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玄
洋
社
関
係
史

石

！
書
と
人
物
－

以
下
は
、
夢
野
久
作
「
近
世

快
人
伝
」
か
ら
の
引
用
で
す
。

◆

大
正
元
年
頃
で
あ
っ
た
。
桂

内
閣
の
憲
政
擁
護
運
動
の
た
め

に
、
北
海
道
の
山
奥
か
ら
引
っ

ぼ
り
出
さ
れ
た
奈
良
原
到
翁

は
、
上
京
す
る
と
直
ぐ
に
旧
友

頭
山
浦
翁
を
当
時
の
寓
居
の
霊

高
坂
に
訪
れ
た
。

互
い
に
死
生
を
共
に
し
合
っ

た
往
年
の
英
傑
児
同
志
が
、
一

方
は
天
下
の
頭
山
翁
と
な
り
、

一
方
は
名
も
な
き
革
叢
裡
の

窮
措
大
翁
と
な
り
果
て
た
ま
ま

悠
々
久
潤
を
叙
す
る
。
（
中
略
）

そ
れ
か
ら
入
代
り
立
代
り
来

る
頭
山
翁
の
訪
客
を
、
奈
良
原

翁
は
ジ
ロ
リ
ジ
ロ
リ
と
見
迎

え
、
見
送
っ
て
い
た
が
、
や
が

て
床
の
間
に
置
い
て
あ
る
大
き

な
硯
石
に
注
目
し
、
訪
客
の
切

れ
目
に
初
め
て
口
を
開
い
た
。

「
オ
ィ
。
頭
山
。
ア
レ
は
何
や
」

頭
山
翁
は
、
そ
の
硯
を
か
え

り
み
て
微
笑
し
た
。

「
ウ
ム
。
あ
れ
は
俺
が
字
を
書

い
て
や
る
硯
タ
イ
」

奈
良
原
翁
は
、
そ
れ
か
ら
間

も
な
く
頭
山
翁
に
見
送
ら
れ
て

玄
関
を
辞
去
し
た
が
、
門
前
の

広
い
通
り
を
黙
っ
て
二
三
町
行

く
と
、
不
意
に
立
止
っ
て
鵜
の

飛
ん
で
行
く
夕
空
を
仰
い
だ
。

タ
ッ
ク
一
人
で
呵
然
と
し
て
大

笑
し
た
。

「
頭
山
が
字
を
書
く
…
‥
ア
ハ

ハ
ハ
。
頭
山
が
字
を
書
く
。
ア

ハ
ハ
。
頭
山
が
書
を
頼
ま
れ
る

世
の
中
に
な
っ
て
は
モ
ウ
イ
カ

ン
、
世
の
中
は
オ
シ
マ
イ
じ
ゃ

ワ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
…
…
」

そ
こ
い
ら
に
遊
ん
で
い
る
子

供
等
が
皆
、
ビ
ッ
ク
リ
し
て
家

の
中
へ
逃
込
ん
だ
。
（
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
の
電
子
図
書
館

「
青
空
文
庫
」
か
ら
引
用
）

◆

奈
良
原
至
は
明
治
九
年
、
堅

志
社
に
属
し
、
前
原
一
誠
の
萩

の
乱
に
連
座
し
て
、
箱
田
六

輔
・
頭
山
浦
・
進
藤
喜
平
太
ら

と
と
も
に
投
獄
さ
れ
ま
し
た
。

箱
田
だ
け
は
懲
役
に
服
し
、
頭

山
・
奈
良
原
ら
は
今
で
言
う
処

分
保
留
と
い
う
形
で
釈
放
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
で
夢
野
久
作
は

