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『
な
か
ま
』
を
ご
愛
読
の
皆
様
、

新
春
を
寿
ぎ
謹
ん
で
お
慶
び
を
申

し
上
げ
ま
す
。
市
民
の
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
新
年
を
迎
え
、

希
望
に
満
ち
た
穏
や
か
な
新
春
を

お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。 

ま
た
、
市
政
の
運
営
に
あ
た
っ

て
は
、
日
ご
ろ
か
ら
格
段
の
ご
協

力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と

に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
『
な
か
ま
』
は
、
市
民
カ

レ
ッ
ジ
の
皆
様
を
中
心
と
し
た

方
々
が
作
成
し
て
お
り
、
貴
重
な

情
報
資
料
で
あ
る
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。 

「
佐
倉
市
民
カ
レ
ッ
ジ
」
は
、

市
民
の
皆
様
が
生
涯
に
わ
た
っ
て

ふ
る
さ
と
佐
倉
で
学
び
続
け
ら
れ

る
よ
う
環
境
整
備
を
進
め
て
い
る

中
に
あ
っ
て
、
非
常
に
大
き
な
役

割
を
担
っ
て
い
ま
す
。 

私
も
、
と
き
ど
き
市
民
カ
レ
ッ

ジ
の
学
習
の
様
子
を
拝
見
し
て
お

り
ま
す
が
、
拝
見
す
る
た
び
に
そ

の
学
習
意
欲
に
驚
か
さ
れ
て
お
り

ま
す
。 

そ
し
て
、
４
年
間
、
仲
間
と
と

も
に
楽
し
く
学
ば
れ
た
後
、
卒
業

後
は
、
地
域
に
お
い
て
ま
ち
づ
く

り
や
健
康
づ
く
り
な
ど
で
活
躍
さ

れ
、
多
大
な
貢
献
を
い
た
だ
い
て

い
る
こ
と
に
感
謝
い
た
し
て
お
り

ま
す
。 

さ
て
、
本
年
は
い
よ
い
よ
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
開
催
を
１
年
後
に
控
え
、
全

国
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
加
速

し
て
い
く
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

佐
倉
市
に
と
り
ま
し
て
も
、
第

４
次
佐
倉
市
総
合
計
画
後
期
基
本

計
画
の
最
終
年
度
に
入
る
こ
と
か

ら
、
計
画
の
総
仕
上
げ
に
向
け
て

ラ
ス
ト
ス
パ
ー
ト
に
入
り
ま
す
。 

我
が
国
は
、
人
口
減
少
、
少
子

高
齢
化
と
い
う
急
激
な
人
口
構
造

の
変
化
を
は
じ
め
、
多
く
の
課
題

に
直
面
し
て
お
り
、
課
題
解
決
に

向
け
た
地
方
自
治
体
の
取
組
み
の

重
要
性
が
増
し
て
き
て
お
り
ま
す
。 

本
市
に
は
、
明
治
初
期
に
我
が

国
の
近
代
化
を
成
し
遂
げ
た
、
あ

ま
た
の
先
覚
者
を
輩
出
し
て
き
た

歴
史
と
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
育
ん

で
き
た
自
然
や
文
化
が
脈
々
と
受

け
継
が
れ
て
お
り
ま
す
。 

私
た
ち
も
そ
の
英
知
を
結
集
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
社
会

を
創
造
し
、
未
来
を
構
築
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
信
じ
て

お
り
ま
す
。 

さ
て
、
平
成

31
年
の
干
支
は

「
亥
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も

こ
こ
に
干
支
の
文
字
を
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
方
に
と

り
ま
し
て
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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小
学
校
教
員
を
定
年
退
官
し
た

