
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

大内初夫著『近世九州俳壇史の研究』

田中, 道雄
佐賀大学教養部教授

https://doi.org/10.15017/12022

出版情報：語文研究. 57, pp.60-64, 1984-06-03. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



新

刊

紹

介
大

内

初

夫

著

『
近
世
九
州
俳
壇
史
の
研
究
』

田

中

道

雄

本
書
は
、
著
者

の
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
、

九
州
俳
壇
史
研
究

の
第

一
作
で
あ
る
。

著
者
は
す

で
に

「芭
蕉
と
蕉
門
の
研
究
」

(
昭
和

四
三
年
刊
)
を
世

に
問
う

て

声
価
を
高
め
た
が
、

本
書

の
テ
ー

マ
こ
そ
著
者
が
長
期

に
わ

た

っ
て
心
血
を
注

い
だ
も
の
で
あ
る
。
本
書

に
よ

っ
て
学

位
を

授
与
さ
れ

た
が
、

A
5
版
七

二
ニ

ペ
ー
ジ
と
い
う
浩
潮
な
外
形

に
、
ま
ず
そ
の
研
究

の
重

さ
が
伝
わ
る
。
初
発
表

の
も

っ
と
も
古
い
も
の
は

昭
和

三
十
年

、
爾
来
実

に
三
十
年

に
わ

た

っ
て
継
続

さ
れ
た
研
究

の
成
果
な
の
で
あ
る
。
内
容
は
八
章

に
分

ち
、
各
章
は
複
数

の
論

文
を
礎
稿
と
し
て
お
り
、
大

小
二
八
編

の
論
文
を
集
成
し

た
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
各
論
文
は
、
本
書

に
吸
収
さ
れ
る

に
際
し
て
大

幅
に
補
筆
改

訂
さ
れ

て
お

り
、
校
正
段
階
で
な
お
新
事
実
を
盛
り
込
も
う
と
努
め
る

(
四
○
八

ぺ
)
と

こ

ろ
に
、
著
者

の
学
問
的
良
心
が
う

か
が
え
る
。

内

容
は
次

の
通
り

で
あ
る
。

序
章

俳
壇

に
お
け
る
地
方

と
中
央

前
編

古
風
俳
譜
の
時
代

第

一
章

貞
門
時
代
の
九
州
俳
壇

第

二
章

談
林
時
代

の
九
州
俳
壇

後
編

蕉
風
俳
譜

の
時
代

第
三
章

蕉
風
の
伝
播
と
九
州
俳
壇

第
四
章

四
方
郎
朱
拙
と
そ
の
俳
壇
活
動

第
五
章

野
披
の
俳
壇
活
動
と
九
州
野
披
門

第
六
章

九
州
俳
壇
と
美
濃
派
俳
譜

第
七
章

半
時
庵
お
よ
び
八
千
坊
系
と
九
州
俳
壇

第
八
章

俳
信
蝶
夢
と
九
州
蝶
夢
門
の
人
々

付
録

九
州
古
俳
書
目
録

索
引

貞
門
・
談
林
時
代
を
前
編
、
蕉
風
時
代
を
後
編
と
二
別
し
、
近
世
前
期
か
ら
中

期
へ
の
俳
壇
の
展
開
を
降
時
的
に
述
べ
る
が
、
筆
は

一
部
後
期
の
化
政
時
代
に

も
及
ん
で
い
る
。
叙
述
は
主
要
来
遊
俳
人
の
足
跡
を
た
ど
り
、
そ
の
影
響
で
次

第
に
俳
壇
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
追
う
の
が
中
心

に
な
る
。
貞
門
時
代
の
重

頼
、
談
林
時
代
の
宗
因
、
蕉
風
時
代
の
野
披

・
春
波

・
夷
柏
等
々
が
そ
れ
で
、

彼
ら
の
動
向
が
克
明
に
と
ら
え
ら
れ
、
こ
れ
に
集
う
九
州
の
人
々
、
そ
の
中
か

ら
現
わ
れ
る
指
導
者
の
姿
や
、
地
域
的

・
階
層
的
に
拡
大
し
て
行
く
俳
壇
の
様

相
が
如
実
に
描
か
れ
て
い
る
。
従
来
の
地
方
俳
壇
史
は
一
県

一
国
に
限
ら
れ
る

も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
行
動
半
径
が
広
い
行
脚
俳
譜
師
の
活
動
は
、
視

