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『
な
か
ま
』
を
ご
愛
読
の
皆
様
、

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。 

市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
健
や
か
に
希
望
に
輝
く
新
年

を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
ご

ろ
か
ら
佐
倉
市
政
の
運
営
に
あ
た

り
、
格
別
の
ご
支
援
を
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。 

私
は
、
昨
年
４
月
の
統
一
地
方

選
挙
に
お
き
ま
し
て
、
「
安
心
で

き
る
高
齢
化
・
少
子
化
時
代
の
福

祉
の
充
実
」
「
暮
ら
し
や
す
い
生

活
環
境
の
整
備
」
「
次
世
代
を
担

う
青
少
年
の
育
成
」
「
産
業
経
済

の
活
性
化
」
「
公
正
、
透
明
で
効

率
的
な
行
政
運
営
」
の
５
つ
の
基

本
政
策
を
掲
げ
、
市
民
の
皆
様
の

ご
信
任
を
い
た
だ
き
、
３
期
目
の

佐
倉
市
政
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

平
成
19
年
４
月
の
市
長
就
任
以

来
、
２
期
８
年
に
わ
た
り
、
し
が

ら
み
の
な
い
、
ク
リ
ー
ン
な
政
治

を
モ
ッ
ト
ー
に
、
長
年
の
懸
案
で

あ
っ
た
志
津
霊
園
問
題
や
財
政
の

建
て
直
し
な
ど
山
積
す
る
諸
問
題

の
解
決
に
奔
走
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。
そ
の
間
、
皆
様
か
ら
の
ご
支

援
、
ご
協
力
を
賜
り
、
多
く
の
課

題
が
解
決
に
至
っ
た
も
の
と
考
え

て
お
り
ま
す
。 

過
去
の
負
の
遺
産
を
一
掃
し
た

今
、
佐
倉
市
百
年
の
計
を
見
据
え
、

未
来
に
向
け
て
、
新
た
な
ふ
る
さ

と
佐
倉
づ
く
り
に
邁
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。
子
育
て
し
や
す
く
学
び

や
す
く
老
後
を
過
ご
し
や
す
い
、

将
来
に
希
望
の
持
て
る
選
ば
れ
る

ま
ち
を
目
指
し
て
、
各
種
施
策
に

鋭
意
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

特
に
高
齢
者
の
皆
様
に
は
、
住
み

な
れ
た
こ
こ
佐
倉
の
地
で
、
い
つ

ま
で
も
活
き
活
き
と
、
自
分
ら
し

く
、
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
た
だ

く
た
め
、
『
認
知
症
施
策
の
推
進
』

や
『
在
宅
医
療
と
介
護
連
携
の
推

進
』
、
『
生
活
支
援
や
介
護
予
防
の

充
実
』
と
併
せ
て
『
シ
ニ
ア
世
代

の
力
を
生
か
す
生
き
が
い
対
策
』

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
今
後
と
も
市
政
運
営
に
ご
理

解
と
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
、
心
か
ら
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 

さ
て
、
平
成
28
年
の
干
支
は
申

で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
こ
こ
に

「
申
」
と
い
う
文
字
を
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
申
」
は
草

木
が
伸
び
き
り
、
果
実
が
成
熟
し

て
堅
く
な
っ
て
い
く
状
態
を
表
す

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
サ

ル

」

は

「

去

る

」

を

意

味

し

、

「
悪
い
こ
と
が
去
る
」
「
病
が
去

る
」
な
ど
、
幸
せ
を
運
ぶ
も
の
と

す
る
説
も
ご
ざ
い
ま
す
。 

本
年
が
市
民
の
皆
様
に
と
り
ま

し
て
実
り
の
あ
る
、
平
和
で
幸
多

い
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
心
か
ら

ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
年
頭

の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 
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先
の
大
戦
の
史
跡
ア
ウ
シ
ュ
ビ

