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安
田
草
生
著
　
『
日
本
詩
歌
の
正
統
』

西

　

　

畑

和
歌
史
の
研
究
は
､
一
腰
的
に
い
っ
て
'
実
作
に
ほ
と
ん
ど
携
わ
ら

な
い
人
ケ
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
来
た
観
が
あ
る
｡
な
る
ほ
ど
'
外
面

的
事
象
の
調
査
に
関
す
る
限
-
で
は
'
た
し
か
に
精
微
を
極
め
て
い
る

け
れ
ど
も
､
和
歌
作
品
そ
の
も
の
の
理
解
(
和
歌
を
和
歌
と
し
て
把
握

す
る
こ
と
)
　
に
お
い
て
'
欠
け
る
と
こ
ろ
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
は

い
え
な
い
｡

も
と
よ
-
､
研
究
者
が
芙
作
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
ど
こ

に
も
な
い
の
だ
が
'
｢
和
歌
史
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
｣

が
'
｢
和
歌
研
究
家
と
短
歌
実
作
者
と
を
つ
な
ぐ
1
つ
の
橋
｣
だ
と
い

う
こ
と
に
思
い
を
い
た
す
な
ら
ば
'
研
究
と
同
時
に
'
す
ぐ
れ
て
実
作

を
も
な
し
得
る
も
の
の
方
が
､
よ
-
潔
-
和
歌
作
品
の
本
質
に
迫
る
こ

と
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
推
測
は
お
そ
ら
く
正
し
い
で

あ
ろ
う
L
t
じ
じ
つ
､
ま
た
へ
本
書
の
内
容
が
そ
れ
を
何
よ
-
も
雄
弁

に
物
語
っ
て
い
る
｡

こ
の
書
物
は
､
｢
あ
と
が
き
｣
に
あ
る
よ
う
に
へ
　
｢
日
本
詩
歌
の
正

統
の
問
題
に
触
れ
る
文
を
集
め
た
も
の
｣
で
あ
-
'
三
部
に
わ
か
た
れ

る
｡
`
牙
一
部
に
は
'
主
と
し
て
'
日
本
詩
歌
に
お
け
る
伝
統
･
正
統
論

を
'
牙
二
部
に
は
'
和
歌
史
の
研
究
お
よ
び
作
家
論
を
収
め
'
翠
二
部

に
お
い
て
は
'
現
代
歌
論
に
関
す
る
論
説
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ

ら
の
う
ち
で
'
代
表
的
な
論
文
を
挙
げ
て
み
る
と
(
括
弧
内
の
年
は
執

筆
年
次
を
示
す
)
へ
　
｢
万
葉
集
と
近
代
｣
　
(
昭
和
二
十
四
年
)
'
｢
短

歌
に
お
け
る
知
的
拝
情
｣
　
(
同
二
十
六
年
)
､
　
｢
知
的
拝
情
論
の
成

立
｣
　
(
同
三
十
年
)
へ
　
｢
和
歌
史
論
｣
　
(
同
三
十
六
年
)
､
｢
日
本
詩

歌
の
正
統
｣
　
(
同
三
十
七
年
)
､
｢
短
歌
の
正
統
と
は
何
か
｣
　
(
同
三

十
八
年
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
周
知
の
ご
と
く
'
安
田
草

生
博
士
は
'
牙
二
次
世
界
大
戦
後
の
混
乱
期
に
､
知
的
拝
情
と
い
う
作

歌
理
念
を
提
唱
さ
れ
､
現
代
短
歌
の
あ
-
万
に
大
き
な
問
題
を
投
げ
か

け
ら
れ
た
の
だ
が
､
上
記
の
論
敦
も
ま
た
､
そ
う
い
う
理
念
を
探
求
も

し
-
は
確
認
す
る
過
程
に
お
け
る
産
物
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

知
的
拝
借
と
い
う
こ
と
は
､
和
歌
史
の
確
固
た
る
見
通
し
の
う
え
に
た

っ
て
の
発
言
で
あ
っ
た
が
､
い
っ
た
ん
そ
れ
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
は
､

逆
に
著
者
に
働
き
か
け
て
､
以
後
の
思
索
の
方
向
を
も
規
定
し
て
い
る

の
だ
と
い
え
る
(
そ
れ
は
'
各
論
文
の
執
筆
順
序
か
ら
も
確
か
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
)
｡
か
よ
う
に
'
探
求
と
実
践
と
が
'
い
わ
ば
因
果
関
係
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を
な
し
つ
つ
深
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
L
t
本
書
の
特