嗣60「



野
を

広
げ

て
始
め

て
把
握
し
得
る
も
の
だ

ろ
う
。
境
界
を

取
り

払
い
、
九
州
全

域
を

扱
う

本
書
は
、

一
ブ

ロ

ッ
ク
を
対
象
と
し
た
本
格
的
俳
壇
史

の
噛
矢
を
な

す

。
著
者
は
中
央
俳
壇
の
動
き
も
充
分
視
野

に
入
れ

つ
つ
述

べ
て
お
り
、
九
州

と
い
う
広

域
俳
壇
の
具
体
相
を

通
し
、
読
者
は
俳
譜
史
そ
の
も
の
の
展
開
を
見

る
こ
と
と
な
る
。
豊
富
な
引
用
資
料

が
そ
の
臨
場
感
を
高
め
る
。
著
者
は
、
第

一
線

俳
譜
研
究
者
と
し
て
広
い
知
識
を

踏
ま
え
、
方
法

に
お
い
て
科
学
的
厳
密

さ
を
貫
く

。
そ
の
点

で
本
書
は
、
従
来

の
地
方
俳

壇
史
諸
書

の
中

に

屹

立

す

る
。
学
問
と
し

て
の
本
格
的
な
地
方

俳
譜
研
究
は
、
ま
さ
し
く

本
書

か
ら
始
ま

る
で
あ

ろ
う
。

さ
ら
に
内
容

に
つ
い
て
述

べ
る
と
、
各
章

い
ず
れ
も
力
作
な
が
ら
、
中

で
も

著
者

の
本
領
を
見
る
の
は
、
朱
拙

(
第

四
章
)

・
野
披
門

(
第
五
章

)

・
美
濃

派

(
第
六
章
)

に
関
す
る
部
分

で
あ

る
。
第
四
章
は
十

三
節
に
分
ち
、
朱
拙

の

俳
歴

・
交
友

・
編
著
の
す

べ
て
が
詳
細

に
た
ど
ら
れ
、
周
辺
俳
壇

へ
の
宣
布
な

ど
、
中
央

に
も
知
ら
れ
た
九
州
蕉
門

の
先
達

の
全
貌
が
論
じ
尽
さ
れ
、

野
披
流

が
流
行
す
る
晩
年
、

「
軽
み
」

へ
の
理
解
を

欠
い
て
孤
立
し
た
と
結

ば
れ
る
。

読
後
、
快

い
緊
張
を
覚
え
る

一
章
で
あ

る
。
第
五
章
は
数
次
に
わ
た
る
野
披

の

来

遊
を
克
明

に
調

べ
上
げ
、
そ
の
影
響

で
次
第

に
門
弟

一
千
人
に
至
る
様
を
具

体

的
に
述

べ
た
も

の
。
従
来
学

界
の
常
識
は
、
蕉
門

の
地
方
進

出
に

つ
い
て
美

濃
派

.
伊
勢
派

に
と
ど
ま

っ
て
い
た
の
で
、
大
内

氏
の
論
文

の
与
え
た
衝
撃
は

大

き
か

っ
た
。
支
麦
派

に
先
ん
じ
る
野
披

の
活
動
を
知
り
、
学

界
は
認
識
を
新

た
に
し

た
。
美
濃
派
を
扱

っ
た
第
六
章

の
中

で
も
、
春
波

の
活
動
を

白

日
の
下

に
さ
ら
し

た
部
分
は
圧
巻
で
あ
る
。
か

つ
て

『
俳
句
講
座
」

(
昭
和
八
年

刊
)

