
三
大
正
文
学
に
お
け
る
生
田
春
月

(
こ
黄
金
期
の
文
学

生
田
春
月
は
も
は
や
、
文
学
史
と
い
う
記
憶
の
場
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
し
か
し
な
が
ら
、
か
つ
て
生
田
春
月
は
同
時
代
の
文
学
者
の
な
か
で
も
、
そ
の
輝
き
に
お
い
て
群
を
ぬ

く
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
か
も
生
田
春
月
が
生
き
た
時
代
は
、
「
文
学
」
が
最
も
充
実
し

最
も
影
響
力
を
持
っ
た
黄
金
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
つ
ま
り
文
学
史
上
の
生
田
春
月
の
意
味
を
正
確
に
測

定
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
生
き
た
「
大
正
」
と
い
う
時
代
の
文
学
状
況
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る

兀
ん

、
つ

だ
ろ
う
や
や
迂
遠
で
は
あ
る
が
、
簡
単
に
当
時
の
文
学
状
況
を
概
説
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
ょ
う
。

周
知
の
よ
う
に
「
小
説
」
や
「
新
体
詩
」
と
い
っ
た
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
は
、
明
治
の
西
洋
化
の
流
れ
の
な

そ
、
つ
ほ
、
0

か
で
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
期
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
文
学
と
は
全
く
相
貌
を
異
に
す
る
「
近

代
文
学
」
が
確
立
し
た
と
い
う
の
は
常
璽
あ
る
し
か
し
、
近
代
文
学
が
豊
か
な
結
実
を
見
せ
た
の
は
、

四
十
五
年
と
い
う
長
大
な
期
問
の
ほ
縛
わ
り
近
く
で
あ
る
明
治
十
年
代
以
降
の
事
で
あ
る
た
と
え
ば
、

武
田
信
明



し
ま
さ
き
と
、
つ
そ
ん

島
崎
藤
村
・
田
山
花
袋
ら
で
有
名
な
自
然
主
義
文
学
で
あ
れ
、
夏
目
湫
石
の
作
家
活
動
の
開
始
で
あ
れ
、
そ

れ
ら
は
す
べ
て
明
治
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
の
出
来
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
治
と
い
う
期
間

を
通
じ
て
定
着
し
て
い
っ
た
新
し
い
文
学
は
、
そ
の
末
期
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
量
と
し
て
の
文
学
者
と
、

多
様
な
文
学
世
界
の
展
開
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
そ
の
隆
盛
は
続
く
大
正
期
に
至
っ
て
完
成
さ
れ
る

そ
の
特
質
を
列
挙
す
る
な
ら
以
下
の
三
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

ま
ず
第
一
に
、
文
芸
雑
誌
数
の
増
加
で
あ
る
。
『
新
潮
』
、
『
文
藝
春
秋
』
な
ど
現
代
も
発
行
さ
れ
て
い
る

主
要
文
芸
雑
誌
を
は
じ
め
、
大
正
期
は
実
に
多
く
の
文
芸
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
無
論
そ
れ
は
、

単
に
雑
誌
数
の
増
加
だ
け
で
は
な
く
読
者
数
の
増
大
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
そ
れ
と
関
連
し
て
第
一

の
特
質
が
指
摘
で
き
る
そ
の
読
者
の
中
か
ら
自
ら
も
書
く
こ
と
を
志
望
す
る
作
家
予
備
軍
が
大
量
に
輩
出

し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
そ
し
て
彼
ら
は
文
芸
雑
誌

3
掲

゛

へ
の
投
稿
に
ょ
っ
て
作
家
と
し
て
の
道
を
模
索
し
て

焦
二
凱
質

正
力

1

令
一

"

1
写
'

卓
●

伏
副

0
 
0
 
0

菖
1

い
た
こ
と
が
共
通
点
で
あ
る
つ
ま
り
こ
の
時
期
、

,
虚
言
 
1

0

豊
具
●

.

冨
●
一
 
1

号
雑

偏
 
1
 
,
゛
.
ー
,
'

冥
炉
1

文
芸
メ
デ
ィ
ア
の
全
国
展
開
に
伴
っ
て
日
本
の
各
地

'

5
閑

尋
直

電

難

貞
官

.