色
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
｡

い
う
ま
で
も
な
-
'
知
的
拝
情
と
い
う
作
歌
理
念
は
'
拝
情
喪
失
の

知
性
主
義
な
い
し
は
散
文
主
義
､
主
体
不
在
の
写
実
主
義
も
し
-
は
現

実
主
義
を
克
服
へ
　
止
揚
す
る
方
法
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ

は
'
近
代
短
歌
を
支
え
て
い
た
方
法
論
(
『
万
葉
集
』
に
和
歌
的
規
範
を

見
出
す
ア
ラ
ラ
ギ
リ
ア
-
ズ
ム
)
　
に
対
す
る
反
論
の
形
で
打
ち
出
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
､
そ
う
い
う
現
代
短
歌
の
基
本
的
性
格
が
現
実
環

境
と
応
和
し
て
い
る
こ
と
を
反
省
す
る
態
度
が
'
新
し
い
｢
歴
史
的
感

覚
｣
に
よ
る
和
歌
史
の
把
握
へ
と
つ
な
が
っ
て
-
る
の
は
当
然
だ
と
い

え
よ
う
｡
そ
の
こ
と
は
'
ま
た
'
現
在
の
時
点
を
｢
よ
-
正
確
に
｣
と

ら
え
る
便
-
と
も
な
る
｡
安
田
博
士
は
'
こ
う
い
う
見
通
し
の
う
え
に

立
っ
て
　
(
巨
視
的
に
展
望
す
る
た
め
に
)
'
古
代
'
中
世
'
近
代
と
い

う
ふ
う
な
時
代
区
別
を
採
用
し
て
お
ら
れ
る
　
(
そ
の
よ
う
な
掴
み
万
を

き
れ
た
の
は
'
日
本
詩
歌
の
基
本
的
性
格
に
対
す
る
鋭
い
洞
察
と
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
)
0

和
歌
史
を
三
分
し
て
と
ら
え
る
方
法
は
'
一
見
し
た
と
こ
ろ
'
み
ず

か
ら
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
'
大
掴
み
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い

(
も
っ
と
も
'
必
要
な
場
合
に
は
'
そ
れ
を
さ
ら
に
細
分
す
る
　
-
　
例

え
ば
'
古
代
を
大
き
-
二
分
し
て
'
古
代
前
期
と
古
代
後
期
と
に
分
け

る
と
い
う
よ
う
な
　
-
　
こ
と
も
容
認
し
て
お
ら
れ
る
け
れ
ど
も
)
.
し

か
し
'
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
撰
集
(
特
に
'
古
代
お
よ
び
中

世
に
お
け
る
)
の
歌
風
の
特
色
を
考
察
す
る
と
き
'
そ
の
境
界
線
を
平

安
時
代
中
期
の
頃
と
'
江
戸
時
代
初
期
の
頃
に
引
か
れ
た
の
は
'
穏
当

で
あ
る
ば
か
-
で
な
く
和
歌
文
学
の
特
質
に
触
れ
た
卓
見
だ
f
J
い
い

得
る
｡そ

れ
で
は
､
安
田
博
士
を
し
て
'
こ
の
よ
う
な
三
分
法
を
と
ら
し
め

た
和
歌
作
品
の
基
本
的
性
格
と
は
､
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
に
､
次

の
よ
う
な
条
件
を
充
足
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
｡
牙
一
に
､
そ
の
歌

が
､
現
実
体
験
に
密
着
し
て
､
即
興
的
に
作
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か

(
発
想
法
の
問
題
)
､
牙
二
に
､
作
者
の
人
間
感
情
が
'
作
品
の
上
に

ど
の
程
度
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
(
純
粋
拝
情
秒
間
塩
)
へ
孝
二
に
'
い

わ
ゆ
る
心
と
言
葉
Ⅰ
内
容
と
表
現
と
が
短
歌
形
式
の
な
か
で
容
易
に

調
和
し
て
い
る
か
　
(
芸
術
的
効
果
の
問
題
)
と
い
う
点
に
'
そ
れ
は
見

出
さ
れ
る
｡
そ
う
い
う
観
点
に
立
っ
て
の
和
歌
史
論
が
'
こ
れ
ま
で
見

ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
に
'
極
め
て
新
鮮
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
に
し
て
も
､
そ
こ
に
'
実
作
者
な
ら
で
は
の
透

察
力
が
光
っ
て
い
る
こ
と
は
､
さ
ら
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