の

「
四
国

・
九
州
俳
譜
史
」
が
わ
ず
か
二
行

ほ
ど

触
れ
た
春
波
に
、

本
書

は
二

十

数

ペ
ー
ジ
を

さ
く
。
多
く
の
資
料

に
よ

っ
て
、
十
余
年

に
わ
た

っ
て
九
州
を

巡
遊
し
、
美
濃
派
俳
譜
を
広
め
た
ま

ぼ
ろ
し

の
行
脚
俳
人
の
所
業

の
逐

一
を
再

現
し
、
そ
の
正
体
を
明

ら
め

て
行
く
。
元
来
乙
由
門

の
春
波
が
、
世
情
を
察
し

て
獅
子
門
俳
譜
師
と
し

て
俳
譜
を
売

っ
た
事
情
、

こ
の
こ
と
も
か
ら
ん
だ
同
門

沽

耳
坊
と
の
い
さ
か

い
な
ど
、
行

脚
俳
譜
師

の
生
態
を
手

に
取
る
よ
う

に
浮
か

び
上
ら
せ
る
。
ま

た
春
波
ら
伊
勢
系
の
傍
流
獅
子
門

に
対
し
、

安
永
以
後

以
哉

坊
ら

の
正
統
獅
子
門

俳
人

が
来
遊
し
、
活
動
の
地
域
を
異

に
す
る
な
ど
の
指
摘

も
お
も
し
ろ
い
。
と

も
あ
れ
本
書
の
白
眉
は
元
禄
期

・
享
保
期

に
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

特

に
印
象
に
残

っ
た
部
分
を
挙
げ

て
み
た
が
、
他

に
眼
を
転
じ

て
も
、

本
書

に
よ

っ
て
そ
の
存
在
が
浮
か
び
上

っ
た
俳
人
は
数
え
き
れ

な
い
。
例
え
ば
貞
門

の

一
見

(
四
四

ぺ
)
、
美
濃
派

の
乙
語

(
三

一
八

ぺ
)
、

蝶
夢
系

の
石
蘭

(
四

四
八
ぺ
)
な
ど

そ
の

一
例
で
、

本
書

に
よ

っ
て
活
動
が
明

ら
か

に
な
り
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
評
価
を
得
た
わ

け
で
あ
る
。
来
遊
俳
人
も
、
顕
成

(
三
四

ぺ
)
、

嶺
雲

(
三
二
七

ぺ
)
、
露
牛

・
巽
我

(
三
五
二
ぺ
)
、

塘
雨

(
四
二
三
ぺ
)
ご

と
き
中
小
俳
人

に
至
る
ま

で
実

に
多
く

に
照
明
が
当
て
ら
れ
、
著
者

の
目
配
り

の
細
か
さ

が
知
ら
れ
る
。
そ
の

一
々
は
、
直
接
本
書
に

つ
い
て
い
た
だ
く
し
か

な

い
。

本
書
は
各
流
派
の
活
動
の
様
態
を
淡

々
と
叙
述
し

て
行
く
。
華

や
か
な
言
辞

を
弄
す
る

こ
と
な
く
、

何
よ
り

も
事
実
を
尊
重
し
、

事
実
を
し

て
歴
史
を
語
ら

し
め

る
。
読
む
者
は
、
貞
門

・
談
林

の
古
風
か
ら
蕉
風

へ
、

蕉
風
も
元
禄
期
か

ら
享
保
期

へ
、
さ
ら

に
そ
れ
以
後

へ
と
移
り
変
る
九
州
俳
壇
史

の
総
体
を
、
読

む

に
従

い
次
第

に
我
が
も

の
と

し

て
行

く
。
著
者
に
深

い
信
頼
を
寄
せ
な
が

ら
、
安
定
し
た
力
強
い
筆
致

に
引
き
込
ま
れ

て
行
く
。
そ
の
よ
う
な
事
実
中
心

の
本
書
は
、
事
実
を
提
示
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
ま

こ
と
に
興
味
深

い
俳
壇
の

史
的
変
化
を
も
解
明
す

る
。
蕉
風

の
主
力
が
、
朱
拙
か
ら
野
披
流

へ

(
二
一
=

ぺ
)
、
野
披
流
か
ら
美
濃
派