「
死
生
を
共
に
し
合
っ
た
往
年

の
英
傑
児
同
志
」
と
書
い
た
の

で
す
。
大
正
元
年
と
言
え
ば
明

治
四
十
五
年
。
萩
の
乱
か
ら
三

十
六
年
を
経
過
し
て
い
ま
す
。

お
も
し
ろ
い
の
は
、
田
舎
暮

ら
し
で
食
う
や
食
わ
ず
の
貧
窮

に
陥
っ
て
い
る
奈
良
原
が
（
事

実
は
と
も
か
く
夢
野
久
作
は
そ

う
描
い
て
い
ま
す
）
、
天
下
の

名
士
と
な
っ
て
揮
妻
依
頼
を
受

け
て
い
る
頭
山
を
批
評
し
て
い

る
部
分
で
す
。
「
頭
山
が
書
を

頼
ま
れ
る
世
の
中
に
な
っ
て
は

モ
ウ
イ
カ
ン
」
と
い
う
わ
け
で

す
。
も
ち
ろ
ん
頭
山
は
そ
れ
を

鼻
に
か
け
て
、
ふ
ん
そ
り
か
え

っ
て
、
い
ぼ
り
ち
ら
す
よ
う
な

人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
頼
ま
れ

た
ら
断
れ
な
い
と
い
う
性
格
、

も
し
く
は
そ
う
い
う
生
き
方
を

自
分
に
課
し
て
い
た
の
で
し
ょ

う
○

頭
山
の
書
は
掛
け
軸
に
し
て

も
、
扁
額
に
し
て
も
、
年
号
や

年
齢
の
記
載
が
な
く
、
い
つ
書

か
れ
た
も
の
か
が
特
定
で
き
な

い
の
が
残
念
で
す
。
わ
ず
か
に

見
て
の
感
想
に
過
ぎ
ま
せ
ん

が
、
や
は
り
時
代
に
よ
る
変
遷

は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
時
代
が
特

定
で
き
そ
う
な
の
は
、
雑
誌
や

単
行
本
の
口
絵
と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
色
紙
で
す
。
こ
れ
ら

は
出
版
年
の
ご
く
近
い
時
期
に

書
か
れ
て
い
る
は
ず
で
、
デ
ー

タ
を
集
積
す
る
と
一
定
の
傾
向

が
つ
か
め
る
で
し
ょ
う
。
ご
く

大
ま
か
に
言
え
ば
、
初
期
の
も

の
は
頭
山
ら
し
い
奔
放
さ
に
欠

け
る
よ
う
で
す
。
そ
う
だ
と
す

る
と
、
頭
山
の
書
は
規
範
か
ら

は
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
が
、
そ
れ
は
規
範
を
押
さ
え

た
上
で
の
逸
脱
と
言
え
そ
う
で

す。
書
家
は
頭
山
の
書
を
ど
う
見

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
疋
田
寛
吉
氏
が

「
世
界
日
報
」
に
連
載
し
た
「
近

代
文
化
人
の
書
」
の
中
で
取
り

上
げ
て
い
る
こ
と
を
、
昨
年
、

頭
山
輿
助
氏
か
ら
教
え
ら
れ
ま

し
た
。
疋
田
氏
の
見
解
は
私
も

同
意
で
き
る
こ
と
が
多
く
、
疋

田
氏
に
会
っ
て
み
た
い
も
の
だ

と
思
い
ま
し
た
。

後
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
疋
田

氏
は
詩
人
、
書
道
評
論
家
で
、

一
九
二
三
年
生
、
一
九
九
八
年

没
。
私
が
そ
の
名
を
知
っ
た
時

に
は
す
で
に
故
人
で
し
た
。
「
近

代
文
化
人
の
書
」
は
『
喜
美
求

心
　
近
代
文
化
人
の
書
二
一

九
九
〇
年
、
平
凡
社
）
に
収
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
疋
田
氏
は
専

門
の
書
家
の
書
よ
り
も
、
画
家

や
文
人
の
書
に
惹
か
れ
る
も
の

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
特
に
含

津
八
一
と
川
端
康
成
を
高
く
評

価
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
画

家
・
文
人
に
混
じ
っ
て
副
島
種

臣
・
犬
養
毅
・
頭
山
浦
の
名
が

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
副
島
、

犬
養
は
定
番
の
能
筆
と
言
え
そ

う
で
す
が
、
頭
山
を
加
え
て
い

る
と
こ
ろ
に
疋
田
氏
の
異
才
が

垣
間
見
え
ま
す
。

頭
山
に
つ
い
て
、
疋
田
氏
は

こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
「
謎
に

包
ま
れ
た
頭
山
浦
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
如
実
に
語
る
も
の
は
、

