
第115　号（4）洋玄平成25年4月1日

・ヽ 

Is　　一再　　　　　蔓塑＼器蓮露議／痕 �� 

ー／（ゝ…：躍蝿田圃　　　〉曝露詞醗 ��∴∴：質∴　∴ 

互　∴∴∴．∴ ��’言説／） 舐時 事）：∴‾ 、：：∵▲∴∴∴∴∴∴一 ∴示すふ∴ ／ヾ ∵ ‾霧燕 i＼」i＿－ �右 打1［メ摂 　ノ ー．∴∴r－ ∴∴∴二言　∴∴ ∴一＿ 

漕曝露祭釜一義議翳宣言‾〈薄霧萎＼藻 ��； 

∴∴一　㌧ 　：∴∴ 　； �㌻／／漢／ �∴　∴ ��暴露：一課 繊 

竜／一／ 「 惚 �∴∴∴立 言‾‾‾－ �∴∴ † �ベ 

′∴、／翼 ��レ”」 

：∴ 
、亨1ド一一 ‘ら 塵）上帝 

：∴∵ 鏡‾‾コ＼－ 
「∴rrへ1 言一一一幸 子○○シーア 

∴ ���琵婆 

Fj　牛∴∴ ���∴∵∴＿ �∵∴J 

謹謹圏 音容星雪国孟 ��l　　　　　・・．㌶、。 ����∴●一●十 日〃∴∴鼻、農 雄料 
1．∴阜； 

玄
洋
社
関
係
史
料
の
紹
介
　
相

石
瀧
　
豊
美
　
第

①

J
R
駅
名
の
額

今
回
か
ら
新
シ
リ
ー
ズ
に
入

り
ま
す
。
頭
山
浦
関
係
の
資
料

を
さ
ま
ざ
ま
に
紹
介
す
る
こ
と

に
し
ま
す
。
読
者
の
皆
様
に
情

報
を
公
に
す
る
こ
と
で
、
さ
ら

な
る
資
料
・
史
料
の
発
見
に
つ

な
が
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
書
は
人
な
り
」
と
言
い
ま

す
。
小
学
校
二
年
生
ぐ
ら
い
の

時
で
し
ょ
う
か
、
放
課
後
に
教

室
で
書
道
教
室
が
開
か
れ
て
い

ま
し
た
。
毎
回
墨
を
す
り
ま

す
。
当
然
の
話
で
す
が
、
私
に

は
こ
れ
が
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
の

で
す
。
と
う
と
う
逃
げ
出
す
よ

う
に
し
て
、
書
道
と
は
縁
遠
く

な
り
ま
し
た
。
私
の
字
は
行
書

と
強
弁
で
き
そ
う
で
す
が
、
実

は
単
に
下
手
な
だ
け
で
す
。
そ

の
理
由
が
最
近
わ
か
り
ま
し

た
。
急
い
で
書
く
た
め
で
す
。

な
ぜ
画
数
を
減
ら
し
た
り
、
四

角
を
丸
め
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
読

め
な
い
よ
う
な
字
を
書
く
の

か
。
自
分
で
も
不
思
議
な
く
ら

い
で
す
。
ワ
ー
プ
ロ
が
発
明
さ

れ
た
時
に
い
ち
早
く
飛
び
つ
い

た
の
も
、
当
然
の
成
り
行
き
で

した。古
文
書
の
文
字
は
く
ず
し
字

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
楷
書
を
く

ず
し
て
草
書
に
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
そ
う
で
す
。
草
書
は
楷

書
と
は
独
立
に
存
在
し
て
い
た

わ
け
で
す
。
以
前
、
湯
島
聖
堂

（
江
戸
時
代
の
東
京
大
学
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
）
を
訪
ね

