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玄
洋
紅
関
係
史
料
の
紹
介
姻

石
瀧
　
豊
美
　
剰

福
岡
表
普
聞
懐
旧
談
　
（
一
〇
）

福
岡
士
族
の
決
起
予
定
日
は

明
治
十
年
三
月
二
十
八
日
午
前

一
時
。
そ
れ
が
二
十
数
時
間
後

に
迫
っ
た
二
十
六
日
の
夜
、
な

お
、
武
郎
小
四
郎
は
自
重
説
を

採
っ
て
い
ま
し
た
。
強
硬
路
線

を
主
張
す
る
越
知
彦
四
郎
と
の

対
立
が
決
定
的
に
な
り
、
越
知

が
武
郎
を
見
捨
て
よ
う
と
し
だ

そ
の
時
、
つ
い
に
武
郎
も
越
知

に
屈
し
ま
す
。

越
知
は
、
す
で
に
西
郷
・
桶

野
に
挙
兵
を
伝
え
て
い
る
以

上
、
決
起
せ
ね
ぼ
福
岡
士
族
は

信
義
を
失
う
、
だ
か
ら
成
否
を

度
外
視
し
て
で
も
決
起
す
べ
き

だ
と
主
張
し
ま
す
。
越
知
も
決

起
す
れ
ば
孤
立
し
負
け
る
し
か

な
い
と
、
状
況
を
冷
静
に
判
断

し
て
い
た
わ
け
で
す
。
越
知
は

個
人
的
に
は
む
し
ろ
破
滅
を
こ

そ
望
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
そ

の
事
情
は
ま
た
別
に
述
べ
る
こ

と
に
し
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
、
武
部
は
、
状

況
は
不
利
だ
が
越
知
ら
の
行
動

を
放
っ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か

な
い
、
よ
ろ
し
い
、
一
緒
に
死

の
う
、
と
言
っ
て
、
自
重
論
を

捨
て
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
式
部
は
む
だ
に
血
を
流
し

た
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
節
が

あ
り
ま
す
が
、
結
果
的
に
越
知

の
意
見
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
福
岡
士
族
の
あ

ら
か
じ
め
敗
北
を
期
し
た
挙
兵

へ
と
時
計
の
針
は
進
ん
で
い
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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明
治
丁
丑

