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主儀一薙健
写真1　扁額「億兆一心」

繍

玄
洋
社
関
係
史
料
の
紹
介
　
掴

石
瀧
　
豊
美
　
第

－
書
と
人
物
！

隣
町
（
福
岡
県
糟
屋
郡
粕
屋

町
）
の
歴
史
資
料
館
で
『
父
と

子
　
日
米
に
別
れ
て
生
き
た
九

十
年
』
と
い
う
本
の
存
在
を
教

え
ら
れ
ま
し
た
。
私
家
版
で
平

成
三
年
（
一
九
九
一
）
に
発
行

さ
れ
た
も
の
で
す
。
著
者
は
安

河
内
隆
介
氏
。
当
時
九
十
三
歳

で
し
た
。

資
料
館
の
担
当
者
は
こ
の
中

が
、
驚
い
た
こ
と
に
隆
介
氏
の

父
喜
三
は
私
の
住
む
町
（
同
郡

須
恵
町
）
の
出
身
で
し
た
。

な
ぜ
日
米
に
別
れ
て
生
き
た

の
か
、
と
い
う
事
情
も
詳
し
く

書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
私
の
住

む
町
に
生
ま
れ
た
原
田
喜
三

は
、
隣
町
の
安
河
内
家
の
婿
養

子
に
な
り
ま
す
。
明
治
三
十
九

年
（
一
九
〇
六
）
、
数
え
年
三

に
頭
山
浦
に
つ

い
て
の
記
述
が

あ
る
の
で
、
私

に
有
用
で
は
な

い
か
と
考
え

て
、
そ
の
部
分

だ
け
コ
ピ
ー
し

て
く
れ
ま
し

た
。
私
は
全
体

を
読
ん
で
見
た

い
と
考
え
、
特

別
に
借
り
出
さ

せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
頭
山
浦

の
こ
と
も
教
え

ら
れ
る
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
し
た

十
四
歳
で
渡
米

し
、
コ
シ
ョ
ウ
栽

培
で
成
功
し
て
コ

シ
ョ
ウ
王
と
呼
ば

れ
る
ま
で
に
な
り

ま
し
た
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
サ
ン
デ
ィ
エ

ゴ
郡
サ
ン
マ
ー
コ

ス
市
に
、
そ
の
死

後
、
功
績
を
称
え

て
、
喜
三
の
名
を

冠
し
た
道
路
が
あ

る
と
知
り
ま
し

た。
喜
三
は
ア
メ
リ

カ
に
移
民
し
、
日

系
一
世
と
し
て
生
涯
を
全
う
し

ま
し
た
が
、
そ
の
子
・
隆
介
氏

は
中
学
修
猷
館
か
ら
早
稲
田
大

学
に
進
み
、
富
士
紡
績
に
入
り

ま
し
た
。
や
が
て
太
平
洋
戦
争

が
始
ま
り
、
喜
三
一
家
は
他
の

日
系
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
収
容
所
へ
送
ら
れ
ま
す
。

隆
介
氏
は
陸
軍
省
か
ら
ビ
ル
マ

に
派
遣
さ
れ
ま
す
が
、
輸
送
船

が
米
軍
に
沈
め
ら
れ
、
九
死
に

一
生
を
得
て
帰
還
し
ま
す
。
父

と
子
が
日
米
に
別
れ
、
敵
対
す

る
国
に
引
き
裂
か
れ
て
、
共
に

運
命
に
翻
弄
さ
れ
て
い
き
ま
し

た。

さ
て
、
昭
和
十
七
年
（
一
九

四
二
）
十
月
、
富
士
紡
の
中
津

工
場
長
を
し
て
い
た
隆
介
氏
は

「
頭
山
先
生
の
一
行
二
十
人
が

宇
佐
八
幡
宮
に
戦
勝
祈
願
さ

れ
、
耶
馬
漠
に
投
宿
さ
れ
た
こ

と
を
知
り
」
挨
拶
に
行
き
ま
す
。

福
岡
師
範
学
校