へ

(
二
九

一
ぺ
)
と
移
り
変
る
こ
と

の
指
摘

が
ま

り61一



ず
注
目
さ
れ
る
。
九
州
俳
人
の
朱
拙
か
ら
来
遊
俳
人

に
よ
る
組
織
的
宣
布

へ
、

「猿
蓑
」
調
か
ら
軽
み
調
へ
、
さ
ら
に
理
論
を
伴
う
美
濃
派
俳
譜
へ
ー

か
よ

う
に
把
握
さ
れ

た
地
方
俳
壇
の
変

遷
は
、
俳
壇
史

に
と
ど
ま

ら
ず
、
俳
譜
史

の

流
れ
を
も
照
し
出
す
。
ま
た
、
俳
書

へ
の
入
集
者

の
範
囲
が
元
禄
頃
は

ご
く
限

ら
れ
て
い
た
の
に
、
宝
永
頃
に
は
他
俳
壇
か
ら
も
入
集
し
、
地
方

俳
壇
相

互
の

交
流
が
盛
ん
に
な
る

(
一
六
四

ぺ
)
、
化

政
期

に
至
る
と
来
遊
し
た
宗

匠

(
屋

烏
)
が
他
門
俳
人
を
も
訪
ね
て
雅
交
を
楽
し
む

(
三
九
七

ぺ
)
と
い
う
指
摘
も

注

意
し
た
い
。
半
時
庵
お
よ
び
八
千

坊
系

の
活
動
を
扱

っ
た
第
七
章

も
、
従
来

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
か

っ
た
分
野
で
、
独
力

で
切
り
拓
か
れ
た
大
内

氏
の
功
績

は
大
き
い
。
都
市
系
俳
譜

の
地
方
進
出
と
い
う

テ
ー

マ
自
体
き
わ
め
て
新
鮮
な

問
題
を
は
ら
む
が
、
氏
は
多
面
的
に
よ
く

そ
の
実
態
を
と
ら
え
、
こ
の
都
市
系

俳
譜
が

代
官
領

の
俳
人

に
広
が
り
、

日
田
で
も

隈
町
方
面

の
美
濃
派

に
対
し
、

代

官
所

に
近
い
豆
田
町

に
淡

々
流
が
流
行
し

た

(
三
五
六

ぺ
)
、

田
鶴
樹

の
九

州
行

脚
は
、
天
領
だ

っ
た
豊
後
小
浦

か
ら
始
ま

っ
た

(
三
六
○

ぺ
)
な
ど

の
興

味
深
い
事
実
を
明

ら
か

に
し
て
い
る
。
ま

た
、
当
初
蕉
風

の
伝
播
が
九
州

の
北

西
部
と
中
部

に
限
ら
れ
た

の
は
、
行

脚
俳
譜
師

の
主
な

目
的
地
が
太
宰
府
神
社

・
長
崎

・
阿
蘇
山

に
あ

っ
た
か
ら
で
、

こ
の
三
点
を
結

ぷ
三
角
形
の
周
辺

に
蕉

風
が
盛
行

し
た

(
一
六

三
ぺ
)
、
化
政
期

の
淡

々
系

の
俳
風
は
次
第
に
平
明
化

し
て
そ
の
特
徴
を
失

っ
た

(
三
九
八

ぺ
)
と

の
指
摘
、
俳
人

の
所
属
階
層
の
調

査

(
三
八

一
ぺ
他
)
な
ど
も
貴
重
で
あ

る
。

大
内

氏
の
研
究
方
法
は
、
ま

さ
に
正
統
派

の
そ
れ

で
あ
る
。
ま
ず
資
料

の
徹

底
し
た
博
捜
が
あ
る
。
来
遊
俳
人
の
九
州
紀
行
を
洩
れ
な
く
集
め
る
。
そ
れ

ぞ

れ
の
紀
行

に

つ
い
て
経
路
と
交

渉
俳
人
が
調

べ
出
さ
れ
る
。
次

に
九
州
俳
人

の

中

央
俳
書

へ
の
出
句
状
況
が
網
羅
的

に
調
査
さ
れ
る
。
ま
た
九

州
俳
人

の
編
纂

し

た
俳
書

が
幕
末

に
至
る
ま

で
リ

ス
ト

ア

ッ
プ

さ

れ
、
内
容
が
確
か
め
ら
れ

る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
大
内

氏
は
す

べ
て
の
俳
書

に
目
を

通
