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編
集
後
記

　

二
〇
一
五
年
度
も
あ
っ
と
い
う
間
に
駆
け
抜
け
て
行
っ
た
よ
う
な
気
が

す
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
の
一
年
が
充
実
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
ろ
う
。

　

二
〇
一
五
年
度
の
メ
イ
ン
・
イ
ヴ
ェ
ン
ト
は
何
と
い
っ
て
も
一
〇
月

一
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
「
八
重
山
諸
島
の
芸
能
に
触
れ
る
―
琉
球
大
学
八

重
山
芸
能
研
究
会
に
よ
る
公
演
―
」
で
あ
っ
た
。
本
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化

研
究
所
の
主
催
、
本
学
音
楽
学
会
、
同
国
際
文
化
学
会
、
同
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
の
共
催
で
開
催
さ
れ
た
本
公
演
は
、
八
重
山
諸
島
の
島
々
の
暮
ら

し
の
中
で
歌
い
、
踊
り
継
が
れ
て
き
た
豊
か
な
芸
能
を
味
わ
う
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
御
用
意
い
た
だ
い
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
演
目
と
な
っ

て
い
る
八
重
山
諸
島
の
歌
に
つ
い
て
、
歌
詞
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
そ
の
意
味
と
由
来
が
、
舞
踊
に
つ
い
て
は
演
目
の
写
真
も
含
め

て
、
顧
問
で
あ
る
山
里
純
一
氏
（
琉
球
大
学
教
授
）
の
手
に
よ
っ
て
丁
寧

に
解
説
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
一
冊
で
八
重
山
芸
能
の
魅
力

を
味
わ
い
、
基
本
的
な
知
識
を
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の
に
仕
上
が
っ
て
い

る
。

　

公
演
は
、
休
憩
を
は
さ
ん
で
の
二
部
構
成
で
、
座
開
き
と
し
て
の
「
斉

唱　

赤
馬
節
・
か
た
み
節
」
に
始
ま
り
、「
舞
踊　

目
出
度
節
」「
独
唱　

ち
ん
だ
ら
節　

安
里
屋
節
」「
舞
踊　

月
夜
浜
節
」「
民
俗
芸
能　

ダ
ー

ト
ゥ
ー
ダ
ー
」「
浜
遊
び
」、
そ
し
て
「
フ
ィ
ナ
ー
レ
」
で
「
弥
勒
節
・
や

ら
よ
う
節
」
が
歌
わ
れ
て
大
歓
声
の
う
ち
に
終
演
と
な
っ
た
。

　

本
公
演
の
目
玉
は
何
と
い
っ
て
も
「
民
俗
芸
能　

ダ
ー
ト
ゥ
ー
ダ
ー
」

で
あ
ろ
う
。
八
重
山
諸
島
の
小
浜
島
に
の
み
残
る
こ
の
芸
能
は
、
今
や
島

外
で
は
演
じ
ら
れ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
今
回
、
本
学
で

こ
れ
が
演
じ
ら
れ
る
の
は
山
里
純
一
氏
の
御
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
八
重
芸
の
半
世
紀
に
わ
た
る
活
動
の
裏
打
ち
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

こ
こ
に
記
し
て
、
山
里
先
生
に
は
あ
ら
た
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

満
員
の
観
客
が
こ
の
「
ダ
ー
ト
ゥ
ー
ダ
ー
」
に
く
ぎ
付
け
に
な
っ
た
こ
と

は
記
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
公
演
も
大
成
功
で
あ
っ
た
。
懇
親
会

で
は
気
持
ち
よ
く
祝
杯
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

続
く
一
一
月
一
九
日
に
は
、
早
坂
優
子
氏
（
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
事

務
局
文
化
財
課
調
査
普
及
係
）
に
よ
る
公
開
研
究
会
が
「
都
市
部
の
墓
か

ら
見
る
現
代
沖
縄
―『
霊
園
型
墓
地
』
と
そ
の
利
用
者
―
」
と
題
し
て
行

わ
れ
た
。
報
告
は
、
近
年
、
沖
縄
県
那
覇
市
、
沖
縄
市
周
辺
と
い
っ
た
本

島
中
南
部
の
都
市
部
に
増
え
て
い
る
「
霊
園
型
墓
地
」
を
取
り
上
げ
、
そ

の
普
及
の
過
程
や
利
用
の
さ
れ
方
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
現
代
沖

縄
の
墓
と
社
会
の
変
化
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
沖
縄
の
墓
と
言
え

ば
「
亀
甲
墓
」
が
有
名
で
あ
る
が
、
都
市
化
が
進
む
地
域
で
進
行
し
て
い

る
墓
の
在
り
方
の
変
化
や
「
墓
地
行
政
」
と
い
っ
た
内
容
は
新
鮮
な
も
の

で
あ
り
、
興
味
深
い
報
告
で
あ
っ
た
。

　

今
年
度
も
生
涯
学
習
講
座
「
知
り
た
い
っ
ち
ゃ
沖
縄　

行
き
た
い
っ

ち
ゃ
沖
縄
」
の
受
講
生
と
と
も
に
沖
縄
ツ
ア
ー
を
実
施
し
た
（
一
二
月

二
〇
―
二
三
日
）。
二
〇
一
五
年
は
、
第
二
尚
氏
王
統
の
始
祖
で
あ
る
尚

円
王
の
生
誕
六
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
出
身
地
で
あ
る
伊
是
名
島

を
訪
ね
た
。「
逆
田
」
を
は
じ
め
、『
球
陽
』
に
記
さ
れ
て
い
る
尚
円
ゆ
か
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り
の
地
を
訪
ね
、
ま
た
島
に
残
る
「
伊
是
名
玉
御
殿
」
を
訪
ね
た
。「
伊

是
名
玉
御
殿
」
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
そ
れ
が
そ
こ
に
そ
の
よ
う
に
配
置
さ

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
「
そ
も
そ
も
論
」
を
、
同
行
し
た
犬
飼
公
之
氏

（
本
学
名
誉
教
授
）
が
、
沖
縄
の
他
界
観
と
い
う
点
か
ら
、
首
里
に
あ
る

「
玉
陵
」
や
浦
添
に
あ
る
「
浦
添
よ
う
ど
れ
」
と
対
比
し
な
が
ら
読
み
解

い
て
い
か
れ
た
こ
と
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
沖
縄
研
究
の
深
さ
を

感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

　

ま
た
、
今
回
の
ツ
ア
ー
で
は
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
の
安
里
進
館

長
か
ら
館
内
の
所
蔵
品
に
つ
い
て
懇
切
丁
寧
に
御
案
内
い
た
だ
い
た
。

「
目
か
ら
う
ろ
こ
」
の
お
話
も
あ
り
、
参
加
者
一
同
、
あ
ら
た
め
て
琉

球
・
沖
縄
史
の
魅
力
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
安
里
館
長
に
は
こ
の
場

を
借
り
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　

安
里
先
生
を
囲
ん
で
の
懇
親
会
で
は
、
旧
知
の
山
里
純
一
氏
や
宮
城
幸

子
氏
、
早
坂
優
子
氏
も
参
加
さ
れ
、
旧
交
を
温
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
楽

し
い
思
い
出
で
あ
る
。

　

さ
て
、
二
〇
一
六
年
度
は
ど
の
よ
う
な
年
に
し
よ
う
か
。
今
か
ら
楽
し

み
で
あ
る
。

（
文
責　

今
林
直
樹
）