第
一
回
卒
業

で
、
県
下
教
育
界
の
重
鎮
だ
っ

た
柴
田
文
城
と
い
う
人
物
が
い

ま
す
。
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎

が
福
岡
師
範
付
属
小
学
校
在
学

中
、
校
長
だ
っ
た
柴
田
の
薫
陶

を
受
け
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
福
岡
教
育
大
学
付

属
小
中
学
校
（
西
公
園
下
）
に

は
柴
田
文
城
の
銅
像
が
建
っ
て

い
ま
す
。
文
城
は
、
頭
山
満
の

姪
の
夫
で
、
か
つ
、
隆
介
氏
の

妻
の
伯
父
で
す
。
文
城
は
隆
介

氏
の
妻
の
妹
（
実
姪
）
を
養
女

と
し
て
い
た
の
で
、
形
式
的
に

は
、
頭
山
浦
の
義
理
の
甥
が
文

城
、
文
城
の
養
女
の
義
兄
が
隆

介
氏
と
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
関

係
で
頭
山
と
隆
介
氏
は
文
城
を

介
し
て
面
識
が
あ
り
ま
し
た
。

突
然
の
訪
問
に
驚
い
た
頭
山

に
、
こ
こ
で
何
を
し
て
い
る
の

か
、
と
問
わ
れ
た
隆
介
氏
は
、

絹
紡
工
場
を
し
て
い
ま
す
と
答

え
ま
し
た
。
正
確
に
引
用
す
る

と
こ
う
で
す
。

「
絹
紡
工
場
と
い
い
ま
す
の

は
以
前
は
屑
繭
が
た
く
さ
ん
出

る
が
そ
れ
を
廃
棄
し
て
い
た
の

を
集
荷
し
、
こ
れ
を
原
料
に
し

て
処
理
し
て
立
派
な
絹
織
物
に

活
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か

野
蚕
と
い
っ
て
植
物
で
直
接
育

つ
も
の
も
集
め
て
い
ま
す
」

感
心
し
た
頭
山
は
福
岡
に
直

行
す
る
予
定
を
変
更
し
て
「
お

前
の
工
場
を
視
察
す
る
」
と
言

い
出
し
ま
す
。
急
き
ょ
頭
山
を

迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
工
場

は
、
事
務
所
の
配
置
を
替
え
、

白
布
を
敷
き
、
頭
山
と
峰
尾
夫

人
の
席
を
中
心
に
し
た
清
楚
な

式
場
を
も
う
け
ま
し
た
。
市

長
、
警
察
署
長
に
も
連
絡
し
、

厳
重
な
警
戒
が
し
か
れ
、
市

長
・
署
長
と
も
に
工
場
で
出
迎

え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
も
頭
山
の
名
声
が
う

か
が
わ
れ
ま
す
。

頭
山
は
実
は
体
調
を
く
ず
し

て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も

工
場
見
学
を
選
び
ま
し
た
。
隆

介
氏
が
肩
を
抱
え
て
歩
調
を
合

わ
せ
、
一
時
間
ほ
ど
工
場
を
視

察
す
る
中
で
、
い
ろ
い
ろ
な
質

問
を
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の
印

象
を
隆
介
氏
は
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
ま
す
。

「
そ
れ
ま
で
単
な
る
豪
傑
と

考
え
て
い
た
こ
と
が
間
違
い
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
戦
時
下

