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こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
松
竹
蒲
田
撮
影
所
が
あ
っ
た
、
大
正
九
年
か

ら
昭
和
一
一
年
ま
で
、
日
本
人
の
西
洋
音
楽
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
西
洋
音
楽
が
日
本
に
流
れ
て
い
た
か
を
ま
と
め
た
も

の
で
す
。
で
す
が
、
日
本
人
の
西
洋
音
楽
受
容
史
と
い
う
意
味
で
は
、

江
戸
末
期
ま
で
遡
ら
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

  

一 

軍
楽
隊
に
よ
る
西
洋
音
楽
の
紹
介 

 

日
本
の
大
衆
が
西
洋
音
楽
と
接
し
た
の
は
、
江
戸
末
期
の
薩
英
戦

争
が
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

薩
英
戦
争
に
よ
っ
て
、
日
本
と
欧
米
の
軍
事
力
の
差
に
驚
い
た
薩

摩
藩
が
、
英
国
に
軍
事
を
学
び
西
洋
風
軍
隊
を
導
入
し
ま
す
。
こ
の

時
、
同
時
に
軍
楽
隊
を
導
入
し
ま
す
。
サ
ツ
マ
・
バ
ン
ド
と
呼
ば
れ

た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
薩
摩―

長
州
軍
が
東
海
道
を
と
お
り
江
戸
に

向
か
い
ま
す
。
こ
の
時
に
行
進
曲
と
し
て
「
宮
さ
ん
宮
さ
ん
」
を
演

奏
・
歌
唱
し
な
が
ら
行
進
し
、
こ
の
曲
が
各
地
に
伝
搬
し
ま
す
。
こ

の
「
宮
さ
ん
宮
さ
ん
」
が
日
本
初
の
全
国
的
ヒ
ッ
ト
曲
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
明
治
に
入
り
、
陸
軍
・
海
軍
が
で
き
た
と
き
に
軍
楽
隊
も

陸
軍
・
海
軍
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
楽
隊
の
基
礎
と
な
り
ま
す
。 

 

明
治
三
六
年
に
日
比
谷
公
園
が
で
き
、
そ
の
二
年
後
に
は
野
外
音

楽
堂
（
上
の
写
真
。
現
在
の
小
音
楽
堂
に
あ
た
り
ま
す
）
が
で
き
る

と
、
陸
海
軍
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
楽
隊
が
、
日
比
谷
公
園
の
野
外
音
楽
堂

で
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
い
、
行
進
曲
や
ポ
ル
カ
、
邦
楽
な
ど
の
吹
奏
楽

編
曲
も
の
を
演
奏
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
大
衆
は
軍

楽
隊
の
響
き
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
き
ま
す
。
ま
た
、
行
進
曲
「
軍
艦
」

の
作
曲
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
、
瀬
戸
口
藤
吉
帝
國
海
軍
軍
樂
隊
樂

長
の
進
言
に
よ
り
弦
楽
器
も
導
入
し
、
管
弦
楽
に
も
挑
戦
す
る
動
き

を
見
せ
ま
す
。 

  

二 

浅
草
オ
ペ
ラ
が
全
盛
期
を
迎
え
る 

 

上
の
新
聞
記
事
は
、
大
正
六
年
一
月
二
一
日
付
け
の
東
京
毎
日
新

聞
の
「
演
藝
界
」
と
い
う
記
事
で
、
演
芸
の
紹
介
記
事
で
す
。
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、
始
め
の
方
に
「
オ
ペ
ラ
コ
ミ
ッ
ク
」
で
オ
ッ
フ
ェ

ン
バ
ッ
ク
の
オ
ペ
レ
ッ
タ
「
美
し
き
ヘ
レ
ナ
」
が
上
演
さ
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
最
後
の
方
に
浅
草
常
盤
座
で
二
二
日
よ
り
高
木
徳
子
一
座

が
「
女
軍
出
征
」
と
い
う
歌
舞
劇
（
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
よ
う
な
も
の
）

を
行
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

前
者
は
、
帝
國
劇
場
歌
劇
部
が
解
散
し
た
後
に
、
指
導
し
て
い
た

ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
ロ
ー
シ
ー
が
私
財
を
投
じ
て
赤
坂

見
附
に
ロ
ー
ヤ
ル
館
を
作
り
、
そ
こ
で
日
本
人
に
よ
る
オ
ペ
レ
ッ
タ

を
興
行
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
経
営
は
芳
し
く
な
く
、
ロ
ー
シ
ー