私
に
残
さ
れ
た
の
は
、

20
年
以

上
住
ん
で
い
て
も
、
声
を
か
け
た

り
、
か
け
ら
れ
た
り
す
る
人
が
一

人
も
い
な
い
現
在
の
地
元
だ
っ
た
。

そ
ん
な
私
が
初
め
に
選
ん
だ
の
は
、

調
理
師
専
門
学
校
。
２
年
か
け
て
、

調
理
師
と
製
菓
衛
生
師
の
免
許
を

取
っ
て
卒
業
。
そ
れ
で
も
、
地
元

で
の
存
在
は
、
２
年
前
と
変
わ
ら

な
か
っ
た
。
次
に
選
ん
だ
の
は
、

志
津
公
民
館
主
催
の
「
お
や
じ
の

食
事
学
」
。
月
２
回
で
は
あ
る
が
、

生
徒
全
員
が
佐
倉
市
在
住
。
す
ぐ

に
周
囲
と
溶
け
合
い
、
仲
間
の
輪

が
で
き
た
。
ま
る
で
現
在
の
市
民

カ
レ
ッ
ジ
の
よ
う
に
。 

「
お
や
じ
の
食
事
学
」
在
籍
中

に
、
調
理
師
免
許
を
持
っ
て
い
る

事
が
バ
レ
、
年
２
コ
マ
で
は
あ
る

が
、
食
事
学
の
講
師
を
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

4
年
前
に
は
、
食

事
学
同
期
生
で
作
る
「
楽
習
会
」

か
ら
講
師
依
頼
を
受
け
、
今
も
続

い
て
い
る
。
楽
習
会
は
正
会
員

15
名
の
適
正
規
模
の
グ
ル
ー
プ

だ
。
人
か
ら
、
「
楽
習
会
」
に
つ

い
て
聞
か
れ
る
事
が
あ
る
。
私
の

答
え
は
い
つ
も
同
じ
で
、
「
楽
習

会
で
会
社
を
作
っ
た
ら
、
良
い
会

社
に
な
る
」
。
一
人
一
人
が
個
性

豊
か
で
、
協
調
性
が
あ
り
、
や
る

気
満
々
な
の
だ
。
４
年
間
私
が
教

え
て
き
た
の
は
、
基
本
的
に
薬
膳

料
理
。
皆
、
同
じ
位
の
歳
な
の
で
、

体
に
良
い
料
理
を
楽
し
み
な
が
ら

作
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
だ
。 

皆
さ
ん
の
中
で
、
料
理
に
多
少

な
り
と
も
興
味
関
心
が
あ
っ
て
、

仲
間
作
り
を
考
え
て
い
る
人
に

「
お
や
じ
の
食
事
学
」
は
お
す
す

め
だ
。
活
動
日
が
土
曜
日
な
の
で
、

カ
レ
ッ
ジ
と
の
二
股
も
可
能
だ
。

活
動
の
様
子
を
知
り
た
い
人
に
は
、

楽
習
会
の
見
学
や
実
習
体
験
を
お

す
す
め
す
る
（
詳
し
い
事
は
、
市

民
カ
レ
ッ
ジ
１
年
２
組
の
矢
口
ま

で
ど
う
ぞ
）
。 
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佐
倉
の
谷
津
は
素
晴
ら
し
い
と

言
い
つ
つ
自
転
車
で
通
り
過
ぎ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
時
小
竹

