河
米
庵
、
大
窪
詩
仏
、
脇
坂
義
堂
、
山
本
梅
逸
、
菊
池
五
山
、
小
島
宝
素
な
ど
誠
に
き
ら

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
｜
）
蘭
医
長
崎
浩
斎
生
誕
一
九
五
年
を
記
念
し
て

ひ
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

長
崎
浩
斎
１
人
と
業
續

津
田
進
三

8（8）



し
か
し
浩
斎
の
生
涯
を
決
定
づ
け
た
も
の
は
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
富
山
に
来
遊
し
た
蘭
方
眼
科
の
高
峰
幸
庵
へ
の
師
事
で
あ
っ
た
。
杉

田
玄
白
、
大
槻
玄
沢
に
藺
方
を
学
び
、
吉
益
南
涯
に
古
医
方
を
、
賀
川
玄
迪
に
産
科
を
、
土
生
玄
碩
に
眼
科
を
夫
々
学
ん
だ
高
峰
幸
庵
は
、

十
五
歳
の
浩
斎
に
大
い
に
嘱
目
し
た
。
幸
庵
は
「
人
体
に
は
各
々
機
関
が
あ
り
、
治
病
の
道
は
自
然
に
復
す
る
に
あ
る
」
と
教
え
、
「
眼
科
の

た
め
に
は
眼
球
の
理
を
、
ま
た
そ
の
た
め
に
は
全
身
の
理
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
「
解
体
新
書
』
を
説
き
、
『
医
範
眼
目
篇
」
を
明
ら

め
た
が
、
一
方
で
は
古
医
方
や
賀
川
流
産
科
を
も
授
け
て
い
る
。

文
化
十
四
年
浩
斎
は
江
戸
へ
出
て
大
槻
玄
沢
、
杉
田
立
卿
に
師
事
し
、
河
口
祐
順
ら
の
友
人
を
得
て
帰
国
し
た
が
、
そ
の
後
も
玄
沢
か
ら

頻
回
に
手
紙
に
よ
る
指
導
を
仰
ぎ
、
更
に
玄
沢
の
没
後
は
小
石
元
瑞
に
師
事
し
て
研
さ
ん
を
つ
づ
け
、
越
中
で
最
も
高
名
の
藺
方
医
と
な
っ

て
い
る
。
浩
斎
は
「
陰
陽
ノ
ニ
ッ
ハ
天
地
人
物
ノ
間
ナ
ク
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
述
べ
て
陰
陽
を
認
め
た
が
、
「
然
し
ド
モ
陰

陽
二
五
行
ヲ
ツ
ケ
テ
云
１
へ
’
一
古
方
家
藺
学
者
ハ
笑
う
也
」
と
思
弁
に
依
存
す
る
後
世
方
を
排
し
、
一
方
理
論
的
考
察
を
重
ん
じ
な
い
古
医

方
に
も
く
み
せ
ず
、
正
常
を
知
り
病
の
変
化
を
論
じ
て
治
を
定
め
る
と
い
う
藺
医
方
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。
医
理
と
治
術
の
一
体
化
こ
そ

方
に
も
く
み
せ
ず
、
正
一

が
彼
が
理
想
で
あ
っ
た
。

斎
医
話
」
『
五
泉
堂
疾

味
深
い
も
の
が
あ
る
。

越
中
高
岡
は
加
賀
藩
領
の
中
で
も
旧
城
下
町
か
ら
町
人
の
町
へ
と
変
革
し
た
特
異
な
性
格
を
持
つ
町
で
、
町
人
階
級
の
進
歩
性
が
著
明
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
西
洋
の
近
代
自
然
科
学
も
実
用
的
合
理
的
と
し
て
余
り
抵
抗
な
く
受
容
さ
れ
た
が
、
時
代
の
風
潮
た
る
知
識
層
の
文
人

趣
味
も
豊
か
で
あ
っ
た
。
高
岡
詩
壇
の
中
心
と
な
っ
た
浩
斎
も
「
見
識
不
定
こ
そ
私
の
身
上
」
と
自
ら
揚
言
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
学
問

芸
術
に
大
き
な
関
心
を
抱
き
、
彼
の
蔵
書
は
数
千
巻
に
も
及
ん
で
特
に
千
字
文
と
蒙
求
の
蒐
集
は
広
く
全
国
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
間
「
浩

斎
医
話
一
『
五
泉
堂
医
話
」
な
ど
多
く
の
著
作
を
試
み
て
数
種
の
刊
本
も
あ
る
が
、
特
に
藺
学
へ
の
批
判
に
答
え
た
「
和
藺
医
学
解
噺
」
は
興

浩
斎
は
藺
学
に
向
け
ら
れ
た
批
判
の
著
作
を
広
く
探
求
検
討
し
、
そ
の
主
要
論
点
は
次
の
三
点
に
あ
り
と
し
た
。
即
ち
そ
の
一
つ
は
臓
と

９

い
う
も
の
は
形
象
の
謂
で
は
な
く
神
気
を
蔵
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
死
後
の
虚
器
を
み
て
も
全
く
無
意
味
で
あ
る
と
の
論
、
二
つ
は
解
剖
し

（9）



論
争
よ
り
啓
蒙
を
選
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

て
人
体
の
内
部
構
造
を
知
っ
て
も
治
療
に
何
の
益
も
な
い
と
の
評
、
三
つ
は
気
候
風
土
や
人
種
の
異
な
る
外
国
の
医
学
を
知
っ
て
も
日
本
の

医
療
の
役
に
は
立
た
な
い
と
の
説
、
な
ど
と
受
け
と
め
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
反
論
し
つ
つ
「
藺
説
を
学
ば
ん
と
欲
す
れ
ば
旧
染
を
退
け
師
に

つ
く
べ
し
」
と
い
う
漢
方
医
堅
田
君
翼
の
「
解
体
説
」
に
大
い
に
共
感
を
示
し
て
い
る
。
異
文
化
受
容
の
困
難
さ
を
知
る
浩
斎
の
姿
勢
は
、

浩
斎
の
学
問
は
文
献
学
的
、
実
証
的
、
帰
納
的
で
あ
り
、
「
瓊
言
タ
ト
ヒ
知
レ
タ
リ
ト
モ
益
ナ
シ
」
と
の
周
囲
の
忠
言
も
き
か
ず
に
考
証
学

に
熱
意
を
も
や
し
、
「
無
益
ナ
ガ
ラ
名
医
ノ
小
伝
ヲ
ア
ッ
メ
ヲ
キ
タ
リ
」
と
医
学
史
へ
の
関
心
も
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
浩
斎
は
「
名
を
求
メ

テ
利
ヲ
忘
ル
レ
バ
仁
ニ
ァ
ラ
ズ
ト
モ
侠
一
一
近
シ
」
と
い
い
、
「
豪
傑
ノ
士
ハ
田
舎
ョ
リ
出
ル
事
古
今
多
シ
」
と
述
べ
て
自
負
と
大
志
と
勤
勉
の

一
生
を
お
く
り
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
九
月
十
四
日
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。

（
Ｊ
Ｒ
東
海
静
岡
鉄
道
健
診
セ
ン
タ
ー
）
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