福
岡
表
著
聞
懐
旧
談
　
上

溝
漣
野
生
絹
述

第
五
回
（
続
き
）

因
に
記
す
。
内
田
良
五
郎

は
越
知
が
挙
兵
に
係
り
で

は
、
以
前
よ
り
充
分
に
才
覚

し
て
賛
援
し
っ
ゝ
あ
り
し

も
、
何
分
に
事
単
車
に
出

で
、
そ
の
発
兵
の
際
参
与
す

る
能
は
ざ
り
し
も
、
時
機
を

見
通
し
徐
々
と
し
て
再
挙
の

準
備
を
な
し
つ
、
あ
り
し

が
、
そ
れ
の
挙
動
は
忽
ち
に

発
露
さ
れ
、
警
吏
は
内
田
が

居
宅
を
国
籍
し
て
、
そ
の
行

衛
を
捜
索
し
て
措
か
ざ
り
し

か
ば
、
内
田
は
一
時
の
頓
智

を
以
て
、
曾
て
知
音
な
る
伊

崎
の
梁
番
原
田
鳴
子
が
番
宅

に
潜
み
、
同
浦
の
漁
人
出
歯

惣
と
綽
名
せ
ら
れ
た
り
し
侠

客
の
一
人
、
俗
名
石
井
惣
三

郎
に
寄
り
で
、
即
ち
漁
夫
に

そ
の
身
を
費
し
、
遠
洋
漁
業

に
従
事
し
て
当
時
を
避

〔
樺
力
〕
易
し
、
踵
て
残
島

に
打
渡
り
、
そ
の
漁
人
に
仲

間
入
し
、
又
姪
浜
は
吉
田
熊

八
郎
な
る
旧
士
族
の
知
己
も

あ
り
、
又
同
浦
に
広
田
半
太

郎
が
養
父
空
気
と
呼
べ
る
知

友
も
あ
り
て
、
そ
れ
等
が
保

護
世
話
の
下
、
其
所
在
に
潜

匿
し
て
追
手
を
避
け
し
は
、

幸
に
し
て
英
行
衛
は
口

〔
杏
力
〕
と
し
て
踪
跡
を
浸

し
て
、
三
ケ
年
間
を
凌
ぎ
、

無
難
な
り
し
こ
と
は
そ
の
伝

記
の
あ
る
あ
り
。
こ
れ
を
省

絡す。
躾
て
陸
兵
は
既
に
田
原
坂
の

要
衝
も
陥
落
し
て
退
却
せ
し
と

同
時
に
、
幾
万
の
官
軍
は
陸
続

進
軍
、
進
ん
で
大
本
営
を
南
関

に
遷
さ
れ
た
り
。
時
機
次
第
に

切
迫
せ
し
か
ば
、
即
ち
三
月
廿

六
日
の
夜
、
越
知
、
武
郎
の
一

累
は
地
行
三
番
丁
西
牟
田
平
内

が
裏
家
に
密
集
し
て
断
然
挙
兵

の
事
を
議
す
。
そ
の
場
に
於
で

越
知
は
宣
言
す
ら
く
。
此
機
に

こ
っ
i
一
つ
　
U
∴
き
°
　
′

臨
み
、
瞑
目
弥
久
〔
何
も
せ
ず

に
、
む
な
し
く
日
を
過
ご

す
〕
、
決
す
る
こ
と
能
は
ず
ん

ば
、
内
変
を
起
す
の
み
か
〔
内

輪
も
め
を
す
る
だ
け
で
な

く
〕
、
我
々
は
必
ず
警
吏
が
手

に
捕
縛
せ
ら
れ
て
止
奏
可
し
、

と
急
に
事
を
挙
ん
こ
と
を
主
張

す
。
武
郎
は
尚
も
沈
吟
し
て
時

尚
早
し
と
で
執
り
て
動
か
ず
。

衆
議
紛
々
底
止
す
る
所
を
知
ら

ざ
り
け
り
。
依
り
て
そ
の
座
の

評
議
、
遂
に
要
領
を
得
ず
し
て
、

深
更
に
及
び
、
明
日
の
再
会
を

期
し
て
立
則
る
。

翌
二
十
七
日
、
式
部
は
尚
も

前
説
を
主
張
し
て
そ
の
挙
を
止

む
。
越
知
憤
然
と
し
て
謂
ふ
。

弟
等
は
今
夜
断
然
兵
を
挙
て
旧

約
に
応
じ
、
以
て
信
義
を
矢
は

ざ
ら
ん
と
欲
す
る
や
、
素
よ
り

生
を
期
せ
ず
。
事
の
成
否
は
天

に
任
ず
る
の
み
。
兄
、
尚
前
説

を
信
ぜ
ぼ
、
そ
の
意
に
任
ぜ
ら

れ
よ
。
此
場
に
及
ん
で
は
、
弟

そ
の
命
を
聞
く
こ
と
能
は
ず

と
、
断
答
す
。

武
郎
は
猶
も
一
語
を
遺
し
、

弾
薬
乏
し
く
且
つ
銃
器
も
亦
整

は
ず
。
素
よ
り
そ
の
効
を
奏
す

る
能
は
ざ
る
こ
と
は
蝶
々
と
し

て
掌
上
を
見
る
が
如
し
と
は
艶

ど
も
、
今
日
に
於
で
止
む
べ
き

に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
共
に
義
を
存

し
て
死
せ
ん
の
み
。
併
し
成
敗

に
至
り