は
数
年
後
に
は
私
財
を
使
い
果
た
し
、
失
意
の
う
ち
に
ア
メ
リ
カ
へ

渡
り
ま
す
。 

松
竹
映
画
と
そ
の
時
代
の
音
楽
事
情 

久
保
田 

雅
人  

 

日比谷公園野外音楽堂（写真ハガキ、個人蔵） 

東京毎日新聞「演藝界」記事 

(大正6年1月21日付) 
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一
方
、
後
者
の
高
木
徳
子
一
座
で
す
が
、
高
木
徳
子
は
夫
と
共
に

渡
米
し
、
現
地
で
映
画
女
優
や
舞
踏
家
と
し
て
ア
メ
リ
カ
を
巡
業
し
、

第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
で
日
本
に
戻
っ
て
き
た
、
新
進
気
鋭
の
女

性
で
し
た
。
彼
女
が
、
後
に
音
楽
評
論
家
と
な
る
伊
庭
孝
と
組
ん
で

作
っ
た
の
が
「
女
軍
出
征
」
と
い
う
歌
舞
劇
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ

が
大
当
た
り
を
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
浅
草
オ
ペ
ラ
第
一
号
の

演
目
と
な
り
ま
す
。 

 

や
が
て
、
浅
草
に
ロ
ー
ヤ
ル
館
を
失
っ
た
帝
劇
組
が
浅
草
に
合
流

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
浅
草
六
区
（
上
の
写
真
）
は

オ
ペ
ラ
の
聖
地
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
浅
草
オ
ペ
ラ
は
、「
金
龍

館
」（
現
在
は
ユ
ニ
ク
ロ
に
な
っ
て
い
ま
す
）
を
根
城
と
し
、
積
極

的
に
活
動
し
、
松
竹
蒲
田
撮
影
所
が
で
き
る
大
正
九
年
こ
ろ
に
、
最

盛
期
を
迎
え
ま
す
。「
魔
笛
」、「
ア
イ
ー
ダ
」、「
カ
ル
メ
ン
」（
特
に

カ
ル
メ
ン
は
大
当
た
り
し
、
カ
ル
メ
ン
を
上
演
す
る
と
、
金
龍
館
の

客
席
は
お
客
が
溢
れ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
た
そ
う
で
す
）
と
言
っ
た
グ

ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
の
ほ
か
、
オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ク
の
「
天
国
と
地
獄
」

や
「
ブ
ン
大
将
」
と
い
っ
た
オ
ペ
レ
ッ
タ
も
盛
ん
に
上
演
さ
れ
た
り
、

日
本
人
に
よ
る
和
製
オ
ペ
レ
ッ
タ
も
現
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

代
表
作
と
し
て
は
、「
君
恋
し
」
の
作
曲
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
佐
々

紅
華
作
の
「
カ
フ
ェ
ー
の
夜
」「
目
無
し
達
磨
」「
勧
進
帳
」
が
あ
り

ま
す
。 

し
か
し
、
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
、
人
的
被
害
こ
そ

な
か
っ
た
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
楽
譜
や
衣
装
が
焼
失
、
人
気
は
急

速
に
下
火
に
な
り
、
大
正
一
五
年
に
は
活
動
を
停
止
し
ま
す
。 

  

三 

童
謡
運
動
の
発
展 

 

そ
れ
ま
で
、
子
供
へ
の
西
洋
音
楽
教
育
は
、
も
っ
ぱ
ら
文
部
省
唱

歌
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
文
部
省
唱
歌
は
多
く
が
明
治
時
代
に
作
ら

れ
た
こ
と
も
あ
り
、
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
見

え
隠
れ
す
る
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
歌
詞
が
文
語
体
の
も
の
も
多
く
、

子
供
な
ど
に
は
わ
か
り
づ
ら
い
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ

に
登
場
す
る
の
が
鈴
木
三
重
吉
で
す
。
彼
は
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
を
創