さ
ざ
る
を
得
な
い

だ
ろ
う

(
寛
政
期
以
降
は
無
理
と
し

て
も
)
。
い
ま
、
索

引
よ
り
検
す
る

に
、

大
内

氏
の
利
用
し
た
俳
書
は
無
慮

一
千
点
、

こ
れ
は
大

変
な
数
だ

が
、
本
書
に

利
用
し

た
の
が

一
千
点
な
の
で
あ

っ
て
、
閲
覧
し
て
利
用
し
な
か

っ
た
俳
書
も

こ
れ
に
匹
敵
し
よ
う
。
歌
人

・
俳
人
を
調

べ
る

に
は
、

歌
集

や
句
集
を
総
ざ
ら

い
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
が
、

無
数

の
俳
人
を
調

べ
る
と
い
う

困
難
な
作
業

に
大

内

氏
は

よ
く
挑
ま
れ
た
。

こ
れ
だ

け
の
俳
書
を
見
る
た
め
に
、
大
内
氏
は
ど
れ

だ
け
多
く

の
図
書
館

や
個
人
所
蔵
者
を
幾
度
遍
歴
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た

こ
と
か
。
写
真

や

コ
ピ
ー
が
普
及
し
な

い
時
代
、
氏
は
借
り
出
し
た
俳
書
を
原

稿

用
紙

に
丁
寧

に
筆
写
す
る
の
が
常

で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
も
彪
大
な
量

に
及
ん

だ

と
推
察
す
る
。
本
書
の
価
値
は
ま
ず
、
著
者

の
持

つ
抜
群

の
情
報
収
集
力
に

あ

る
。
そ
し

て
そ
の
大
量
の
情
報

に
見
事
な
秩
序
を
与
え
て
体
系
化
し
た
。
孜

々
と
し

て
倦
ま

ぬ
努
力
と
、
強
い
意
志
力

の
し
か
ら
し

め
る
も
の
で
あ
る
。

次

に
大
内
氏
が
、

こ
れ
ら
の
資

料
を
無
批
判

に
使
う
の
で
な
く
、

そ
の
い
ず

れ
に
も
厳
し

い
検
証

の
眼
を
注

い
で
利
用
す
る

こ
と
を
注
意
し

た
い
。
例
え
ば

朱
拙
の
伝
を
成
す

に
当

っ
て
、
朱
拙
自
身

の
語
を
引
く

「土
大
根
」
を
盲
信
せ

ず
、

こ
の
資
料

の
意
識
的
曲
筆
を
見
抜

い
て
正
確
を
期

す

(
一
七
七

ぺ
)
。
本

書

の
内
容
は
、
ど

こ
ま
で
も
果
て
し

な

い

ほ

ど

に
新
し

い
事
実
を

つ
き

つ
け

る
。
そ
の
事
実
報
告

の
長
い
糸
の
と

こ
ろ
ど

こ
ろ

に
、

珠
の
よ
う

に
光
る
手
堅

い
考
証
が
は

さ
み
込
ま
れ
る
。
本
書
は
事
実
と
考
証
に
充
た
さ
れ

て
い
る
。
例

え
ば
朱
拙
の
数
度

に
わ
た
る
江
戸

・
上
方

へ
の
行
脚

に
つ
い
て
も
、

旧
説
を
引

き
な
が
ら
そ
れ

に
と
ら
わ
れ
ず
、

一
っ

一
つ
を
丁
寧
に
年
次
決
定
さ
れ
る

(
二

○

四

ぺ
)
が
、

そ
の
よ
う
な
精
級
な
作
業
が
全
編
に
見

出
せ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
朱
拙
編
著

の
板
下
筆
者
が
風
国
で
あ
る
と

の
説

に
対

し
、

朱
拙

の
短
尺

や
句

稿
を
手

が
か
り

に
朱
拙
自

筆
板
下
と
断
定
す
る

(
一
八
三

ぺ
)
な
ど
、
わ
ず
か
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四