ッ
ツ
強
制
収
容
所
と
ビ
ル
ケ
ナ
ウ

強
制
絶
滅
収
容
所
に
行
く
機
会
が

あ
っ
た
の
で
訪
ね
て
き
ま
し
た
。 

ま
ず
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
で
唯

一
の
日
本
人
ガ
イ
ド
中
西
さ
ん
の

説
明
を
聞
き
、
建
物
の
各
部
屋
各

展
示
品
を
見
学
。
お
び
た
だ
し
い

数
の
靴
の
山
。
名
前
の
書
い
て
あ

る
鞄
の
山
な
ど
、
ま
た
人
間
の
脂

肪
で
作
っ
た
石
鹸
を
見
た
時
は
、

さ
す
が
に
シ
ョ
ッ
ク
で
ま
と
も
に

見
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。 

人
間
は
な
ん
て
残
虐
な
ん
だ
。

肉
食
獣
だ
っ
て
無
駄
な
殺
戮
は
し

な
い
。
な
の
に
人
間
は
な
ぜ
殺
し

合
い
を
繰
り
返
す
の
だ
ろ
う
か
。

哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
人
間
は
歴

史
か
ら
何
も
学
ば
な
い
。
そ
れ
が

最
大
の
歴
史
の
教
訓
だ
」
と
い
っ

て
い
ま
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
の

教
訓
を
平
均
年
齢

38
歳
の
ナ
チ

ス
党
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
内
閣
は
何
も
学

ん
で
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ユ

ダ
ヤ
人
大
虐
殺
へ
突
っ
走
っ
た
の

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
嫌
悪
感
な
の

か
、
地
球
上
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
を
抹

殺
し
よ
う
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

ビ
ル
ケ
ナ
ウ
を
見
学
し
た
時
、

ナ
チ
ス
が
人
と
し
て
の
思
考
力
を

な
く
し
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
心

さ
え
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

に
思
え
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
を
家
畜
以

下
に
扱
い
劣
悪
と
い
う
言
葉
以
上

い
い
よ
う
の
無
い
ひ
ど
い
建
物
に

閉
じ
込
め
死
へ
と
向
か
わ
せ
た
。 

東
西
冷
戦
崩
壊
後
の
セ
ル
ビ
ア

人
の
コ
ソ
ボ
人
虐
殺
、
ま
た
現
在

も
続
い
て
い
る
ス
ン
ニ
派
と
シ
ー

ア
派
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
同
士
の
殺

し
合
い
等
々
、
自
己
誇
示
欲
、
独

占
欲
等
を
も
っ
て
他
民
族
他
宗
教

へ
の
排
他
心
を
あ
ら
わ
に
し
て
殺

戮
へ
と
突
っ
走
る
。 

戦
争
は
破
壊
と
絶
望
と
失
望
し

か
も
た
ら
さ
な
い
人
類
が
犯
す
最

大
か
つ
恥
辱
に
充
ち
た
行
動
だ
。

人
間
は
な
ぜ
歴
史
の
教
訓
を
学
ぼ

う
と
し
な
い
の
か
。
考
え
さ
せ
ら

れ
る
旅
で
し
た
。 

 

（
大
蛇
町 

内
田 

節
） 

 

    