古
代
和
歌
の
特
色
は
'
歌
集
で
い
え
ば
'
『
万
葉
集
』
の
歌
風
(
な

か
ん
ず
-
'
柿
本
人
麿
の
時
代
ま
で
の
)
　
に
よ
-
顕
現
し
て
い
る
が
'

そ
れ
は
'
発
想
法
が
即
興
的
で
あ
っ
て
'
拝
情
が
よ
-
透
っ
て
お
-
'

作
者
の
人
間
像
が
相
当
に
投
影
し
て
い
る
の
に
加
え
て
'
内
容
と
表
現

と
が
緊
密
に
融
合
し
や
す
い
と
い
う
点
に
あ
る
(
『
古
今
集
』
は
『
万

葉
集
』
に
比
し
て
､
よ
-
観
念
的
で
あ
-
､
か
つ
'
知
巧
的
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
､
基
本
的
な
性
格
に
お
い
て
､
近
似
し
て
い
る
と
さ
れ
る
｡

こ
の
見
解
は
､
近
代
万
葉
派
の
『
万
葉
集
』
観
も
し
-
は
『
古
今
集
』

観
の
底
の
浅
さ
を
あ
ざ
や
か
に
衝
い
て
お
-
'
近
代
短
歌
の
性
格
を
示

唆
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
'
す
こ
ぶ
る
重
要
な
問
題
を
提
供
し
て
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い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
)
｡
と
こ
ろ
が
へ
平
安
時
代
中
期
以
降
に
な
る

と
'
か
か
る
古
代
和
歌
的
性
格
の
す
ぐ
れ
た
作
品
が
で
き
に
く
く
な

る
｡
つ
ま
-
'
心
と
言
葉
と
が
一
首
の
中
で
し
っ
-
-
と
調
和
し
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
超
克
す
る
方
法
論
は
'
藤
原
定
家
を
侯
た

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
歌
の
特
長
は
'
構
成
的
で
'
現
実
体
験
に

即
し
て
作
歌
さ
れ
ず
'
作
者
の
人
間
像
は
作
品
の
上
に
ほ
と
ん
ど
影
を

落
さ
な
い
が
た
め
に
｣
　
実
情
的
で
は
な
-
'
唯
美
的
な
傾
向
が
強
い

(
定
家
の
作
風
に
つ
い
て
は
､
｢
藤
原
定
家
｣
に
詳
し
-
説
か
れ
て
い

る
)
｡
こ
う
い
う
定
家
の
歌
風
が
『
新
古
今
集
』
の
主
潮
を
な
し
て
い

る
の
だ
(
し
か
し
'
実
情
主
義
的
な
発
想
法
に
も
と
づ
-
作
品
が
'
ま

っ
た
-
跡
を
絶
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
写
実
的
'
実
情
主
義
的

方
向
を
重
ん
ず
る
流
れ
も
確
か
に
中
世
和
歌
に
認
め
ら
れ
る
)
｡
定
家

的
な
歌
は
ま
さ
し
-
｢
非
リ
ア
-
ズ
ム
｣
に
沿
っ
た
詩
で
あ
っ
た
｡
そ

こ
で
は
'
現
実
を
超
え
た
も
の
へ
の
志
向
が
強
-
見
ら
れ
'
象
徴
の
域

に
ま
で
到
達
し
た
作
品
(
連
想
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
に
強
-
支
え
ら
れ
て

い
る
)
が
多
-
見
ら
れ
る
と
同
時
に
'
思
念
が
野
情
の
底
に
深
-
沈
潜

す
る
傾
向
を
旦
不
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
の
よ
う
な
中
世
和

歌
的
性
格
は
'
近
代
に
入
る
と
噺
や
-
否
定
さ
れ
､
『
万
葉
集
』
復
興

の
掛
声
の
も
と
に
､
｢
-
ア
リ
ズ
ム
｣
の
線
に
沿
っ
た
詩
が
復
活
す
る

に
至
っ
た
(
そ
れ
が
見
事
な
成
果
を
挙
げ
た
の
は
､
明
治
の
和
歌
革
新

以
後
､
特
に
大
正
期
に
お
い
て
で
あ
る
)
｡
こ
こ
に
ま
た
､
古
代
和
歌

の
基
本
的
な
性
格
を
形
成
す
る
､
写
実
主
義
的
も
し
-
は
実
情
主
義
的

発
想
法
が
蘇
っ
た
の
だ
と
い
え
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
｢
も
っ
と
も
近
代