行

な
が
ら
実
証

に
よ
る
明
快
さ
が
光

っ
て
い
る
。
多
く
の
資
料

に
眼
を

さ
ら

し
た
大
内
氏
な
ら
で
は
の
説
得
力
を
持

つ
。

つ
い
で

に
記
す
と
、
大
内
氏
は
先

学

の
業
績
に
、
昭
和
初
期
の
俳
句
雑
誌
に
至
る
ま

で
実

に
丹
念
に
眼
を
通
し

て

い
る
。
し
か
も
充
分
慎
重

に
検
証
し
た
後
、

そ
れ
を
本
書

に
活
か
し

て
い
る
。

ま
た
、
地
方
発
行

の
郷
土
史
関
係
の
文
献
に
も
広
く
気
を
配
り
、
地
方

の
民
間

研
究
者
と
も
緊
密
な
交
渉
を
保

っ
て
い
る
。
そ
の
情
報
収
集
の
き
め
細
か
さ
に

驚
く
。

ま
た
、
本
書
を

豊
か

に
肉

づ
け
す
る
の
は
、
著
者

の
精
力
的
な

フ
ィ
ー

ル
ド

ワ
ー
ク
の
成
果
で
あ

る
。
刊

本
俳
書
を
徹
底
的
に
調
査
し

た
上
、
著
者
は
さ
ら

に
古
俳
人
ゆ
か
り
の
地

に
足
を
運
ん
で
数

々
の
写
本
資
料
を
発
掘
し
、

そ
れ
を

十

二
分

に
利
用
す
る
。
例
え
ば
福
岡
県

浮

羽

郡

で

稿

本

「
鉢
袋
」
を
発
見
し

(
=

二
四

ぺ
)
、

こ
の
資
料

に
よ

っ
て
野
明
の
出
自

や
野
披
門

の
扶
植
を
詳
密

に
描
き
出
す
。
ま

た
地
方
宗

匠
の
兎
城
が
数
人
の
門
弟
を
遣
わ
し

て
野
披
の
器

量
を
見

に
や
り
、
そ
の
報
告

に
基

い
て
門
弟
と
も
ど
も
野
披

に
師
礼
を
と

っ
た

(
二
三
八
ぺ
)
な
ど
、

写
本
資
料
な
ら

で
は
の
記
事
内
容

で
、

こ
の
よ
う
に
近

世
俳
壇
の
生

の
記
録
を
用
い
る
の
も
本
書

の
魅
力
の

一
で
あ
る

。
日
田
市

の
稿

本

「
若
艸

」

(
一
六
五

ぺ
)
、
福
岡
県

田
主
丸
町
の

「市
山
句
帳
』

(
二
四
六

ぺ
)
、

宇
土
市

の

『
俳
譜
白
魚
余
稿
」

(
三

一
二
ぺ
)
な
ど
枚
挙

の
暇
な
く
、

こ
こ
に
も
著
者
の
実

証
精
神
と
探
求
の
情
熱

が
う
か

が
え
る
。
俳
人
の
子
孫
を

訪
ね
、

菩
提
寺

で
過
去
帳
を
改
め
、
墓
碑
を
掃

苔
す
る

の
は
常

の

こ
と
で
、
芭

蕉
塚
は
勿
論
、
九
州

に
七
基
あ
る
野
披

塚

も

す

べ
て

現
地
踏
査
さ
れ
て
い
る

(
二
六
七

ぺ
)
。
丹
念
な
現
地
調
査
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
零
細
な

一
枚

物

に
も
及
び
、

例
え
ば
国
分
市

の
三
千
風
の
句
文

(
一
=
ニ
ペ
)
、

日
田
市

の

野
披

の
真
蹟
俳
文

(
二
三
ニ
ペ
)
、
行
橋
市

の
支
考

の
書
簡

(
二
八
五

ぺ
)
、

佐
賀
県
相
知
町
の
湖
天
の
書
簡

(
三
七
四

ぺ
)
な
ど
、

本
書

の
内
容
を

一
層
生

彩
あ

る
も

の
に
し
て
い
る
。

本
書
が
多
く

の
資

料
を

用
い
る

こ
と
は
再

三
述

べ
た
が
、
利
用

の
便
を
高
め

る
も
の
と
し

て
索
引
が
あ
る
。
発
句

・
付
句
等
約
六
○
○
項

目
、
書
名
約

一
○

○
○
項

目
、
人
名
約

三