私
の
小
学
校
入
学
は
昭
和
15
年

で
、
尋
常
高
等
小
学
校
制
度
最
後

の
入
学
で
あ
っ
た
。
国
語
教
科
書

は
、
文
部
省
「
小
学
国
語
読
本
」

で
総
て
「
カ
タ
カ
ナ
」
で
あ
る
。

２
ペ
ー
ジ
「
サ
イ
タ
サ
イ
タ
サ
ク

ラ
ガ
サ
イ
タ
」
、
４
ペ
ー
ジ
「
コ

イ
コ
イ
シ
ロ
コ
イ
」
、
６
ペ
ー
ジ

「
ス
ス
メ
ス
ス
メ
ヘ
イ
タ
イ
ス
ス

メ
」
の
文
字
が
並
ん
で
カ
ラ
ー
の

絵
入
り
で
あ
っ
た
た
め
に
理
解
す

る
の
が
早
か
っ
た
よ
う
に
覚
え
て

い
る
。 

夏
休
み
前
に
テ
ス
ト
が
行
わ
れ
、

答
案
用
紙
に
は
い
ろ
い
ろ
な
絵
が

描
か
れ
て
い
て
、
傍
ら
に
○
が
あ

り
、
「
そ
こ
に
絵
の
答
を
書
き
な

さ
い
」
と
い
う
出
題
で
あ
っ
た
。

問
題
の
一
つ
に
、
飛
ん
で
い
る

蝶
々
の
絵
が
あ
り
、
傍
ら
に
○

○
・
○
○
と
あ
っ
た
。
私
の
答
は

字
余
り
に
な
っ
た
が
、
「
チ
ョ
ウ
」

「
チ
ョ
ウ
」
と
書
い
た
。
採
点
さ

れ
た
答
案
用
紙
が
配
ら
れ
て
結
果

は
「×

」
だ
っ
た
。
家
で
母
親
に

見
せ
て
、
正
解
は
「
テ
フ
」
「
テ

フ
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

問
題
は
全
部
で
「
20
」
問
で×

バ
ツ

が

ひ
と
つ
、
赤
エ
ン
ピ
ツ
で
95
が
○

で
囲
ま
れ
て
い
て
100
で
は
な
い
の

が
悔
し
か
っ
た
。 

後
年
、
教
育
改
革
に
よ
り
新
仮

名
づ
か
い
が
導
入
さ
れ
て
、
「
テ

フ
」
は
「
チ
ョ
ウ
」
に
改
め
ら
れ

た
こ
と
を
知
り
、
嬉
し
く
な
っ
て

悦
に
入
り
美
酒
で
一
人
静
か
に
盃

を
挙
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

 

（
西
志
津 

中
村 

一
郎
） 
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私
が
住
ん
で
い
る
志
津
地
区
を