的
な
近
代
と
も
つ
と
も
古
代
的
な
古
代
と
が
結
び
つ
い
た
｣
作
歌
理
念

が
'
敗
戦
に
至
る
ま
で
へ
歌
壇
に
大
き
な
静
響
力
を
与
え
て
い
た
の
で

あ
る
｡
　
(
明
治
以
降
に
お
け
る
　
『
万
葉
集
』
　
受
容
の
系
譜
に
つ
い
て

は
'
｢
万
葉
集
と
近
代
｣
に
お
い
て
､
精
密
な
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
が
'
そ
れ
に
作
品
的
典
型
を
求
め
る
歌
論
に
対
す
る
批
判
が
'
知

的
拝
情
論
を
成
立
せ
し
め
た
と
い
う
事
情
を
想
起
す
る
と
き
'
こ
の
論

文
の
有
す
る
意
義
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
)
0

以
上
で
本
書
の
圧
巻
た
る
｢
和
歌
史
論
｣
の
見
解
を
あ
ら
あ
ら
紹
介

し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
'
と
-
わ
け
注
意
を
惹
-
の
は
'

左
の
ご
と
き
指
摘
で
あ
る
(
こ
れ
は
繰
返
し
主
張
さ
れ
て
も
い
る
)
｡

現
実
体
験
に
密
着
し
て
､
即
興
的
な
発
想
の
も
と
に
､
心
と
言
葉

と
が
､
詩
の
リ
ズ
ム
の
な
か
で
'
容
易
に
調
和
す
る
と
い
う
こ
と

は
'
根
本
的
に
は
'
作
者
と
作
者
を
と
-
蕊
-
現
実
環
境
と
の
間

に
､
め
で
た
い
調
和
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
起
因
し
て
い

る
｡

そ
う
い
う
意
味
で
､
拝
情
詩
に
と
っ
て
'
も
っ
と
も
幸
福
な
時
代

は
､
古
代
前
期
(
『
万
葉
集
』
時
代
)
お
よ
び
近
代
後
期
(
『
万
葉

集
』
追
随
時
代
)
　
で
あ
っ
た
｡
し
か
る
に
､
中
世
は
､
作
者
と
そ
の
生

活
環
境
と
が
容
易
に
応
和
し
が
だ
-
な
っ
て
い
た
時
代
　
-
　
『
新
古
今

集
』
と
『
風
雅
集
』
と
い
う
二
つ
の
高
い
峯
峯
を
存
立
せ
し
め
た
～

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
詩
歌
の
拝
惰
性
は
､
あ
や
う
-
も
保
た
れ
続
け
て

い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
現
実
体
験
に
即
し
た
'
実
情
的
発
想
法

を
'
詩
作
と
自
己
の
鐘
活
と
を
1
元
化
し
た
西
行
法
師
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
だ
(
た
だ
し
､
そ
れ
は
､
世
を
捨
て
た
西
行
に
し
て
､
初

め
て
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
が
)
｡
同
様
な
現
実
主
義
的
傾
向
は
'
『
新
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葉
集
』
に
お
い
て
も
窺
え
よ
う
(
こ
れ
も
'
南
北
朝
動
乱
期
を
生
さ
ぬ

か
ね
ば
な
ら
ぬ
廷
臣
た
ち
の
運
命
観
に
支
え
ら
れ
て
い
る
)
｡
中
で

も
'
後
者
は
､
中
世
和
歌
史
上
に
お
け
る
特
異
な
存
在
で
あ
る
に
も
せ

よ
､
中
世
と
い
う
拝
情
の
困
難
な
時
期
に
､
と
も
か
-
も
､
現
実
に
密

着
し
っ
つ
､
感
情
を
い
き
い
き
と
表
出
し
て
い
る
点
､
い
ま
少
し
顧
み

ら
れ
て
も
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
れ
に
し
て
も
､
実
情
を
あ
り

の
ま
ま
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
､
対
象
に
忠
実
で
あ
り
'
受
動

的
で
あ
る
だ
け
に
､
も
っ
と
も
拝
悟
性
を
湛
え
得
る
け
れ
ど
'
い
っ
た

ん
生
活
環
境
が
危
殆
に
匿
す
れ
ば
'
た
ち
ま
ち
そ
の
純
粋
性
を
喪
失
し

て
し
ま
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
､
主
体
性

(
野
情
精
神
と
い
っ
て
も
よ
い
)
を
回
復
し
よ
う
と
思
っ
て
も
'
写
実

主
義
的
方
法
を
金
科
玉
条
と
す
る
短
歌
美
学
は
､
す
で
に
光
輝
を
失
っ

て
い
る
｡
現
代
短
歌
は
､
い
わ
ば
'
こ
う
し
た
｢
和
歌
史
の
谷
間
｣
に

置
か
れ
て
い
る
の
だ
｡
こ
こ
に
､
か
よ
う
な
状
況
か
ら
脱
出
す
る
に

は
､
い
か
な
る
作
歌
方
法
に
拠
れ
ば
よ
い
か
が
､
当
面
の
問
題
と
な
っ

て
-
る
｡
そ
う
い
う
時
に
こ
そ
､
和
歌
史
へ
の
展
望
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
､
｢
苗
代
か
ら
中
世
へ
と
継
承
さ
れ
た
日
本
の
詩
歌
の
正
統
を
認

