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九
州
の
蘭
学
の
独
自
性
や
他
の
地
域
と
の
違
い
を
探
そ
う
と
す

る
と
、
ま
ず
最
初
に
目
を
ひ
く
の
が
位
置
と
い
う
条
件
で
あ
る
。

九
州
は
江
戸
か
ら
は
遠
い
が
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
が
あ
っ
た
と
い
う

点
で
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
は
近
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
鎖
国
時
代
の
い

わ
ゆ
る
四
つ
の
口
の
う
ち
三
つ
は
九
州
に
あ
っ
た
。
外
国
人
と
接

触
し
、
も
の
や
情
報
を
直
接
交
換
す
る
こ
と
は
、
九
州
を
舞
台
に

行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
六
四
一
年
か
ら
、
佐
賀
藩
と
福
岡
藩
が
幕
府
の
直
轄
地
長
崎

の
警
備
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
一
六
○
九
年
か
ら
一

六
四
○
年
に
か
け
て
英
国
と
オ
ラ
ン
ダ
の
商
館
が
あ
っ
た
平
戸
藩

も
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
ヘ
の
関
心
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
距
離
的

に
近
い
陸
路
と
海
路
を
伝
わ
り
、
も
の
や
情
報
は
ま
た
た
く
問
に

九
州
全
体
に
広
ま
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
奉
行
所
の
役
人
が

長
崎
街
道
を
通
っ
て
長
崎
か
ら
小
倉
へ
と
向
か
い
、
さ
ら
に
江
戸

Ⅱ
１
３

遠
隔
と
近
接ヴ

ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
ミ
ヒ
ェ
ル

へ
と
旅
し
て
い
っ
た
。
朝
鮮
通
信
使
も
九
州
北
部
経
由
で
江
戸
へ

赴
い
た
。
九
州
の
多
く
の
地
域
で
十
七
世
紀
初
頭
ま
で
海
外
貿
易

が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
多
く
の
人
々
の
目
が
外
に
向

け
ら
れ
て
い
た
。
薩
摩
藩
主
・
島
津
重
豪
、
そ
の
次
男
で
中
津
藩

の
養
子
と
な
っ
た
奥
平
昌
高
や
松
浦
家
の
歴
代
の
藩
主
の
よ
う
な

い
わ
ゆ
る
藺
癖
大
名
に
と
っ
て
、
九
州
で
夢
を
追
い
求
め
る
こ
と

は
よ
り
容
易
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
幕
府
が
派
遣

し
た
長
崎
奉
行
た
ち
で
さ
え
、
職
務
上
の
使
命
を
超
え
る
程
に
、

異
国
の
文
化
や
学
問
に
興
味
を
示
し
た
場
合
が
あ
っ
た
。

西
日
本
近
海
の
密
貿
易
は
相
当
な
規
模
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
ョ

－
ロ
ッ
パ
と
の
交
流
上
、
長
崎
は
も
っ
と
も
重
要
な
舞
台
で
あ
っ

た
。
出
島
は
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
征
服
し
た
地
に
置
い
た

拠
点
で
は
な
く
、
契
約
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
た
領
地
で
も
な
く
、

賃
貸
の
隔
離
居
留
地
で
あ
っ
た
。

や
が
て
長
崎
に
は
出
島
藺
館
の
維
持
管
理
、
監
視
、
貿
易
に
携

わ
り
、
そ
の
地
位
に
よ
っ
て
様
々
な
特
権
を
得
た
人
々
の
社
会
体

制
が
形
成
さ
れ
た
。
翻
訳
を
独
占
す
る
阿
蘭
陀
通
事
の
一
部
は
、

ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
人
と
の
交
流
を
閏
学
者
と
し
て
も
活
用
し
た
。
西
、

楢
林
、
本
木
、
今
村
、
吉
雄
な
ど
の
通
事
の
家
系
は
医
学
史
の
害
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長
崎
は
遊
学
先
と
し
て
も
大
変
重
要
で
あ
っ
た
。
地
の
利
を
生

か
し
て
九
州
出
身
者
が
多
く
訪
れ
た
。
コ
ネ
が
あ
れ
ば
、
出
島
蘭

館
の
外
科
医
を
訪
ね
る
こ
と
も
で
き
た
。
紅
毛
の
外
科
医
か
ら
の

物
以
外
に
も
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
船
が
運
ん
で
く
る
珍

品
を
最
初
に
目
に
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
す
で
に
十
七
世
紀
の
送

り
状
に
は
眼
鏡
、
顕
微
鏡
、
望
遠
鏡
、
地
球
儀
、
医
薬
品
、
様
々

な
器
具
な
ど
、
十
八
世
紀
の
藺
学
者
も
愛
用
し
た
も
の
の
ほ
と
ん

ど
が
見
ら
れ
る
。
奉
行
や
江
戸
か
ら
の
要
請
に
応
え
て
、
阿
藺
陀

通
事
は
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
ョ
－
ロ
ッ
パ
人
の
説
明
を
ま
と

め
た
。
新
し
い
用
語
の
多
く
は
こ
の
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
。
も

ち
ろ
ん
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
報
告
書
か
ら
個
人
用
の
写
本
も
作
成

し
、
そ
れ
ら
は
の
ち
に
知
人
、
弟
子
な
ど
に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ

た
。

こ
の
よ
う
な
人
々
の
間
で
は
幕
府
に
よ
る
取
り
締
ま
り
は
、
ほ

と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
個
人
取
引
は
幕
府
に
よ
っ
て
も
東
イ
ン

ド
会
社
に
よ
っ
て
も
常
時
非
常
に
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
に
は
何
の
成
果
も
な
か
っ
た
。
吉
宗
に
よ
っ
て
洋
書
の
輸
入

禁
止
が
解
か
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
数
々
の
書
籍
が
長
崎
へ
入

っ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

免
許
状
の
所
持
者
の
ほ
と
ん
ど
が
九
州
出
身
者
で
あ
る
の
は
偶
然

で
は
な
い
。
し
か
し
通
事
か
ら
も
資
料
や
情
報
を
入
手
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
多
く
の
藺
方
医
や
蘭
学
者
に
と
っ
て
長
崎
遊
学
は
重

要
な
経
歴
で
あ
っ
た
。
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
新
し
い
智
を
求
め
る

人
々
が
互
い
に
刺
激
し
合
う
こ
と
が
、
蘭
学
の
発
達
と
普
及
を
促

進
し
た
こ
と
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
長
崎
は
、
彼
ら
が
ア
ジ
ア
、
特
に
中
国
の
重
要
性
を
再
認

識
で
き
る
場
所
で
も
あ
る
。
南
京
、
廩
門
、
広
東
等
々
か
ら
の
ジ

ャ
ン
ク
船
が
医
薬
品
や
漢
籍
な
ど
様
々
な
品
を
降
ろ
し
て
い
た
。

日
本
は
中
国
と
の
対
話
の
中
で
自
ら
の
学
問
を
築
い
て
き
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
十
七
世
紀
以
降
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
が
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
を
通
じ
て
こ
の
対
話
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た

が
っ
て
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も
中
国
の
役
割
を
抜
き
に
し
て

蘭
学
の
発
展
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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）