中
心
に
出
羽
三
山
（
羽
黒
山
、
月

山
、
湯
殿
山
）
、
秩
父
三
十
四
観

音
参
り
の
参
拝
記
念
碑
が
数
多
く

見
う
け
ら
れ
ま
す
。
私
が
育
っ
た

備
後
地
方
（
広
島
県
東
部
）
で
も

同
じ
よ
う
に
石
鎚
山
詣
（
愛
媛
県
）

が
あ
り
、
お
土
産
に
ニ
ッ
ケ
イ

（
ク
ス
ノ
キ
科
）
の
皮
（
シ
ナ
モ

ン
の
よ
う
な
味
）
、
天
狗
が
描
か

れ
た
渋
皮
団
扇

う

ち

わ

を
貰
っ
て
い
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
。
巡
拝
は
世
が
安

定
し
た
江
戸
時
代
に
入
り
、
極
楽

往
生
、
天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
を

願
い
、
多
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

私
ご
と
、
あ
の
世
に
引
き
寄
せ

ら
れ
る
よ
う
に
、
18
年
も
か
け
て

坂
東
三
十
三
観
音
巡
拝
を
昨
年
終

了
し
ま
し
た
。
観
音
の
所
在
地
は
、

那
須
、
前
橋
、
秩
父
、
御
殿
場
、

鎌
倉
、
茨
城
、
千
葉
で
、
い
ず
れ

の
お
寺
も
重
要
文
化
財
の
建
物
で
、

そ
の
凄
さ
に
感
心
し
き
り
で
し
た
。 

特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は

三
か
所
で
、
一
番
は
ご
存
知
の
茂

原
の
笠
森
観
音
で
す
。
こ
の
本
堂

は
日
本
唯
一
の
四
方
懸
崖

け
ん
が
い

造
り
で
、

こ
の
構
造
物
が
千
年
前
の
も
の
と

は
思
え
ま
せ
ん
。 

二
番
目
は
、
宇
都
宮
の
大
谷

お

お

や

観

音
で
、
建
築
物
に
使
用
さ
れ
る
大

谷
石
採
掘
場
の
近
く
に
あ
り
、
大

谷
石
凝
灰
岩
層
の
洞
窟
内
に
建
立

さ
れ
た
珍
し
い
寺
で
す
。
こ
の
洞

窟
は
縄
文
時
代
の
大
谷
岩
陰
遺
跡

と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。 

三
番
目
は
、
栃
木
の
出
流

い

ず

る

山
満

願
寺
で
出
流
山
麓
に
あ
り
、
本
堂

は
日
本
三
御
堂
の
一
つ
と
の
こ
と

で
す
。
当
寺
の
奥
院
拝
殿
に
行
く

の
に
は
、
杖
を
つ
い
て
30
分
程
度

山
道
を
登
り
つ
め
た
、
頭
上
絶
壁

に
舞
台
造
り
の
鍾
乳
洞
の
礼
拝
堂

が
あ
り
、
参
拝
す
る
の
に
２
時
間

程
度
か
か
り
ま
し
た
。 

最
近
は
、
本
堂
で
お
参
り
も
せ

ず
、
納
経
帳
に

の
う
き
ょ
う
ち
ょ
う

「
ご
朱
印
」
を
受

け
る
だ
け
の
方
が
大
変
多
い
と
、

お
寺
か
ら
一
言
が
あ
り
ま
し
た
。

巡
拝
か
ら
観
光
め
ぐ
り
に
変
わ
っ

て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
上
志
津 

高
橋 

明
） 

 
 

 
 

 
 

「
さ
ん
ま
ー
」
、
こ
れ
を
読
ん

で
ニ
ャ
ッ
と
し
た
の
は
相
当
の
愛

好
家
で
あ
ろ
う
。
「
何
？
そ
れ
」

と
思
う
の
が
普
通
の
感
覚
で
あ
る
。

種
を
明
か
せ
ば
「
三
人
打
ち
」
、

即

ち

三

人

麻

雀

の

事

を

三

麻 

（
サ
ン
マ
ー
）
と
呼
ん
で
い
る
。 

私
が
こ
の
三
麻
を
経
験
し
た
の

は
６
年
前
で
あ
る
。
10
年
近
く
続

い
て
い
た
常
連
と
の
「
四
人
打
ち
」

だ
っ
た
が
、
平
成
21
年
に
そ
の
内

の
一
人
で
あ
っ
た
業
界
の
大
先
輩

が
鬼
籍
に
入
っ
て
し
ま
い
、
新
た

な
人
を
入
れ
る
よ
り
は
と
始
め
た

の
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。 

ル
ー
ル
は
、
基
本
的
に
は
「
四

人
打
ち
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
萬

子
（
マ
ン
ズ
）
の
二
萬
か
ら
八
萬

の
合
計
28
牌
を
除
い
て
競
技
す
る
。

一
萬
と
九
萬
を
残
す
の
は
「
国
士

無
双
」
の
役
造
り
の
た
め
で
あ
る
。

28

牌
を
除
い
て
も
ツ
モ
っ
て
く

る
回
数
が
多
い
た
め
、
高
い
役
が

で
き
易
い
。
「
ハ
ネ
満
」
「
倍
満
」

等
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
。
我
々
の

ル
ー
ル
が
、
商
社
流
の
１
万
７
千

点
持
ち
の
イ
ン
フ
レ
の
た
め
「
親

っ
パ
ネ
」
を
振
り
込
む
と
、
た
ち

ま
ち
ド
ボ
ン
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
一
晩
で
半
荘
（
ハ
ン
チ

ャ
ン
）
12
回
以
上
の
事
が
多
い
。 

も
う
一
つ
の
変
則
ル
ー
ル
が
門

前
（
メ
ン
ゼ
ン
）
の
み
で
上
が
れ

る
事
で
あ
る
。
門
前
と
は
ポ
ン
、

チ
ー
等
他
者
か
ら
鳴
い
て
い
な
い

状
態
で
あ
る
。
「
門
前
ド
ラ
三
」

等
の
役
が
簡
単
に
で
き
る
た
め
、

他
者
が
リ
ー
チ
を
掛
け
て
い
な
い

か
ら
と
言
っ
て
油
断
は
で
き
な
い
。

次
の
イ
ン
フ
レ
ル
ー
ル
は
通
常
の

流
し
満
願
を
役
満
と
し
て
い
る
事

で
あ
る
。
こ
れ
も
結
構
で
き
易
い

の
で
他
者
の
捨
牌
に
も
要
注
意
。 

こ
う
し
た
変
則
の
三
麻
を
６
年

間
ほ
ど
楽
し
ん
で
い
た
が
、
こ
の

夏
に
メ
ン
バ
ー
の
一
人
が
健
康
を

損
ね
て
し
ま
っ
た
。
残
念
な
が
ら

「
二
人
打
ち
」
は
困
難
な
の
で
、

カ
レ
ッ
ジ
仲
間
と
の
健
康
麻
雀
に

汗
を
流
す
こ
の
頃
で
あ
る
。 

 