て
は
素
よ
り
天
な
り
。

豊
予
め
成
ら
ざ
る
を
憂
へ
ん

や
。
事
髪
に
出
た
り
。
僕
も
亦

一
命
を
捨
て
、
自
己
の
意
に
任

じ
て
尽
す
あ
る
べ
き
の
み
と
の

村
上
小
隊
が
集
話
し
た
紅
葉
八
幡
宮

二
言
、
そ
の
座
に
遺
し
て
訣
別

せ
し
な
り
。

第
六
回

○
西
方
面
の
一
累
挙
兵
の
顛
末

却
説
も
村
上
彦
十
は
西
新
町

字
新
屋
敷
近
傍
の
同
志
近
松
四

郎
、
森
捨
生
、
其
他
の
有
士

〔
意
力
〕
と
共
に
協
議
し
て
只

管
挙
兵
の
期
を
侯
ち
つ
、
あ
り

し
が
、
惟
時
三
月
廿
七
日
の
午

後
越
知
、
式
部
両
大
隊
長
の
名

を
以
て
急
便
は
馳
せ
て
そ
の
一

書
を
蔚
す
。
至
至
〔
急
カ
〕
談

ず
可
き
用
向
あ
れ
ば
即
刻
地
行

三
番
町
西
牟
田
平
内
が
裏
表
へ

会
合
す
可
し
と
の
こ
と
な
り
し

か
ぼ
、
村
上
は
二
三
の
同
志
と

共
に
馳
せ
て
其
場
に
赴
き
し

に
、
越
知
を
初
め
其
他
の
同
一

累
、
そ
の
座
に
在
り
た
り
。

越
知
は
合
し
て
日
く
、
明
廿

八
日
の
未
明
を
期
し
、
以
て
兵

を
挙
げ
、
陸
兵
の
外
接
を
為
す

べ
き
に
決
せ
し
か
ば
、
曾
て
牒

合
せ
し
が
如
く
、
中
島
以
東
之

兵
は
県
庁
及
警
察
署
、
併
せ
て

為
替
座
を
襲
撃
し
、
同
橋
以
西

之
兵
は
福
岡
城
な
る
営
守
台
兵

の
営
所
を
攻
撃
す
べ
し
。
又
、

村
上
の
小
隊
は
西
新
町
扱
所

〔
小
区
の
役
所
の
こ
と
〕
、
同

警
察
分
署
、
併
せ
て
懲
役
場

（
西
新
町
字
大
西
篠
崎
に
在
り

た
り
）
を
屠
り
、
そ
れ
よ
り
進

ん
で
追
廻
通
り
、
城
内
を
通

過
し
、
福
岡
大
名
町
に
出
て
所

在
の
警
察
分
署
を
襲
ひ
、
然
し

て
以
て
城
南
大
休
山
へ
会
合

す
へ
し
と
て
、
持
場
割
の
図
面

を
交
附
し
た
り
。

村
上
は
事
勿
卒
に
出
で
、
巨

細
の
軍
略
を
間
ふ
遥
〔
進
力
〕

も
あ
ら
ず
、
其
場
よ
り
直
ち
に

帰
宅
し
て
近
傍
の
同
志
八
尋
清

五
郎
、
猪
股
達
人
、
近
松
四

郎
、
森
捨
生
等
を
西
浜
松
原
に

集
合
し
て
事
の
切
迫
せ
し
こ
と

を
告
げ
、
予
て
牒
合
の
士
衆
を

麗
原
山
へ
向
け
参
集
せ
し
む
。

そ
の
報
を
聞
き
、
会
せ
し
重
立

た
る
一
累
に
は
市
丸
義
彦
、
今

田
鎮
八
郎
、
吉
崎
清
生
、
高
山

駿
、
藤
田
甚
兵
衛
、
能
美
重

囲
、
田
隅
六
七
郎
、
石
川
辺
、

大
庭
寿
八
郎
以
下
、
二
十
人
名

な
り
し
な
り
。

そ
れ
等
の
壮
士
は
各
短
砲
、

小
棒
、
白
布
も
て
鉢
巻
な
し
、

腰
に
は
一
刀
を
侃
び
、
小
銃
或

は
手
鈴
を
携
へ
、
意
気
漠
々
と

し
て
兼
て
牒
合
せ
し
如
く
、
即

ち
三
月
廿
八
日
午
前
の
一
時
を

期
と
し
て
西
新
町
紅
葉
八
幡
宮

の
境
内
へ
陳
〔
陣
〕
揃
ひ
を
な

し
た
り
け
り
。
小
隊
長
村
上
彦

十
も
結
束
し
て
其
場
に
臨
ん

で
、
着
到
整
列
を
命
ず
。

然
る
に
午
前
二
時
の
時
刻
は

経
過
せ
し
も
、
大
隊
長
越
知
の

配
下
の
人
数
は
未
だ
福
岡
の
城

壁
を
攻
む
る
の
模
様
も
な
く
し

て
、
時
漏
は
己
に
四
時
を
過
ん

と
せ
し
比
、
大
隊
副
官
久
光
忍

太
郎
馳
せ
乗
り
で
言
ら
く
。
ま

だ
本
部
の
士
衆
集
ら
ず
。
夜
将

に
明
け
な
ん
と
す
。
事
々
胸
算

に
違
ふ
。
依
て
何
が
な
し
に
本

隊
丈
け
も
、
片
時
も
迅

〔
速
力
〕
に
発
陳
〔
陣
〕
す
可

し
と
呼
〔
叫
力
〕
ぴ
た
り
。