五
○
○
項

目
、
著
者
は
資
料
に

つ
き
人
物

に
つ
き
、
そ

の
都
度

能
う
限
り

の
解
説
を
施
し

て
い
る
。
従

っ
て
詳
細
な
索
引
は
、
本
書
を

九
州
俳
譜

事
典
と
し

て
利
用
す
る

こ
と
も
可
能
な
ら
し
め
る
。
ま

た
各
章

に
は

そ
れ
ぞ
れ
数
十
項

に
及

ぶ
詳
し
い
注

が
付

さ
れ
、
中

に
は
考
証
や
資
料
紹
介
を

含
む
長
文
の
注

も
多

い
。
ま
た

こ
こ
で
参

考
文
献

が

一
覧
で
き
る
の
も
有
益

で

あ
る
。
か
よ
う
に
周
到
な
配
慮
あ

っ
て
、

本
書
が
わ
れ
わ
れ
後
学
を

利
す
る
と

こ
ろ
甚
だ
大
き
い
。

付
録
の

「九

州
古
俳
書

目
録
」
は
二
○
○

ペ
ー
ジ

に
も
及
び
、

五
十
音
順

で

約

八
○
○
点
を

掲
出
す

る
。
書

誌

事

項

は

勿
論
、
所
蔵
者

・
内
容
略

記
も
付

し
、
原

本
未
発
見
の
書
ま

で
登
載
し

て
、
九

州

俳

諸

研

究

の
基
本
文
献
を
成

す
。

こ
の
中

に
は
著
者
の
架
蔵
書
も
少
か
ら
ず
、

こ
れ
だ
け
多
数
を

調
査
発
見

し
、
ま

た
収
集
し
た
大
内
氏

の
苦
心
は
想
像
に
余

る
も

の
が
あ
る
。
探
索

三
十

年

の
成
果
を
、
い
ま
惜
し
げ

な
く
学
界

に
提
供
さ
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
た
い
。

今
後
わ
れ
わ
れ
が
蒙
る
便
益
は
は
か
り
知
れ
な
い
。

多
言
を
弄
し
て
来
た
が
、

本
書
を
読
了
し
て
何
よ
り

も
強
く
感
じ
る
の
は
、

大

内
氏
の
学
問

に
対
す
る

誠

実

さ

で

あ

る
。

一
抹
の
け
れ

ん
味
な
く
冗
語

な

く
、
大

冊
か

ら
溢
れ
る
よ
う
な
事
実

の
提
示

の
前
に
、

読
む
者
は
著
者
大
内
氏

の
人
間
と
し

て
の
強
さ
と
誠
実

さ
を

充
分

に
知
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
書
は
大

内
氏

に
し
て
始
め

て
成
し
得
た
業
績

で
あ
り
、
事
実
の
集
積

に
お

い
て
、

こ
れ

を
凌
駕
す
る
も
の
は
今
後
現
わ
れ
得
な
い
だ

ろ
う
。
大

内
氏
は
九
大

に
お
け
る

恩
師
杉
浦
正

一
郎
博
士

の
学
統
を
受
け
継
ぎ
、

こ
れ
を
見
事
な
大
輪

に
開
花
せ

し
め
た
。
版
元
も
テ
ー

マ
に
ふ
さ
わ
し
い
九
州
大
学
出
版
会

で
あ

る
。
本
書

の
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刊
行
は
、
わ
が
九
州

の
文
化
的
所
産
と
し
て
も
き
わ
め

て
意
義
深
い
も
の
と
言

え

る
σ
あ
と
が
き
に
よ
る
と
、
著
者
は
近
世
後
期
を
中
心
と
し
た
続

編
を

企
画

中
と

い
う
。
稿
を
終
え
る
に
当
り
、

そ
の
大

成
を
期

待
す

る
こ
と
切
で
あ
る
。

(
一
九
八

三
年

一
二
月
、
九
州
大
学

出
版
会
発
行

。
八
八
〇

○
円
)
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