刊
し
、
雑
誌
上
で
多
く
の
文
学
者
、
作
曲
家
を
巻
き
込
ん
で
、
子
供

の
た
め
の
音
楽
、
即
ち
童
謡
を
次
々
と
発
表
し
て
い
き
ま
す
。
や
が

て
、
追
従
す
る
よ
う
に
、
初
代
編
集
長
を
野
口
雨
情
と
し
た
雑
誌
「
金

の
船
」
が
創
刊
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
子
供
た
ち
の
間
に
童
謡
が

浸
透
す
る
と
同
時
に
、
や
が
て
童
謡
に
芸
術
性
を
模
索
す
る
動
き
も

現
れ
ま
す
。
山
田
耕
筰
の
「
赤
と
ん
ぼ
」「
か
ら
た
ち
の
花
」
は
そ

の
代
表
例
で
す
。 

  

四 

時
代
は
昭
和
に
、
そ
れ
と
共
に
一
大
文
化
変
革
が 

 

時
代
が
昭
和
に
移
る
と
、
関
東
大
震
災
後
の
帝
都
復
興
計
画
で
東

京
が
復
興
し
ま
す
。
そ
こ
で
銀
座
に
、
呉
服
店
か
ら
衣
替
え
し
た
デ

パ
ー
ト
が
次
々
と
建
て
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
銀
座
は
、
新
し
い
文

化
の
発
信
基
地
と
し
て
の
役
割
を
、
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
時
を

同
じ
く
し
て
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
大
波
が
や
っ
て
き
ま
す
。
洋
装
が

も
て
は
や
さ
れ
、
洋
装
で
身
を
固
め
た
時
代
の
最
先
端
を
自
認
す
る

人
々
が
モ
ボ
・
モ
ガ
と
呼
ば
れ
る
の
も
こ
の
こ
ろ
で
す
。 

佐々紅華作「目無し達磨」レコード 

（個人蔵） 

浅草六区の賑わい 

（写真ハガキ、個人蔵） 
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時
は
少
し
遡
り
、
大
正
一
四
年
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
東
京
都

港
区
愛
宕
山
に
、
日
本
初
の
ラ
ジ
オ
局
、
東
京
放
送
局
（
現
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）

が
誕
生
し
ま
す
。
そ
の
後
、
大
阪
、
名
古
屋
に
放
送
局
が
で
き
、
三

局
体
制
が
定
着
し
ま
す
。
ラ
ジ
オ
の
普
及
は
す
さ
ま
じ
く
、
当
初
五

千
人
だ
っ
た
受
信
者
数
が
、
昭
和
七
年
に
は
百
万
人
を
突
破
し
ま
し

た
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
安
価
な
ポ
ー
タ
ブ
ル
蓄
音
機
が
登
場
、
家

庭
に
ラ
ジ
オ
と
蓄
音
機
が
入
っ
て
き
ま
す
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
家
庭
に
娯
楽
が
入
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

そ
れ
ま
で
娯
楽
は
歓
楽
街
に
行
っ
て
楽
し
む
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、

家
に
い
な
が
ら
娯
楽
を
享
受
で
き
る
環
境
が
で
き
ま
し
た
。
レ
コ
ー

ド
会
社
は
、
当
初
、
ラ
ジ
オ
の
普
及
に
、
レ
コ
ー
ド
が
売
れ
な
く
な

る
の
で
は
な
い
の
か
と
、
危
機
感
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ

の
結
果
は
、
大
衆
は
ラ
ジ
オ
放
送
で
人
気
が
出
た
曲
の
レ
コ
ー
ド
を

買
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
ま
ず
は
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ

れ
た
曲
を
レ
コ
ー
ド
会
社
が
録
音
し
売
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
す

ぐ
に
、
作
っ
た
レ
コ
ー
ド
を
ラ
ジ
オ
で
放
送
し
て
く
れ
る
よ
う
、
動

く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
ラ
ジ
オ
か
ら
ヒ
ッ
ト
曲
が
生
ま

れ
る
時
代
に
な
り
ま
す
。「
あ
ほ
空
」「
ア
ラ
ビ
ア
の
唄
」
な
ど
の
ジ
ャ

ズ
・
ソ
ン
グ
が
ヒ
ッ
ト
し
た
背
景
は
こ
の
ラ
ジ
オ
に
あ
り
ま
す
。 

 