(

宮
前 

小
田 

眞
二)

 

坂
東
三
十
三
観
音
巡
拝 

さ
ん
ま
ー 



－４－ 

若
き
頃
の
良
寛
修
行
の
地
、
岡

山
県
玉
島
の
円
通
寺
を
訪
ね
た
。 

山
陽
新
幹
線
新
倉
敷
で
下
車
し
、

高
台
に
あ
る
水
月
庵
跡
へ
と
向
か

っ
た
。
良
寛
が
敬
慕
し
た
兄
弟
子 

仙せ
ん

桂け
い

和
尚
の
墓
所
で
あ
る
。
そ
の

後
で
円
通
寺
を
目
指
し
た
。
仲
買

町
の
歴
史
的
な
街
並
み
を
抜
け
、

参
道
の
標
石
か
ら
山
道
を
登
り
詰

め
て
、
中
腹
に
あ
る
円
通
寺
に
着

い
た
。
風
格
の
あ
る
た
た
ず
ま
い

が
、
山
陽
道
随
一
の
風
光
明
媚
の

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

東
邦
大
佐
倉
病
院
の
前
の
道
を

西
に
行
く
と
道
沿
い
近
く
に
聖
隷

市
民
病
院
が
在
る
。
さ
ら
に
進
む

と
順
天
堂
記
念
館
に
繋
が
る
。
こ

の
た
め
佐
倉
の
医
学
と

縁
え
に
し

を
持

つ
ル
ー
ト
と
思
っ
た
が
、
２
９
６

号
線
と
誤
認
し
て
い
た
。 

 

芭
蕉
は
、
人
生
を
「
旅
」
に
例

え
た
が
、「
道
」
に
も
例
え
ら
れ
る
。

実
際
の
道
と
同
様
に
脇
道
に
逸
れ

る
等
誤
る
こ
と
も
有
る
。
私
の
場

合
誤
り
に
気
付
い
て
も
容
易
に
直

せ
な
い
。
孔
子
様
の
「
日
に
三
省

す
」
と
は
い
か
ぬ
ま
で
も
、
時
に
、

来こ

し
方
を
反
省
し
、
正
す
こ
と
を

考
え
る
。
意
志
の
弱
い
私
は
、
少

し
で
も
実
効
性
が
伴
う
こ
と
を
考

え
、
神
仏
に
助
太
刀
を
願
う
。 

 

正
月
は
、
毎
年
訪
れ
、
心
も
改

ま
る
と
き
だ
。
そ
し
て
、
初
詣
は
、

神
仏
へ
頼
む
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て

く
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、

都
合
の
良
い
時
だ
け
の
神
頼
み
は

神
仏
も
つ
れ
な
く
、
う
ま
く
行
か

ぬ
こ
と
も
多
い
が
…
。 

 

（
田
島 

誠
） 

名
刹
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。 

は
る
か
に
島
々
を
臨
む
、
こ
の

瀬
戸
内
の
明
る
く
温
暖
な
地
で
、

大
忍
国
仙

だ
い
に
ん
こ
く
せ
ん

和
尚
に
学
ん
だ
20
年
は
、

雪
国
育
ち
の
良
寛
の
人
生
観
を
決

定
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

早
春
の
温
か
さ
を
感
じ
な
が
ら

暫
し
行
き
交
う
船
を
眺
め
、
良
寛

に
思
い
を
巡
ら
し
た
。
私
は
軽
い

足
取
り
で
円
通
寺
を
後
に
し
た
。 

す
て
き
な
テ
ー
マ
を
温
め
て
い

る
皆
様
、
今
年
も
ご
投
稿
を
楽
し

み
に
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

（
岡
本 

治
之
） 

１月の黒板 
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