地
区
で
「
米
つ
く
り
体
験
場
」
を

実
践
し
て
い
る
山
崎
さ
ん
に
声
を

掛
け
ら
れ
た
。
社
会
福
祉
協
議
会

等
に
協
力
し
て
す
で
に

10
年
に

な
る
と
言
う
。 

４
月
の
種
ま
き
、
５
月
の
代
掻

き
、
田
植
え
、
６
月
の
草
取
り
、

９
月
の
稲
刈
り
と
収
穫
祭
、
脱
穀

が
半
年
の
作
業
工
程
と
な
る
。
鎌

で
刈
り
無
農
薬
の
天
日
干
し
で
美

味
く
な
い
は
ず
が
な
い
。 

小
竹
小
学
校
の

40
人
余
り
が

参
加
し
て
私
も
交
じ
っ
て
初
体
験
。

天
候
と
田
圃
の
管
理
、
人
々
と
の

交
流
は
全
て
山
崎
さ
ん
の
「
専
門

力
」
に
よ
る
。
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
種

籾
を
湯
で
消
毒
し
て
、
浸
種
、
催

芽
を
経
て
育
苗
箱
に
種
ま
き
を
す

る
。
温
湿
度
管
理
し
な
が
ら
出
芽

を
待
ち
乾
燥
の
具
合
を
見
て
散
水

を
す
る
。
良
い
苗
が
で
き
れ
ば
米

作
り
は
半
分
成
功
と
言
え
る
ら
し

い
。
発
芽
か
ら
１
ヶ
月
位
で
３
枚

の
葉
が
出
た
頃
に
代
掻
き
を
終
え

て
田
植
え
だ
。
施
肥
、
水
や
病
気
、

雑
草
の
管
理
が
肝
で
、
肥
料
の
量

に
よ
っ
て
収
穫
時
の
倒
れ
方
を
見

極
め
る
。
児
童
が
鎌
で
切
り
や
す

い
立
ち
具
合
を
想
定
す
る
の
だ
。

機
械
の
収
穫
は
稲
穂
が
重
く
て
倒

れ
て
も
で
き
る
。
水
の
管
理
も
絶

妙
で
、
成
長
し
て
き
た
ら
、
し
っ

か
り
根
付
か
せ
る
た
め
に
水
を
止

め
て
田
圃
に
ひ
び
割
れ
を
作
っ
て

根
切
り
を
し
、
下
に
根
を
張
る
様

に
促
す
。
天
日
干
し
は
地
元
の
竹

に
オ
ダ
掛
け
す
る
。 

児
童
が
数
え
た
ら
稲
穂
１
本
に

１
５
０
粒
。
稲
１
株
が
約

30
本

で
お
米
約
４
千
５
百
粒
。
お
茶
碗

約
２
千
粒
と
す
れ
ば
稲
１
株
で
お

茶
碗
２
杯
と
少
し
に
な
る
。
全
体

で
４
俵
（
２
４
０
㌔
）
の
収
穫
だ
。 

は
し
ゃ
ぐ
子
ら
と
稲
刈
り
の
時
、

稲
の
青
臭
い
匂
い
に
顔
を
起
こ
す

と
曼
珠
沙
華
の
群
生
。
谷
津
に
さ

わ
や
か
な
恵
み
の
風
が
横
切
り
、

拭
う
汗
に
青
空
が
嬉
し
い
。 

（
城
内
町 

吉
崎 

隆
） 

 

な
か
ま
作
り 

米
作
り
体
験
記 



－３－ 

i
n
n
g
o

が 

 

