
−125−

　
　
　
　
　
　
編
　
集
　
後
　
記

本
号
二
本
の
論
考
に
奇
し
く
も
登
場
す
る
の
が
大
塩
中
斎
で
あ
る
。

論
考
は
そ
の
行
為
を
是
非
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献

が
資
料
と
し
て
、
そ
れ
も
陽
明
学
の
一
文
献
と
し
て
言
及
し
た
事
実

を
示
し
て
い
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
大
塩
平
八
郎
の
乱
と
い
え
ば
、

そ
れ
を
勇
気
あ
る
起
義
と
見
る
か
体
制
へ
の
無
謀
な
反
乱
と
取
る
か
、

そ
の
評
価
そ
の
も
の
に
、
評
価
者
の
立
場
と
時
代
性
が
表
れ
る
。
漢

末
の
黄
巾
（
の
乱
）
や
清
末
の
太
平
天
国
（
の
乱
）
と
そ
れ
は
同
様

で
あ
る
。

儒
教
は
徳
と
秩
序
を
貴
ぶ
。
無
謀
な
勇
気
を
評
価
し
な
い
。
し
か

し
、
儒
教
の
理
想
が
大
き
く
崩
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、「
権
」
と
し

て
力
の
行
使
を
否
定
し
な
い
。
そ
れ
は
儒
教
の
理
念
が
現
実
の
統
治
、

経
世
済
民
を
最
終
目
的
と
す
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
陽
明
学
は
特
に
現

実
と
の
密
着
し
た
関
係
を
重
視
す
る
。
今
目
の
前
に
あ
る
現
実
に
背

を
向
け
て
何
の
学
問
か
、
と
い
う
思
い
こ
そ
が
陽
明
学
の
核
心
に
あ

る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
謀
な
反
乱
を
肯
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

飽
く
ま
で
も
儒
教
の
理
念
の
遂
行
を
根
底
に
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
は
世
紀
を
超
え
て
人
の
心
を
つ
か
ん
で
き
た
の
だ
と
思
う
。

鈴
置
氏
の
復
刻
し
た
山
田
済
齋
の
年
譜
を
通
読
し
て
、
そ
の
年
次

的
羅
列
に
も
見
え
る
ド
ラ
イ
な
事
実
の
重
層
の
中
か
ら
、
人
文
学
の

熱
量
を
強
烈
に
実
感
す
る
。
そ
れ
は
三
島
中
洲
が
二
松
学
舎
を
立
ち

上
げ
、
山
田
済
齋
が
こ
こ
で
陽
明
学
を
語
り
継
い
だ
、
そ
の
根
底
に

あ
る
熱
量
で
あ
り
、
そ
れ
が
二
松
学
舎
が
二
松
学
舎
と
し
て
続
い
て

き
た
目
に
見
え
な
い
学
問
の
伝
統
を
支
え
て
き
た
の
だ
と
思
う
。

い
ま
目
の
前
の
現
実
に
思
い
を
致
す
。
正
義
無
く
し
て
何
の
学
問

か
。
二
松
の
学
問
の
伝
統
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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