識
し
､
そ
れ
を
現
代
に
受
け
つ
ぐ
こ
と
が
大
切
｣
だ
と
さ
れ
る
　
(
｢
日

本
詩
歌
の
正
統
｣
　
｢
短
歌
の
正
統
と
は
何
か
｣
)
｡
さ
ら
に
､
和
歌
史

的
立
場
か
ら
み
て
､
｢
今
後
の
歌
が
､
近
代
短
歌
の
リ
ア
-
ズ
ム
を
超

克
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
'
い
わ
ば
､
中
世
和
歌
的
性
格
を
強
め

て
い
-
で
あ
ろ
う
｣
と
想
像
さ
れ
て
い
る
が
､
恐
ら
-
そ
の
と
お
-
で

あ
ろ
う
し
､
｢
近
代
短
歌
の
-
ア
リ
ズ
ム
を
超
克
す
る
｣
知
的
拝
借
諭

も
ま
た
､
か
か
る
探
究
を
経
て
､
ま
す
ま
す
理
論
的
支
柱
が
強
固
に
な

つ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
｡

単
な
る
知
性
で
も
単
な
る
拝
情
で
も
な
い
も
の
､
揮
情
と
不
可
分

の
相
関
関
係
に
お
い
て
知
性
が
存
在
し
'
知
性
と
不
可
分
の
相
関

関
係
に
お
い
て
拝
情
が
存
在
し
て
い
る
も
の
1
知
的
拝
情
こ

そ
､
も
と
も
と
詩
と
い
う
も
の
の
本
質
で
あ
る
､
と
い
う
に
と
ど

ま
ら
ず
､
と
く
に
こ
ん
に
ら
の
詩
が
必
ず
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
特
質

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

ま
こ
と
に
､
詩
と
い
う
も
の
の
本
質
を
説
い
て
'
間
然
す
る
と
こ
ろ

が
な
い
｡
ま
た
､
こ
の
知
的
拝
情
を
達
成
す
る
た
め
に
は
､
｢
対
象
に

素
直
に
随
噸
す
る
と
い
う
の
で
は
な
-
､
対
象
を
知
性
で
照
射
し
'
そ

こ
か
ら
得
た
､
知
性
で
臆
過
さ
れ
た
感
動
を
､
表
現
本
来
の
精
神
を
生

か
し
て
'
表
現
｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
う
し
て
､
は
じ
め
て
､

｢
わ
れ
わ
れ
の
感
情
と
同
時
に
知
性
を
も
感
動
さ
せ
､
感
動
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
読
者
を
も
知
性
と
情
念
と
が
頁
に
融
合
し
た
世
界
　
-

も
っ
と
も
人
間
的
に
美
し
い
世
界
　
-
　
へ
と
引
き
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
｣
の
で
あ
る
｡

知
的
拝
情
論
は
､
戦
後
の
短
歌
の
現
状
に
対
す
る
､
実
作
者
と
し
て

の
痛
切
な
不
満
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
つ
た
が
､
夷
撃
な
探
究
､
実
践

を
重
ね
て
､
理
論
的
に
深
化
き
れ
た
｡
日
本
詩
歌
を
語
る
も
の
に
と
っ

て
､
こ
の
よ
う
な
俸
歌
理
念
を
生
ぜ
し
め
た
史
的
背
景
を
把
握
し
て
い

る
こ
と
は
､
非
常
に
有
益
で
あ
ろ
う
｡
和
歌
研
究
家
に
と
っ
て
も
､
短

歌
実
作
者
に
と
っ
て
も
､
こ
の
『
日
本
詩
歌
の
正
統
』
は
､
こ
よ
な
き

指
針
と
な
る
に
違
い
な
い
｡
(
四
六
判
二
五
二
貢
　
定
価
五
〇
〇
円

大
阪
市
北
区
樋
上
町
四
五
　
創
元
社
刊
)
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