一
方
そ
の
こ
ろ
、
寶
塚
は
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
大

正
三
年
か
ら
少
女
歌
劇
團
の
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
歌
劇
女

優
は
当
然
成
長
す
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
歌
劇
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は

と
言
え
ば
、
当
時
は
「
浦
島
太
郎
」「
桃
太
郎
」
と
い
っ
た
お
と
ぎ

話
や
、
少
女
た
ち
の
「
生
活
の
一
コ
マ
」
を
扱
っ
た
も
の
が
主
で
、

こ
れ
ら
は
「
お
伽
歌
劇
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

女
優
が
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
合
わ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
て
き

た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
帝
劇
歌
劇
部
に
い
て
、
寶
塚
で
教
師
を
し
て

い
た
岸
田
辰
彌
（「
麗
子
像
」
で
有
名
な
岸
田
劉
生
の
弟
）
が
一
年

間
洋
行
し
、
最
先
端
の
文
化
を
吸
収
し
ま
す
。
こ
う
し
て
帰
国
し
た

彼
は
、
寶
塚
の
大
改
革
に
臨
み
ま
す
。 

 

ま
ず
、
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
大
人
向
け
の
も
の
に
し
、
使
わ
れ
る
楽

曲
も
西
洋
音
楽
中
心
に
し
ま
す
。
ま
た
演
出
面
で
は
、
ラ
イ
ン
ダ
ン

ス
や
大
階
段
の
設
置
な
ど
、
現
在
の
タ
カ
ラ
ヅ
カ
の
基
礎
を
作
り
ま

す
。
そ
う
し
て
上
演
さ
れ
た
の
が
、
彼
の
一
年
間
の
洋
行
を
ま
と
め

た
「
モ
ン
巴
里
」
と
い
う
レ
ビ
ュ
ー
で
す
。
こ
れ
が
大
当
た
り
し
、

そ
の
後
寶
塚
は
、
パ
リ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
テ
ー
マ
と
し
た
レ

ビ
ュ
ー
を
次
々
と
打
ち
、
そ
れ
は
、
寶
塚
が
西
洋
文
化
の
発
信
基
地

に
な
っ
た
こ
と
も
意
味
し
て
い
ま
し
た
。 

  

五 

本
格
的
管
弦
楽
団
の
登
場 

 

日
本
で
本
格
的
な
管
弦
楽
団
を
創
ろ
う
と
い
う
動
き
は
、
大
正
初

期
か
ら
起
こ
り
ま
し
た
。
大
正
四
年
に
は
山
田
耕
筰
が
、
三
菱
財
閥

の
岩
崎
小
弥
太
を
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
「
東
京
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー

會
」
を
創
り
、
定
期
的
な
公
演
を
帝
國
劇
場
で
行
う
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
が
日
本
で
の
本
格
的
管
弦
楽
団
の
始
ま
り
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
山
田
耕
筰
の
浮
気
が
発
覚
し
、
そ
れ
に
激
怒
し
た
岩
崎
小
弥

太
が
ス
ポ
ン
サ
ー
を
降
り
て
し
ま
い
、「
東
京
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー

會
」
は
数
年
で
解
散
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

寶
塚
少
女
歌
劇
團 

「
モ
ン
巴
里
」
の
レ
コ
ー
ド 

（
個
人
蔵
） 

ジ
ャ
ズ
ソ
ン
グ 

「
あ
ほ
空
」
レ
コ
ー
ド 

（
個
人
蔵
） 

初期の寶塚少女歌劇團のレコード 

（個人蔵） 
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し
か
し
、
山
田
耕
筰
の
意
欲
は
収
ま
ら
ず
、
そ
の
後
も
本
格
的
な

管
弦
楽
団
を
創
ろ
う
と
い
う
動
き
が
続
き
ま
す
が
、
関
東
大
震
災
に

よ
っ
て
一
時
中
断
し
ま
す
。 

大
正
一
三
年
、
山
田
耕
筰
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
指
揮
や
作
曲

を
学
ん
だ
近
衞
秀
麿
と
共
に
、
当
時
中
国
の
ハ
ル
ピ
ン
に
亡
命
し
て

き
た
ロ
シ
ア
の
楽
員
を
日
本
に
迎
え
、
日
本
人
演
奏
家
と
の
合
同

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る
演
奏
会
を
企
画
し
ま
す
。 

 