た
折
、
「
楷
」
と
い
う
木
を
見

ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
枝
か
ら

枝
が
生
え
る
時
に
、
角
・
角
・

角
…
と
連
な
り
ま
す
。
そ
れ
で

楷
書
の
「
楷
」
の
字
の
由
来
と

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
に
も
っ
ぱ
ら
使
わ

れ
た
文
字
、
そ
れ
が
草
書
で

す
。
ほ
ぼ
「
御
家
流
」
で
統
一

さ
れ
て
い
た
の
で
、
武
家
の
文

書
も
農
村
の
文
書
も
同
じ
知
識

で
済
み
ま
す
。
私
の
体
験
で
は

福
岡
藩
と
小
倉
藩
、
福
岡
藩
と

熊
本
藩
で
は
見
た
目
の
印
象
か

ら
違
い
ま
す
。
多
少
の
地
域
差

は
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
地
域
で

は
武
士
も
庶
民
も
共
通
し
た
書

き
方
を
し
て
い
ま
す
。

古
文
書
は
読
め
て
も
、
扁
額

や
掛
け
軸
と
な
る
と
ど
う
し
て

も
読
め
な
い
字
が
あ
り
ま
す
。

掛
け
軸
に
は
儒
教
の
知
識
な
ど

が
入
っ
て
く
る
の
で
、
前
後
関

係
を
知
ら
な
い
と
読
み
取
れ
な

い
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
今
に

な
っ
て
書
道
を
続
け
て
い
れ
ば

よ
か
っ
た
と
反
省
し
き
り
で

す
。
「
書
は
人
な
り
」
と
は
「
書
」

が
残
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
言
え

る
こ
と
で
、
ワ
ー
プ
ロ
で
文
章

を
書
い
て
い
れ
ば
そ
れ
も
死
語

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

頭
山
浦
（
一
八
五
五
～
一
九

四
四
）
の
書
は
比
較
的
あ
ち
こ

ち
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は

当
初
あ
ま
り
気
に
と
め
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
段
々

わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
力

の
こ
も
っ
た
字
と
、
ど
ち
ら
か

と
言
う
と
力
を
抜
い
た
字
と
、

二
つ
の
作
風
が
あ
る
こ
と
が
見

え
て
き
ま
し
た
。
要
す
る
に
「
い

い
字
」
と
「
あ
ま
り
よ
く
な
い

字
」
で
す
。
そ
し
て
「
あ
ま
り

よ
く
な
い
字
」
の
中
に
は
頭
山

満
の
書
で
は
な
い
も

の
、
言
わ
ば
偽
作
が
混

じ
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
田
ざ
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
点

は
さ
ら
に
詰
め
て
い
き

ます。た
だ
、
古
書
店
や
骨

董
店
の
間
で
は
頭
山
の

書
に
は
偽
作
が
な
い
。

な
ぜ
か
と
言
う
と
、
本

物
が
多
す
ぎ
て
、
偽
作

を
作
る
必
要
が
な
い
か

ら
だ
、
と
言
わ
れ
て
い

た
そ
う
で
す
。
山
岡
鉄

舟
（
一
八
三
六
～
八

八
）
は
生
涯
に
百
万
枚

以
上
書
い
た
と
言
わ
れ

て
い
て
上
に
は
上
が
あ

る
も
の
で
す
が
（
ウ
ィ

キ
ペ
デ
ィ
ア
＝
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
の
百
科
事
典
）
、

私
の
目
の
前
の
壁
に
置
い
て
あ

る
鉄
舟
の
書
は
い
い
書
だ
し
、

「
全
生
庵
で
書
い
た
」
と
も
あ

る
の
で
す
が
、
自
署
や
落
款
か

ら
偽
作
で
は
な
い
か
と
の
疑
い

が
消
え
ま
せ
ん
。
収
集
家
は
真

偽
に
関
わ
ら
ず
集
め
て
、
自
分

が
気
に
入
っ
た
も
の
が
、
い
い

も
の
だ
と
考
え
る
の
だ
そ
う
で

す
。
そ
し
て
、
本
物
よ
り
も
偽

作
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
の
で

す
か
ら
驚
き
ま
す
。
私
も
自
分

の
感
性
を
信
じ
て
、
ま
ず
は
鉄

舟
の
百
万
枚
の
内
の
一
枚
と
思

う
こ
と
に
し
ま
す
。

た
く
さ
ん
書
い
た
こ
と
と
、

偽
作
の
有
無
は
と
り
あ
え
ず
関

係
な
さ
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、

頭
山
の
書
に
も
偽
作
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
収
集
家
で
は
な