無
寵
,

方
、
各
都
市
で
大
量
の
作
家
志
望
の
若
者
達
が
夢
を

0

附

剣

呈

倒
 
0
 
0
 
0

唯
ギ
ー
N
 
一
訴
、
゛

追
い
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
文
学
そ
の

ー
゛
,
昏

用

も
の
の
多
様
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
漠
然
と

1■
金

髄

1

,
勃

「
小
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
分
野
の
な
か
か
ら
大
衆

ナ
や

カ
ナ
、

池菊
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小
説
・
探
偵
小
説
・
小
ノ
年
小
説
・
小
ノ
女
小
説
と
い
っ
た
独
自
の
ジ
ャ
ン
ル
が
分
化
し
成
立
し
て
い
っ
た
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
加
う
る
に
海
外
の
文
学
作
品
が
タ
タ
量
に
翻
訳
さ
れ
始
め
た
の
が
大
正
期

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、
そ
の
タ
タ
様
さ
は
さ
ら
な
る
広
が
り
の
も
と
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
逆
に
言
え
ば
大
正
期
の
作
家
達
は
、
単
に
小
説
を
書
く
だ
け
の
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
童
話
を
書

き
、
芸
術
に
関
し
て
の
随
筆
を
も
書
く
と
い
っ
た
タ
タ
様
な
才
能
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
大
正
期
の
文
学
状
況
を
概
括
し
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
文
学
を
愛
好
す

る
読
者
層
の
厚
さ
で
あ
り
、
そ
の
需
要
に
応
じ
た
出
版
業
界
の
拡
大
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
極
端

に
言
え
ば
、
こ
の
時
期
誰
も
が
文
学
に
関
心
を
示
し
、
誰
も
が
作
家
に
な
る
た
め
に
若
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費

や
し
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
一
人
が
生
田
春
月
で
あ
る
。
い
や
正
確
に
言
う
な
ら
、
生
田
春
月
ほ
ど
大

正
期
の
文
学
状
況
を
体
現
し
て
い
る
文
学
者
は
少
な
い
。
以
下
に
記
す
よ
う
に
、
彼
の
文
学
的
足
跡
は
、
大

正
期
の
作
家
の
典
型
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
黄
金
期
の
文
学
状
況
の
核
心
に
位
置
し
て
い
た
と
も
言

え
る
か
ら
で
あ
る
。

(
二
)
投
稿
と
翻
訳
を
め
ぐ
る
状
況

佐
々
井
秀
雄
『
評
伝
生
田
春
月
の
軌
跡
』
に
収
め
ら
れ
た
年
譜
に
ょ
れ
ば
、
春
月
が
文
芸
雑
誌
へ
の
投

稿
を
始
め
た
の
は
明
治
三
十
八
年
(
一
九
0
五
)
、
満
十
三
歳
の
時
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
は
そ
の
後
も

ざ
ざ
い
ひ
で
お
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雑
焚
の
輪
を
続
け
、
明
治
四
十
年
に
は
『
文
章
世
界
』
で
毎
月
の
よ
う
に
入
選
を
果
た
す
ま
で
に
至
る
。

い
く
た
ι
コ
よ
、
ワ
こ
、
つ

春
月
は
翌
年
上
京
し
生
田
長
江
に
私
淑
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
彼
に
上
京
し
て
文
学
者
と
な
る
こ

と
を
決
意
さ
せ
た
の
は
、
投
稿
作
品
が
入
賞
し
続
け
た
と
い
う
自
信
で
あ
る
。
同
年
春
月
に
遅
れ
る
形
で
生

さ
と
、
ワ
は
る
お

田
長
江
宅
を
訪
れ
た
佐
藤
春
夫
は
、
当
時
を
回
想
し
た
「
青
春
期
の
自
画
像
」
(
昭
和
三
十
一
年
H
 
一
九
四

六
)
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
春
月
と
の
出
会
い
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
長
い
顎
の
青
白
い
若
者
が
、
文
章
世
界
の
投
書
家
中
、
中
村
発
(
武
羅
夫
)
、
加
藤
紅
袖
(
武

雄
)
な
ど
に
つ
づ
い
て
、
秦
菱
歌
盆
呈
巳
な
ど
と
と
も
に
第
二
級
の
選
手
と
し
て
自
分
も
そ
の
名
を

お
ぼ
え
て
い
る
生
田
清
平
の
春
月
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
佐
藤
春
夫
は
春
月
と
初
対
面
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
名
前
は
投
稿
欄
で
ょ
く
承
知
し
て
い
た
の