そ
う
し
て
大
正
一
四
年
、
東
京
歌
舞
伎
座
で
「
日
露
交
歓
交
響
管

弦
樂
會
」
が
近
衞
秀
麿
の
指
揮
で
挙
行
さ
れ
ま
す
。
演
奏
会
は
成
功

裏
に
終
わ
り
、
常
設
の
プ
ロ
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
設
立
の
機
運
が
高
ま

り
、
山
田
耕
筰
と
近
衞
秀
麿
が
中
心
と
な
り
日
本
交
響
樂
協
會
を
設

立
し
ま
す
。 

し
か
し
、
数
年
後
山
田
耕
筰
と
近
衞
秀
麿
が
衝
突
し
、
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
は
分
裂
し
ま
す
。
近
衞
秀
麿
は
私
財
を
投
じ
「
新
交
響
樂
團
」

を
設
立
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
現
在
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
響
楽
団
と
な
り
ま
す
。 

昭
和
五
年
に
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
現
代
音
楽
で
あ
っ
た
マ
ー

ラ
ー
の
交
響
曲
第
四
番
全
曲
の
世
界
初
録
音
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

  

六 

活
動
寫
眞
館
の
風
景 

 

最
後
に
簡
単
に
、
当
時
の
活
動
寫
眞
館
の
様
子
に
触
れ
て
お
き
ま

す
。
当
時
は
サ
イ
レ
ン
ト
（
無
声
映
画
）
で
し
た
の
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
を

つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
専
属
の
管
弦
楽
（
と
い
っ

て
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
サ
ロ
ン
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
近
い
、
十

数
名
の
規
模
で
す
が
）
を
擁
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
専
属
歌
手
も

置
き
、
幕
間
に
は
映
画
の
主
題
歌
を
歌
っ
た
り
、
管
弦
楽
に
よ
る
ラ

イ
ト
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
が
演
奏
さ
れ
た
り
し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

サ
イ
レ
ン
ト
時
代
、
映
画
の
主
題
歌
と
な
っ
た
曲
が
、
ど
う
や
っ

て
広
が
り
、
ヒ
ッ
ト
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
歌
や
演

奏
で
一
般
大
衆
に
浸
透
し
て
い
っ
た
か
ら
で
す
。
ヒ
ッ
ト
し
た
主
題

歌
は
、
歌
手
が
歌
い
始
め
る
と
、
観
客
も
一
緒
に
歌
い
始
め
た
そ
う

で
す
。「
蒲
田
行
進
曲
」
も
彼
ら
の
働
き
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
一
曲

だ
っ
た
の
で
す
。 

 

ま
た
、
映
画
の
上
演
中
、
映
画
の
場
面
を
説
明
す
る
「
活
動
弁
士
」

が
活
躍
し
ま
し
た
。
こ
の
活
動
弁
士
の
良
し
あ
し
で
映
画
館
の
売
り

上
げ
が
変
わ
る
ほ
ど
、
活
動
弁
士
は
重
宝
が
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
有

名
な
弁
士
に
な
る
と
、
今
で
い
う
フ
ァ
ン
・
ク
ラ
ブ
が
で
き
た
く
ら

い
で
す
。 

 

し
か
し
、
ト
ー
キ
ー
映
画
が
主
流
に
な
る
と
、
管
弦
楽
や
歌
手
、

活
動
弁
士
と
言
っ
た
人
々
が
映
画
館
に
と
っ
て
無
用
な
存
在
と
な

り
、
山
田
耕
筰
ら
に
よ
る
抵
抗
運
動
も
虚
し
く
馘
首
さ
れ
、
文
字
通

り
表
舞
台
か
ら
消
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
時
代
の
終
焉

と
、
新
た
な
時
代
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
で
し
た
。
そ
う
し
た
時
代

の
節
目
で
、
松
竹
蒲
田
撮
影
所
も
大
船
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。 

近衞秀麿／新交響樂團のレコード 

（個人蔵） 

活
動
弁
士
後
援
会
の 

催
し
の
チ
ラ
シ
（
個
人
蔵
） 

山田耕筰／日本交響樂協會のレコード

（個人蔵） 