の
わ
が
国
の
産
業
経
済
を
よ
く

研
究
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る。」

頭
山
の
身
近
に
接
し
た
人

の
、
こ
う
い
う
感
想
が
貴
重
で

す
。
そ
も
そ
も
隆
介
氏
は
戦
後

四
十
五
年
を
経
て
、
頭
山
の
真

価
を
知
る
人
が
少
な
く
な
っ
た

か
ら
と
、
こ
の
証
言
を
残
し
た

の
で
し
た
。
「
先
生
の
真
髄
に

触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
生

涯
の
大
き
な
思
い
出
の
一
つ
と

な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

翌
日
、
隆
介
氏
は
会
社
で

作
っ
た
富
士
絹
二
反
を
持
っ

て
、
福
岡
市
西
新
町
の
頭
山
の

生
家
・
筒
井
家
を
訪
ね
ま
し
た

（
現
在
は
西
新
プ
ラ
リ
バ

（
旧
・
西
新
岩
田
屋
）
の
敷
地

と
な
っ
て
い
ま
す
）
。
頭
山
は

六
、
七
人
の
揮
喜
依
頼
に
筆
を

執
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た

（
体
調
不
良
が
続
い
て
い
た
た

め
で
し
ょ
う
）
。
し
か
し
、
隆

介
氏
が
会
社
の
講
堂
に
一
枚
、

私
個
人
に
一
枚
、
扁
額
の
揮
妻

を
お
願
い
し
ま
す
と
申
し
出
る

と
、
「
先
生
は
毅
然
と
し
て
筆

を
と
ら
れ
、
ご
令
息
方
の
介
添

え
を
受
け
、
会
社
に
は
『
繊
維

報
国
』
、
私
に
は
『
不
動
如
山
（
動

か
ざ
る
こ
と
山
の
如
し
）
』
と

鮮
か
に
大
書
し
て
下
さ
っ

た
」
。
頭
山
浦
は
二
年
後
に
九

十
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
が
、
八

十
八
歳
で
旅
行
を
す
る
だ
け
で

も
、
当
時
と
し
て
は
信
じ
ら
れ

な
い
ほ
ど
の
頑
健
さ
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

富
士
紡
中
津
工
場
講
堂
の
頭

山
の
額
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ

た
で
し
ょ
う
か
。
中
津
工
場
は

火
災
で
焼
失
し
、
残
念
な
が
ら

現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。

頭
山
の
宇
佐
神
宮
参
拝
と
中

津
工
場
見
学
は
地
元
紙
が
詳
し

く
報
じ
て
い
る
の
で
は
を
い
か

と
思
い
、
中
津
市
立
小
幡
記
念

図
書
館
に
問
い
合
わ
せ
て
み
ま

し
た
。
当
時
の
大
分
合
同
新
聞

を
調
べ
て
く
れ
た
の
で
す
が
、

該
当
す
る
記
事
は
兄
い
だ
せ
ま

せ
ん
で
し
た
。
も
う
一
方
の
額

「
不
動
如
山
」
は
、
隆
介
氏
の

お
子
様
で
あ
る
公
二
氏
が
、
今

も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と

です。
※
安
河
内
公
二
様
、
粕
屋
町
立

歴
史
資
料
館
、
中
津
市
立
小
幡

記
念
図
書
館
の
ご
教
示
・
ご
協

力
に
感
謝
し
ま
す
。

薯
盟
震

噴　∵
醗　塾

写
真
3
　
「
立
雲
」
の
落
款
と
姓

名
印
　
（
白
文
）
・
雅
号
印
「
朱
文
」

［
写
真
説
明
］

写
真
1
は
石
瀧
蔵
の
扁
額
「
億

兆
一
心
」
（
立
雲
書
）
　
で
す
。

写
真
2
は
「
億
」
の
右
肩
に
押

さ
れ
た
印
（
関
防
印
ま
た
は
引

首
印
）
。
何
と
書
い
て
あ
る
か

読
め
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
す

が
、
幸
い
藤
本
尚
則
著
『
頭
山

浦
翁
写
真
伝
』
巻
末
に
印
譜
を

収
め
て
い
て
、
印
の
由
来
を
説

明
し
て
い
ま
す
。
「
以
虚
受
入
」

と
読
み
、
印
材
は
鯨
の
骨
で

す
。
写
真
3
は
「
立
雲
」
の
署

名
（
竹
筆
の
特
徴
が
出
て
い
ま

す
）
と
、
上
が
姓
と
名
を
記
し

た
白
文
印
（
陰
刻
）
、
下
が
雅

号
を
記
し
た
朱
文
印
（
陽
刻
）

で
す
。
こ
の
三
瀬
の
組
み
合
わ

せ
が
最
も
目
に
ふ
れ
や
す
い
も

の
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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