ぶ

ふ

な
力
む
ら

は
た
と
よ
、
L
t
コ

、
わ

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
こ
こ
に
譯
ら
れ
た
中
村
武
羅
夫
、
課
武
雄
秦
豊
吉
と
い
っ
た
入
賞

常
連
者
達
は
、
春
月
や
佐
藤
春
夫
同
様
、
後
に
大
正
文
智
作
家
や
編
集
者
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
っ

た
文
学
者
達
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
春
月
の
人
生
に
も
関
与
し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

の
郷
里
で
投
稿
活
動
を
続
け
な
が
ら
、
投
稿
欄
を
通
じ
て
互
い
の
名
と
力
量
を
認
知
し
て
い
た
。
そ
の
後
彼

ら
は
そ
ろ
っ
て
上
京
し
、
東
京
で
文
学
志
望
の
青
年
と
し
て
出
会
い
、
さ
ら
に
は
同
じ
時
期
の
投
稿
者
と
い

う
連
帯
に
ょ
っ
て
東
京
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
理
解
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
上
京
し
て
文
学
者
に
な
る
こ
と
が
出
来
た
彼
ら
は
、
膨
大
な
投
稿
者
の
な
か
の
ほ
ん
の

一
握
り
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
時
い
か
に
タ
タ
く
の
若
者
が
投
稿
し
、
い
か
に
タ
タ
く
の
若
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者
が
入
選
さ
え
果
た
さ
ず
作
家
と
し
て
の
道
を
諦
め
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
中
で
春
月
や

ナ

0

佐
藤
春
夫
は
、
そ
の
文
学
的
素
質
が
腎
ら
れ
た
稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
、
つ『

文
章
世
界
』
の
投
稿
時
代
、
春
河
は
選
者
の
一
人
で
あ
っ
た
田
山
花
袋
か
ら
、
将
来
文
学
者
を
志
望
す

る
な
ら
語
学
の
素
養
を
身
に
つ
け
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
助
言
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。
し
か
も
彼
が
私
淑
し

た
生
田
長
江
は
当
時
の
日
本
を
代
表
す
る
翻
訳
名
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
斯
音
下
で
春
月
は
三
十
歳
過

ぎ
か
ら
独
学
で
ド
イ
需
の
勉
強
を
始
め
る
。
彼
が
後
に
文
学
者
と
し
て
生
活
を
営
む
に
あ
た
っ
て
決
定
的

な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
こ
の
外
国
語
の
素
養
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
彼
が
最
新
の
外
国
文

学
理
論
を
獲
得
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
文
学
的
側
面
と
、
第
二
に
不
安
定
な
詩
人
の
収
入
と
は
別

に
翻
訳
に
ょ
る
安
定
し
た
収
入
を
も
た
ら
し
た
と
い

う
生
活
的
側
面
の
双
方
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
た
。

そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
も
春
月
と
当
時
の
文
学
的
状

況
と
の
深
い
関
連
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
端
的

に
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
春
月
と
新
潮
社
と
の
関
係
で

あ
る
。明

治
期
に
お
い
て
小
さ
な
雑
誌
社
に
過
ぎ
な
か
っ

た
新
潮
社
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
の
文
学
流
行

゛

途

fへ
瓢愈

而
壷 獣

、
1

訣

,が 1

大正]2年落成の新潮社社屋。
q新潮社七十年』より)
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の
時
流
に
乗
っ
て
会
社
規
模
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
雑
誌
『
新
潮
の
発
行
所
か
ら
文
学
系
出
版
社
の
最

大
手
へ
と
の
し
上
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
そ
の
新
潮
社
の
発
展
の
一
契
機
と
な
っ

た
の
が
、
大
正
三
年
(
一
九
一
四
)
か
ら
開
始
さ
れ
た
新
潮
文
庫
の
刊
行
で
あ
る
こ
の
新
潮
文
庫
と
、
こ

れ
も
同
年
に
刊
行
さ
れ
始
め
た
ア
カ
ギ
文
庫
と
の
二
つ
の
文
庫
が
、
日
本
の
文
庫
本
の
起
源
に
位
置
す
る
。