い
、
研
究
者
の
は
し
く
れ
と
し

て
は
そ
の
点
で
の
吟
味
が
必
要

だ
と
田
ざ
つ
よ
う
に
な
り
ま
し

た。
御
自
身
が
書
家
で
も
あ
っ
た

財
部
一
雄
氏
（
本
紙
の
編
集
を

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
）
か
ら
、
顕
山
は
竹
筆
で
書

い
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。
確

か
に
そ
れ
は
特
徴
的
で
、
ス
ウ

ー
ツ
と
力
を
抜
く
終
筆
の
部
分

は
必
ず
す
き
間
が
生
じ
ま
す
。

細
い
線
が
並
行
す
る
、
毛
筆
で

は
ま
ね
の
で
き
な
い
よ
う
な
線

で
、
竹
筆
の
特
徴
で

す
。
竹
筆
は
竹
を
細

か
く
切
り
裂
い
て
サ

サ
ラ
の
よ
う
に
し
た

も
の
で
す
。
私
は
毛

筆
の
他
に
竹
筆
が
あ

る
こ
と
を
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
哲
学

者
・
京
都
大
学
教
授

だ
っ
た
西
田
幾
太
郎

が
竹
筆
を
愛
好
し
て

い
た
そ
う
で
す
。

頭
山
の
字
は
見
て

す
ぐ
に
わ
か
る
特
色
が
あ
り
ま

す
。
今
ま
で
に
頭
山
の
名
で
出

さ
れ
た
手
紙
を
二
回
見
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
頭
山
の
字
と

は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
で

し
た
。
こ
れ
が
頭
山
の
委
任
を

受
け
た
第
三
者
が
代
筆
し
た
の

か
、
そ
れ
と
も
偽
作
な
の
か
、

け
ん
と
う
も
つ
き
ま
せ
ん
が
、

と
り
あ
え
ず
、
頭
山
ら
し
さ
の

に
じ
ん
だ
書
は
と
て
も
味
わ
い

深
い
も
の
だ
と
思
え
ま
す
。
こ

う
し
た
時
に
「
書
は
人
な
り
」

を
実
感
し
ま
す
。

写
真
は
J
R
青
梅
線
「
御
嶽

駅
」
の
改
札
口
に
掲
げ
ら
れ
た

頭
山
筆
の
駅
名
額
で
す
。
本
来

は
駅
の
外
に
向
け
て
飾
ら
れ
て

い
た
の
を
、
風
雪
で
痛
ま
な
い

よ
う
に
構
内
に
移
し
た
の
で
し

ょ
う
。
由
来
は
不
明
で
す
が
、

大
事
に
保
有
さ
れ
て
い
る
の
は

う
れ
し
い
こ
と
で
す
。
板
に
彫

り
込
ん
で
、
文
字
に
白
い
色
を

塗
っ
て
い
ま
す
。
左
下
に
う
っ

す
ら
と
し
た
赤
で
、
落
款
二
頬

も
見
え
ま
す
（
下
の
方
は

「
立
雲
」
と
書
か
れ
て
い
る
は

ず
で
す
）
。
「
御
嶽
駅
」
の
三
文

字
は
竹
筆
特
有
の
か
す
れ
が
な

く
こ
の
場
合
は
毛
筆
を
用
い
た

の
で
し
ょ
う
。
墨
痕
豊
か
に
楷

書
で
丁
寧
に
力
強
く
書
か
れ
て

い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま

す
。
そ
れ
で
も
「
嶽
」
の
終
筆

の
「
点
」
が
丸
に
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
は
注
目
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
「
頭
山
浦
」
と
い
う

署
名
も
頭
山
独
特
の
書
体
で

す
。
（
額
に
つ
い
て
の
情
報
は

猪
野
又
太
郎
様
か
ら
お
寄
せ
い

た
だ
き
ま
し
た
。
写
真
は
原
島

一
臣
様
【
御
岳
登
山
鉄
道
勤

務
】
、
神
田
優
様
の
手
を
わ
ず

ら
わ
せ
ま
し
た
。
御
礼
申
し
上

げます。）
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