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▼
▼
編
集
後
記
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現
職
時
、
那
覇
と
小
月
で
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
の
車
列
に
対
し
、
一
般
道

路
上
で
と
列
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
際
、
自
衛
官
し
か
い
な
い
場
所
で
、
両

陛
下
が
車
窓
を
開
け
手
を
振
っ
て
い
た
だ
い
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。 

例
に
よ
っ
て
、
内
容
に
関
す
る
責
任
は
全
て
支
部
長
に
あ
り
、
特
に
規
則

等
に
定
め
て
あ
る
も
の
以
外
は
私
の
個
人
的
見
解
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
遠
慮
な
く
お
知
ら
せ
下
さ
い
。 

 
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
の
「
た
い
し
も
通
信
」
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
で

す
。
こ
う
書
く
と
、
ネ
タ
も
尽
き
た
だ
ろ
う
し
、
つ
い
に
廃
刊
か
？ 

と
思

わ
れ
る
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
だ
ま
だ
が
ん
ば
り
ま
す
の
で
、

も
う
し
ば
ら
く
お
付
き
合
い
下
さ
い
。
お
知
ら
せ
す
る
内
容
は
、
こ
れ
ま
で

郵
送
で
新
聞
を
お
送
り
し
て
い
た
会
員
様
に
も
、
こ
の
「
た
い
し
も
通
信
」

が
同
封
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
と
、
山
口
県
隊
友
会
HP

中
の
「
支
部

だ
よ
り
」
に
て
本
誌
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
調
子
に
乗

っ
た
つ
い
で
に
、
今
後
は
過
去
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
掲
載
し
て
も
ら
う
よ

う
調
整
す
る
つ
も
り
で
す
。 

 

下
関
戦
跡
シ
リ
ー
ズ
９
回
目
、
今
回
は
下
関
市
と
皇
室
に
つ
い
て
で
す
。

ま
す
が
、
あ
ま
り
に
詳
し
過
ぎ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
抜
粋
し
て
紹
介
し
ま

す
。 

た
い
し
も
通
信

 
下
関
市
と
皇
室
の
関
係
で
最
も
有
名
な
の
が
元
歴
２
年
／
寿
永
４
年

(

1183

年)

の
壇
ノ
浦
の
戦
い
に
お
け
る
、
当
時
わ
ず
か
８
歳(

数
え
年
／
満
年

齢
は
６
歳
４
か
月)

で
あ
っ
た
安
徳
天
皇
の
入
水
で
し
ょ
う
。
実
は
密
か
に

生
き
延
び
て
い
た
、
な
ど
の
伝
説
は
日
本
各
地
に
存
在
し
ま
す
が
、
と
り
あ

え
ず
下
関
に
関
係
が
あ
る
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
す
。 

◆
壇
ノ
浦
の
戦
い 

こ
れ
ま
で
の
説
と
は
別
に
、
海
中
か
ら
確
保
し
た
御
遺
骸
を
運
ぶ
途
中
、

豊
田
湖
あ
た
り
で(

牛
車
が)

全
く
動
か
な
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
周
辺
の
適

地
に
葬
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、「
安
徳
天
皇
西
市
御
陵
墓
参
考
地(

王
居

止
御
陵)

」
と
し
て
宮
内
庁
に
よ
り
指
定
さ
れ
、
市
内
豊
田
町
地
吉
に
あ
り
、

石
碑
と
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
参
考
地
と
い
う
の
が
曲
者
で
、
指
定
さ
れ
た

安
徳
天
皇
の
も
の
で
も
全
国
に
５
か
所
ほ
ど
存
在
し
て
い
ま
す
。 

し
か
し
個
人
的
に
は
三
種
の
神
器
の
一
部
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
義
経

が
、
隠
蔽
目
的
で
こ
ち
ら
に
埋
葬
し
て
朝
廷
に
対
し
て
は(

当
初)

安
徳
天
皇

は
消
息
不
明
で
あ
る
、
と
報
告
し
て
い
た
の
で
は
と
い
う
理
由
か
ら
、
こ
ち
ら

が
最
も
有
力
か
な
と
思
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。 

れ
ん
ち)

」。
殯(

ひ
ん
、
も
が
り)

と
は
遺
体
を
納
棺
し
て
仮
安
置
し
、
別
れ

を
惜
し
み
、
死
者
の
霊
魂
を
畏
れ
、
か
つ
慰
め
、
死
者
の
復
活
を
願
い
つ
つ

も
、
遺
体
の
腐
敗
・
白
骨
化
な
ど
の
物
理
的
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ

り
、
死
者
の
最
終
的
な
「
死
」
を
確
認
す
る
儀
式
の
こ
と
で
す
。
斂(

れ
ん)