そ
し
て
新
潮
文
庫
は
刊
行
当
初
、
海
外
文
学
の
完
全
翻
訳
を
売
り
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
生
田
春
月
は
そ
の

ぱ

き

翻
訳
家
の
人
と
し
て
抜
擢
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
新
潮
社
八
十
年
図
書
曾
録
』
(
昭
和
五
十
年
)
に
ょ

し

れ
ば
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
人
生
論
』
を
嘴
矢
と
す
る
新
潮
文
庫
の
初
期
刊
行
本
の
り
ス
ト
の
な
か
に
ツ
ル
ゲ
ー

ネ
フ
『
は
つ
亦
=
や
ゴ
ー
リ
キ
ー
『
強
き
亦
=
な
ど
生
田
春
月
訳
の
書
物
を
幾
っ
も
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
も
ち
ろ
ん
翻
訳
家
生
田
春
月
の
名
を
不
動
の
も
の
と
し
た
の
は
ハ
イ
ネ
の
翻
訳
作
業
に
他
な

ら
な
い
の
だ
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
大
正
六
年
の
『
霊

魂
の
秋
』
に
ょ
る
詩
人
春
月
誕
生
以
前
に
、
彼
が
翻
訳

家
と
し
て
文
学
活
動
を
開
始
し
て
い
た
事
実
で
あ
り
、

彼
の
翻
訳
家
と
し
て
の
業
績
は
忘
れ
去
ら
れ
が
ち
で
は

あ
る
も
の
の
、
詩
人
と
し
て
の
業
績
に
勝
る
と
も
劣
ら

月

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
偶
然
と
は
い
ぇ
、
翻
訳
を
主

眼
と
し
た
新
潮
文
庫
の
創
刊
時
期
と
春
月
の
翻
訳
家
と

し
て
の
出
発
時
期
は
致
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼

フエ¥学

ツルゲーネフ著、生田春月訳
寺(新潮社、大正6年干D

散文



を
文
学
者
と
し
て
世
に
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の

、
、
、
、

か
、
師
で
あ
っ
た
生
田
長
江
の
有
し
て
い
た
新
潮
社
と
の
密
接
な
関
係
で
あ
り
、
彼
の
投
稿
仲
間
で
あ
っ
た

中
村
武
羅
夫
や
加
藤
武
雄
が
『
新
潮
』
編
集
部
に
勤
務
し
て
い
た
と
い
う
偶
然
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い

、
ク

舎
マ
春
月
の
意
味

こ
う
し
て
大
正
六
年
に
春
月
の
第
詩
集
『
霊
魂
の
秋
』
、
翌
年

に
は
第
詩
集
『
感
傷
の
春
』
が
、
い
ず
れ
も
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ

れ
る
詩
人
生
田
春
月
の
誕
生
で
あ
る
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
詩

作
品
は
分
裂
し
た
評
価
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
ひ
と
つ
は
春
月
の
詩

が
感
傷
性
に
満
ち
満
ち
た
通
俗
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
詩
壇
か
ら
の

厳
し
い
評
価
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
詩
集
と
し
て
は
爆
発
的
な

売
り
上
げ
を
記
録
し
た
と
い
う
読
者
の
評
価
で
あ
る
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
春
月
の
詩
の
本
質
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
海
外
の
高
踏
的
な
文
学
論
の
紹
介
者
で
も
あ
っ
た
春

月
に
し
て
は
、
彼
の
詩
作
品
は
通
俗
性
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
読
者
と
り

わ
け
若
い
世
代
の
読
者
に
は
愛
唱
す
べ
き
詩
作
品
と
し
て
絶
大
な
支
持
を
得
た
の
で
あ
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
二
冊
の
詩
集
の
刊
行
に
ょ
っ
て
文
学
者

と
し
て
の
地
位
を
確
実
に
し
た
春
月
は
、
以
降
黄
金
期
の

お
、
つ
せ
い

大
正
文
学
の
な
か
で
旺
盛
な
執
筆
活
動
に
入
る
そ
れ
は

ハ
イ
ネ
全
集
の
刊
行
な
ど
の
翻
訳
、
い
く
つ
か
の
詩
集
の

刊
行
、
『
山
家
文
学
論
集
』
に
代
表
さ
れ
る
評
論
集
の
刊

行
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の
随
筆
や
少
女
小
説
の
執
筆
ま

で
実
に
多
岐
に
わ
た
る
の
で
あ
る
そ
れ
が
先
に
記
し
た
、

「
教
養
」
と
い
う
概
念
の
も
と
、
広
い
文
学
的
活
動
を
要
求
さ
れ
た
大
正
期
の
文
学
者
の
典
型
で
あ
る
こ
と