何
の
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
は
ず

の
佐
倉
に
転
居
し

12
年
目
の
秋
。

東
京
の
社
宅
で
家
族
同
様
だ
っ
た

友
人
の
一
家
が
移
り
住
み
、
子
供

た
ち
だ
け
が
国
際
花
火
大
会
を
見

物
に
佐
倉
に
来
て
い
た
。
社
宅
か

ら
退
去
す
る
こ
と
に
な
り
、
転
居

先
を
探
し
て
い
る
と
友
人
に
話
し

た
途
端
、
連
日
、
佐
倉
の
物
件
を

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
信
し
て
き
た
。
流
石

に
、
友
人
の
好
意
を
無
視
で
き
ず

観
光
を
兼
ね
て
物
件
を
見
て
歩
い

た
。
し
か
し
、
条
件
に
合
う
物
件

に
出
合
え
ず
、
佐
倉
駅
前
の
不
動

産
屋
で
見
つ
け
た
物
件
へ
の
移
転

が
決
ま
っ
た
。

10
月
に
見
つ
け
、

11
月
に
入
居
の
ス
ピ
ー
ド
だ
。
友

人
一
家
が
居
る
だ
け
の
縁
の
は
ず

だ
っ
た
。
知
人
が
増
え
る
度
に
必

ず
聞
か
れ
た
の
は
、
「
な
ぜ
、
佐
倉

に
？ 

」
。 

友
人
一
家
が
居
る
だ
け
で
は
カ

ッ
コ
が
つ
か
な
い
。

30
年
間
住
み

慣
れ
た
東
京
を
離
れ
る
明
確
な
答

え
が
必
要
だ
っ
た
。
同
居
中
の
子

供

2
人
は
東
京
が
勤
務
先
だ
。 

佐
倉
の
歴
史
を
調
べ
た
。
私
の

旧
姓
は
千
葉
。
父
の
故
郷
は
岩
手

県
一
関
市
。
鎌
倉
時
代
に
千
葉
常

胤
の
命
を
受
け
て
東
北
支
配
を
任

さ
れ
た
千
葉
一
族
の
末
裔
だ
っ
た
。

生
前
、
父
は
千
葉
が
ル
ー
ツ
と
語

っ
て
い
た
が
、
ま
さ
に
、
佐
倉
が

そ
の
地
だ
っ
た
の
だ
。
千
葉
一
族

終
焉
の
地
、
本
佐
倉
城
。
海
隣
寺
、

勝
胤
寺
に
は
千
葉
一
族
代
々
の
墓

が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

私
は
一
関
市
で
生
ま
れ
、
大
船

渡
市
盛
（
さ
か
り
）
町
で
育
っ
た
。

私
は
父
が
な
ぜ
盛
町
を
永
住
の
地

に
選
ん
だ
か
謎
だ
っ
た
。
盛
の
語

源
を
調
べ
た
所
、
答
え
が
出
た
。

盛
の
古
代
名
佐
倉
里
（
さ
く
ら
り
）

か
ら
読
み
が
変
化
し
た
言
葉
な
の

だ
。
想
え
ば
、
佐
倉
里
公
園
を
は

じ
め
、
佐
倉
里
の
店
名
も
多
い
。

周
り
は
千
葉
姓
だ
ら
け
だ
。
一
関
、

大
船
渡
、
そ
し
て
佐
倉
。
父
親
と

同
様
に
、
移
り
住
む
因
縁
が
あ
っ

た

の

だ

。

今

、
「

な

ぜ

、

佐

倉

に
？ 

」
と
問
わ
れ
れ
ば
、
私
は

明
確
に
答
え
る
。
父
祖
伝
来
の
故

郷
だ
か
ら
だ
と
。 

（
宮
内 
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野
尻
湖
の
湖
底
発
掘
で
有
名
な