唯
一
そ
の
遺
墨
だ
け
で
あ
る
。
」

す
で
に
こ
こ
に
疋
田
氏
の
非

凡
を
鑑
賞
眼
が
う
か
が
わ
れ
ま

す
。
疋
田
氏
の
評
価
の
基
準
は

た
だ
書
の
み
で
す
。
続
け
て
こ

う
言
い
ま
す
。
「
頭
山
の
書
に

は
不
思
議
な
独
特
の
説
得
力
の

あ
る
書
格
が
あ
る
の
た
。
ス
ケ

ー
ル
が
大
き
く
筆
力
が
新
鮮

で
、
半
世
紀
経
っ
て
名
前
は
忘

れ
ら
れ
て
も
、
そ
の
書
は
今
も

脈
動
し
続
け
て
い
る
。
並
の
技

法
や
善
美
か
ら
は
み
だ
し
、
過

去
の
枠
に
納
ま
ろ
う
と
し
な
い

のだ。」頭
山
の
書
は
西
郷
隆
盛
、
副

島
種
臣
の
書
に
似
て
い
る
と
も

述
べ
て
い
ま
す
が
、
私
は
山
岡

鉄
舟
も
加
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
確
か
に
頭
山
の
書
と
通
い

合
う
何
か
を
感
受
す
る
の
で

す。

「
木
堂
（
犬
養
毅
）
は
早
く

か
ら
頭
山
の
書
を
面
白
く
見
て

い
た
。
唐
墨
を
人
か
ら
贈
ら
れ

る
と
お
す
そ
わ
け
し
た
り
、
頭

山
の
書
に
向
き
そ
う
な
太
い
竹

筆
を
送
っ
た
り
し
て
い
る
。
」

（疋田氏）

頭
山
が
竹
筆
を
使
い
始
め
る

き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
犬
養

毅
な
の
で
し
た
。

平
凡
社
の
『
書
の
日
本
史

第
八
巻
　
明
治
／
大
正
／
昭

和
』
　
（
一
九
七
五
）
　
で
も
頭
山

の
書
を
収
め
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
頭
山
か
ら
三
浦
老
台
（
三
浦

梧
楼
）
宛
て
、
大
正
六
年
の
書

簡
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
一

見
し
て
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。

ご
く
ふ
つ
う
の
書
風
で
、
頭
山

ら
し
さ
が
微
塵
も
あ
り
ま
せ

ん
。
「
頭
山
浦
」
と
い
う
署
名

も
掛
け
軸
や
扁
額
に
見
る
も
の

と
は
違
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ

を
異
筆
な
い
し
偽
筆
と
決
め
つ

け
る
の
は
や
め
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
時
代
に
よ
る
変
遷
も
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
す
。

『
善
美
求
心
　
近
代
文
化
人

の
蓋
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の

は
「
洗
心
　
立
雲
」
＝
写
真
＝

で
、
右
上
の
関
防
印
は
前
回
紹

介
し
た
「
以
虚
受
入
」
、
署
名

の
下
の
白
文
印
（
陰
刻
）
は
「
頭

山
浦
」
と
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
来
は
そ
の
下
に
雅
号
「
立

雲
」
と
記
し
た
末
文
印
（
陽
刻
）

が
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
ス

ペ
ー
ス
が
な
く
て
略
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。

「
洗
心
」
は
大
塩
平
八
郎
の

塾
名
「
洗
心
洞
」
を
想
起
さ
せ

ま
す
。
「
洗
心
」
の
典
拠
は
『
易

経
』
で
す
。
頭
山
の
真
筆
に
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
筆
は
竹

筆
で
は
な
く
、
墨
を
た
っ
ぷ
り

含
ん
だ
毛
筆
で
す
。

付
記
　
福
岡
県
出
身
の
漫
画

家
小
林
よ
し
の
り
氏
が
『
大
東

亜
論
　
巨
傑
誕
生
篇
』
を
刊
行

し
ま
し
た
（
二
〇
一
四
年
一

月
、
小
学
館
）
。
月
刊
誌
『
S

A
P
I
O
』
に
連
載
さ
れ
て
い

て
、
今
後
数
巻
に
及
ぶ
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
帯
に
は
「
西
郷

隆
盛
の
遺
志
を
継
ぐ
者
　
玄
洋

社
・
顕
山
浦
の
勇
躍
を
見
よ
」

と
あ
り
ま
す
。
頭
山
の
生
涯
を

真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の

で
す
。
従
来
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
で
な
い
、
頭
山
浦
像
を
見
事

に
描
い
て
い
ま
す
。

書
棚
鯉
「ヽ闘

四
を
色
調
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