は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
大
正
期
の
詩
人
の
な
か
で
春
月
ほ
ど
タ
タ
彩
な
活
動
を
展
開
し
、
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
潮
流
に
の
っ
た
も
の
は
い
な
い
と
一
口
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
そ
し
て
今
後
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の

ち

は
、
ま
さ
に
大
正
文
壇
の
寵
児
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
春
月
の
広
範
囲
な
文
学
活
動
の
<
壬
谷
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、

き
ょ
む

そ
れ
に
付
随
す
る
広
い
交
友
関
係
の
調
査
で
あ
ろ
う
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
大
正
五
年
の
『
儷
愚
の

研
究
』
と
い
う
著
作
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
春
月
が
社
会
主
義
・
虚
無
主
義
と
い
っ
た
思
想
に
興
味
を
示

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
堺
利
彦
・
大
杉
栄
・
石
川
三
四
郎
ら
と
の
交
友
関
係
は
未
だ
そ
の
全
貌

が
明
ら
か
で
な
い
。
感
傷
詩
人
春
月
、
翻
訳
者
春
月
と
は
異
な
る
別
の
顔
を
春
月
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を
総
体
と
し
て
知
る
こ
と
が
春
月
の
真
の
魅
力
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
最
後
に
記
す

生
田
春
月
を
知
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
大
正
文
学
そ
の
も
の
も
知
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い

虚無思想の研究
"年刊)

(三徳社、大



人
名
解
説

佐
藤
春
夫
(
一
八
九
二
S
一
九
六
四
)
詩
人
、
小
説
家
和
歌
山
県
出
身
慶
応
義
塾
大
学
在
学
中
よ
り
文
学
活

動
を
行
う
。
小
説
『
田
園
の
憂
畿
』
、
『
小
説
永
井
荷
風
伝
』
な
ど
が
あ
る

加
藤
武
雄
(
一
ハ
ハ
ハ
S
一
九
五
六
)
小
説
家
。
神
奈
川
県
出
身
小
学
校
教
師
を
経
て
新
潮
社
に
入
社
創
作

集
『
郷
愁
』
、
『
悩
ま
し
き
春
』
が
あ
る

秦
豊
吉
(
一
八
九
二
S
 
九
五
六
)
随
筆
家
、
翻
訳
家
。
東
京
都
出
身
会
社
勤
務
の
か
た
わ
ら
翻
訳
や
著
述
を

行
う
。
昭
和
八
年
に
は
東
京
宝
塚
劇
場
に
入
社
、
シ
ョ
ー
、
ミ
ユ
ー
ジ
カ
ル
の
経
営
に
尽
力
し
た

堺
利
彦
(
一
八
七
O
X
 
九
三
三
)
社
会
主
義
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
福
岡
県
出
身
明
治
十
六
年
幸
袈

水
と
と
も
に
『
平
民
新
聞
』
を
創
刊
明
治
三
十
九
年
に
は
日
本
社
会
党
創
立
に
参
画
し
た

大
杉
栄
(
一
八
八
五
S
 
一
九
三
己
評
論
家
。
社
会
運
動
家
。
香
川
県
出
身
明
治
三
十
九
年
頃
よ
り
社
会
主
義

運
動
に
関
わ
り
、
大
正
元
年
、
荒
畑
寒
村
と
と
も
に
『
近
代
田
魯
を
創
刊

石
川
三
四
郎
(
一
八
七
六
S
 
一
九
五
六
)
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
。
埼
玉
県
出
身
明
治
三
十
六
年
に
平
民
社
に
参
加
、

『
平
民
新
聞
』
な
ど
を
執
筆
。
昭
和
四
年
か
ら
九
年
に
か
け
『
デ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
』
を
刊
行
著
書
に
『
虚
無
の
霊
光
』
、

『
西
洋
社
会
運
動
史
』
、
『
古
事
記
神
話
の
新
研
究
』
等
が
あ
る
。