と
は
死
体
を
棺
に
収
め
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
場
所
は
市
内
伊
崎
町
で
、

こ
こ
に
は
赤
い
鳥
居
と
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。 

◆
御
陵
墓
参
考
地 

下
関
戦
跡
シ
リ
ー
ズ
９
回
目
、
今
回
は
広
義
で
の
戦
跡(

こ
じ
つ
け
が
だ

い
ぶ
苦
し
い
‼)

、
下
関
市
と
皇
室
に
つ
い
て
を
前
・
後
編
の
２
回
に
分
け
て

お
送
り
し
ま
す
。
皇
室
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
関
東
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り

ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
下
関
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
前
編
で

は
特
に
壇
ノ
浦
の
戦
い
、
つ
ま
り
安
徳
天
皇
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
ま
す
。 

◇ 
 

 
 

 
 

◇ 
 

 
 

 
 

◇ 

◆
御
旅
所 

壇
ノ
浦
の
戦
い
の
翌
日
、
漁
師
が
網
に
か
か
っ
た
御
尊
骸
を
引
き
上
げ

て
、
一
時
的
に
安
置
し
た
、
と
い
う
御
旅
所(

お
た
び
し
ょ)

が
あ
り
ま
す
。 

 
 

御
旅
所
と
は
本
来
、
旅
の
途
中
で
高
貴
な
方
が
休
憩
さ
れ
る
場
所
の
事
で

す
。
正
式
な
名
称
は
「
赤
間
神
宮
小
門
御
旅
所(

安
徳
天
皇
殯
斂
地(

ひ
ん 

◆
陵 

 

陵(

み
さ
さ
ぎ)

と
は
天
皇
や
皇
后
の
墓
の
こ
と
で
、
宮
内
庁
に
よ
り
市
内
阿

弥
陀
町
に
あ
る
阿
彌
陀
寺
陵(

あ
み
だ
じ
の
み
さ
さ
ぎ)

に
治
定
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
明
治
時
代
の
廃
仏
毀
釈
運
動
に
よ
り
阿
彌
陀
寺
は
廃
さ
れ
、
現
在
の

安
徳
天
皇
を
祀
る
赤
間
神
宮
境
内
と
な
り
ま
し
た
。 



第 38号       令和５年 11月 15日（水） 
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万
世
一
系
の･･･

と
は
い
え
、
日
本
武
尊
ま
で
く
る
と
さ
す
が
に
神
話
的

色
彩
が
濃
く
な
っ
て
き
ま
す
が
、
自
分
は
そ
の
当
時
生
起
し
た
大
き
な
イ
ベ

ン
ト
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
、
と
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
こ
れ
ら

の
遺
跡
等
が
風
化
し
て
い
く
こ
と
の
方
が
心
配
で
す
。 

例
に
よ
っ
て
、
内
容
に
関
す
る
責
任
は
全
て
支
部
長
に
あ
り
、
特
に
規
則

等
に
定
め
て
あ
る
も
の
以
外
は
私
の
個
人
的
見
解
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
遠
慮
な
く
お
知
ら
せ
下
さ
い
。 

 

た
い
し
も
通
信

 
仲
哀
天
皇
と
は
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
第
14

代
天
皇
で
、

日
本
武
尊
を
父
に
持
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

壇
ノ
浦
の
戦
い
の
985

年
前
、
熊
襲(

現
在
の
九
州
南
部
に
本
拠
地
を
構

え
、
大
和
王
権
に
抵
抗
し
た
と
さ
れ
る
人
々
の
こ
と)

討
伐
の
た
め
、
筑
紫

(

現
在
の
福
岡
県
の
う
ち
、
北
九
州
市
な
ど
の
あ
る
東
側
地
域
を
除
い
た
部

分)

に
赴
い
た
仲
哀
天
皇
が
突
然
崩
御
さ
れ
、
ご
遺
体
は
関
門
海
峡
を
渡
り

「
宍
戸(

穴
門
と
も
書
く
。
長
門
国
の
こ
と
で
本
市
を
含
む
現
在
の
山
口
県

西
部
及
び
北
部)

の
豊
浦
宮(

現
在
の
忌
宮
神
社
及
び
そ
の
周
辺)

」
で
殯
さ

れ
、
長
府
侍
町
の
日
頼
寺
に
「
仲
哀
天
皇
御
殯
斂
地
」
の
塚
と
石
碑
が
あ
り
、

現
在
こ
の
地
は
宮
内
庁
管
轄
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
殯
す
る
」
と
は
ご
遺
体

を
仮
安
置
す
る
こ
と
で
し
た
ね
。
仮
と
は
い
え
な
ぜ
下
関
に
、
と
疑
問
を
持

た
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
、
天
皇
が
九
州
の
熊
襲
平
定
の
た