ナ
ウ
マ
ン
象
は
、
日
本
で
ゾ
ウ
の

化
石
を
は
じ
め
て
研
究
し
た
ナ
ウ

マ
ン
博
士
に
ち
な
ん
で
命
名
さ
れ

た

も

の

で

す

。

そ

の

エ

ド

モ

ン

ド
・
ナ
ウ
マ
ン
は
、
明
治
八
年(

一

八
七
五
年
）
に
東
京
帝
国
大
学
地

質
学
教
室
の
初
代
教
授
と
し
て
ド

イ
ツ
か
ら
来
日
し
た
お
雇
い
外
国

人
で
す
。
多
く
の
日
本
人
地
質
家

を
養
成
し
日
本
の
地
質
学
の
基
礎

を
育
て
ま
し
た
。
今
か
ら
百
四
十

年
以
上
も
前
の
こ
と
で
す
。 

時
の
明
治
政
府
は
、
富
国
強
兵

政
策
で
強
力
な
近
代
国
家
を
作
る

た
め
、
多
く
の
お
雇
い
外
国
人
を

欧
米
各
国
か
ら
招
き
ま
し
た
。
当

時
の
世
界
の
最
先
端
技
術
や
制
度

を
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
吸
収
す

る
た
め
の
国
家
戦
略
で
し
た
。
こ

れ
が
今
日
の
日
本
の
科
学
技
術
の

礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の

余
地
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
雇
い

外
国
人
か
ら
直
接
教
育
を
受
け
た

明
治
時
代
の
若
者
達
は
、
学
識
と

技
術
と
そ
の
見
識
を
余
す
と
こ
ろ

な
く
吸
収
し
、
以
降
の
日
本
の
科

学
技
術
の
発
展
に
つ
な
げ
て
来
ま

し
た
。
そ
の
後
、
世
代
交
代
を
続

け
な
が
ら
多
く
の
日
本
人
技
術
者

た
ち
が
百
年
の
時
を
経
て
努
力
と

創
意
工
夫
で
発
展
さ
せ
、
日
本
を

技
術
立
国
さ
せ
た
こ
と
を
私
は
大

い
に
誇
り
に
思
い
ま
す
。 

今
後
は
、
私
達
が
次
の
世
代
に

技
術
を
伝
承
し
て
行
く
番
で
す
が
、

果
た
し
て
ナ
ウ
マ
ン
博
士
以
来
の

情
熱
と
技
術
を
次
世
代
に
伝
承
で

き
る
か
ど
う
か
に
大
変
疑
問
を
感

じ
て
い
ま
す
。
昨
今
の
問
題
と
し

て
日
本
の
技
術
は
今
や
諸
外
国
に

後
れ
を
取
っ
て
い
る
よ
う
で
心
配

で
す
。
半
導
体
、
鉄
鋼
、
造
船
、

繊
維
な
ど
の
よ
う
に
、
産
業
と
し

て
一
時
期
の
勢
い
が
な
く
な
っ
た

の
は
、
百
年
に
一
度
と
言
わ
れ
る

不
況
風
に
加
え
て
、
国
全
体
で
技

術
の
研
鑽
や
革
新
と
伝
承
が
疎
か

に
な
っ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か

と
私
は
危
惧
し
て
い
ま
す
。 

 

（
南
ユ
ー
カ
リ
が
丘 

 

若
佐 

秀
雄
） 

 

な
ぜ
、
佐
倉
に
？  

ナ
ウ
マ
ン
象  



－４－ 

平
成
最
後
の
お
正
月
を
迎
え
ま

し
た
。
年
の
始
め
は
誰
し
も
、
こ
の

１
年
が
良
い
年
で
あ
っ
て
欲
し
い
と

願
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

き
っ
と
い
ろ
ん
な
事
が
あ
る
で
し

ょ
う
が
、
一
番
は
な
ん
と
言
っ
て
も

５
月
に
改
元
（
元
号
が
変
わ
る
）
さ

れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

１
ヶ
月
前
に
発
表
さ
れ
る
と
の
話
も

あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
元
号
に
な
る

の
で
し
ょ
う
。
明
治
、
大
正
、
昭
和
、

平
成
と
同
じ
く
漢
字
２
文
字
で
表
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２
学
年
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
が

終
わ
り
、
引
き
続
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
竹
垣
の
修
復
に
参
加
し

て
い
る
。
す
で
に
ひ
よ
ど
り
坂
、

旧
平
井
家
住
宅
、
志
津
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
は
終
了
し
た
。

最
初
の
頃
は
、
竹
垣
の
結
び
方
が

な
か
な
か
覚
え
ら
れ
ず
苦
労
し
た

が
、
数
を
こ
な
す
う
ち
に
コ
ツ
を

覚
え
上
手
に
な
っ
て
き
た
。
完
成

し
た
時
の
達
成
感
は
言
う
ま
で
も

な
い
。 

竹
の
伐
採
は
、
寒
く
な
り
竹
の

成
長
が
止
ま
る
こ
の
時
期
が
適
し

て
い
る
と
の
こ
と
。
今
回
の
修
復

場
所
は
佐
倉
城
址
公
園
で
あ
る
。

３
月
中
の
終
了
を
目
指
し
頑
張
っ

て
い
る
。
と
に
か
く
一
番
寒
い
時

期
な
の
で
、
体
調
に
合
わ
せ
無
理

せ
ず
、
仲
間
と
共
に
楽
し
み
た
い
。

き
れ
い
に
な
っ
た
竹
垣
の
も
と
、

花
見
が
で
き
た
ら
最
高
で
あ
る
。 

 

（
田
村 

千
鶴
子
） 

わ
さ
れ
る
と
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
が
、
全
く
想
像
出
来
ま
せ
ん
。 

 

昭
和

20
年
代
に
生
ま
れ
、
平
成

の
今
日
ま
で
生
き
て
来
ま
し
た
が
、

世
の
中
の
移
り
変
わ
り
は
大
変
な

も
の
で
し
た
。
来
た
る
新
元
号
の
時

代
は
、
人
工
知
能
等
の
更
な
る
進
歩

に
よ
り
、
想
像
も
で
き
な
い
世
の
中

に
な
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

新
時
代
を
何
年
生
き
る
か
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
出
来
る
だ
け
多
く
の

事
を
見
た
い
も
の
で
す
。 

（
坂
田 

和
孝
） 

さ
く
ら
道 

あ
と
が
き 

１月の黒板 