め
に
皇
居
豊
浦
宮
を
興
し
、
７
年
間
こ
の
地
で
政
治
を
行
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。 

日
頼
寺
は
元
々
極
楽
寺
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
後
年
、
毛
利
元
就
の

四
男
元
清
が
、
父
元
就
の
法
号
に
ち
な
み
「
日
頼
寺
」
と
改
称
し
、
菩
提
寺

と
し
ま
し
た
。 

数
方
庭
祭
で
有
名
な
忌
宮
神
社
で
す
が
、
本
来
は
仲
哀
天
皇
の
他
に
そ
の

妃
で
あ
る
神
功
皇
后
、
さ
ら
に
は
応
神
天
皇
を
祀
る
神
殿
の
三
殿
別
立
と
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
火
災
に
よ
り
全
て
忌
宮
に
合
祀
さ
れ
現
在
に
至
り
ま

す
。
ま
た
そ
の
由
来
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

◆
仲
哀
天
皇 

明
治
５
年(

1872

年)

に
明
治
天
皇
が
西
日
本
を
巡
幸(

天
皇
が
居
所
か
ら
外

出
さ
れ
る
こ
と
で
、
単
一
目
的
地
の
場
合
は
行
幸
、
目
的
地
が
複
数
あ
る
場

合
が
巡
幸)

さ
れ
ま
し
た
。
明
治
天
皇
初
と
な
る
こ
の
巡
幸
は
、
５
月
に
東
京

を
出
発
し
、
伊
勢･

京
都･

大
阪･

下
関･

長
崎･

熊
本･

鹿
児
島
を
周
り
、
７
月

に
東
京
に
戻
る
と
い
う
２
か
月
の
行
程
で
、
西
郷
隆
盛
が
同
行
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
同
年
６
月
に
巡
幸
中
の
明
治
天
皇
が
海
路
で
下
関
に
上
陸
、
３
泊
さ

れ
ま
し
た
。 

こ
れ
を
記
念
し
て
皇
紀
2600

年(

1940

年)

に
「
明
治
天
皇
御
上
陸
地
聖
蹟
」
の

石
塔
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
場
所
は
市
内
南
部
町
、
国
道
９
号
線
海
側
あ
る

か
ぽ
ー
と
の
「
水
の
ひ
ろ
ば
」
横
で
す
。 

 『
第
十
四
代
仲
哀
天
皇
は
、
九
州
の
熊
襲
の
叛
乱
を
平
定
の
た
め
ご
西
下
、

こ
こ
穴
門(

長
門)

豊
浦(

長
府)

に
仮
の
皇
居
を
興
さ
れ
た
が
仲
哀
天
皇
七
年

旧
暦
の
七
月
七
日
に
朝
鮮
半
島
の
新
羅
国
の
塵
輪
が
熊
襲
を
煽
動
し
豊
浦
宮

に
攻
め
寄
せ
た
。(

中
略)

天
皇
は(

中
略)

御
自
ら
弓
矢
を
と
っ
て
塵
輪
を
見

事
に
射
倒
さ
れ
た
、(

中
略)

皇
軍
は
歓
喜
の
あ
ま
り
矛
を
か
ざ
し
旗
を
振
り

な
が
ら
塵
輪
の
屍
の
ま
わ
り
を
踊
り
ま
わ
っ
た
の
が
数
方
庭
の
起
源
と
伝
え

ら
れ(

後
略)･･･

』
と
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
忌
の
漢
字
は
何
だ
か
悪
い
意

味
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
本
来
は
「
神
に
対
し
て
身
を
清
め
穢
れ
を

避
け
て
慎
む
こ
と
」
と
あ
り
、
特
に
平
安
時
代
以
前
は
「
斎
」
と
同
意
語
で

あ
り
、
悪
い
意
味
で
は
な
い
よ
う
で
す
。 

 

◆
明
治
天
皇 

下
関
戦
跡
シ
リ
ー
ズ
10
回
目
、
下
関
市
と
皇
室
に
つ
い
て
の
後
編
で
す
。

前
編
で
は
壇
ノ
浦
の
戦
い
、
つ
ま
り
安
徳
天
皇
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
ま
し

た
。
今
回
の
後
編
で
は
さ
ら
に
前
後
の
時
系
列
に
お
い
て
下
関
の
ト
ピ
ッ
ク

ス
と
な
る
仲
哀
天
皇
及
び
明
治
天
皇
の
お
話
し
を
し
ま
す
。 

ち
ゅ
う
あ
い 

 

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と 

く

ま

そ 

あ

な

と 

と
ゆ
ら
の
み
や 

ひ
ん 

に
ち
ら
い
じ 

も
と
き
よ 

も
と
な
り 

じ
ん
り
ん 


