
一

上
野
の
不
忍
池
の
弁
天
さ
ま
に
お
参
り
に
伺
っ
た
の
は
、

平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日
氣
温
三
十
五
度
と
い
う
カ
ン

カ
ン
照
り
の
午
後
二
時
で
あ
っ
た
。

不
忍
池
に
は
蓮
が
び
っ
し
り
と
咲
き
、
池
の
水
が
見
え

ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

江
戸
名
所
図
会
に
は
、『
不
忍
池
。
東
叡
山
の
西
の
麓
に

あ
り
。
江
州
琵
琶
湖
に
比
す
。
広
さ
方
十
丁
許
り
。
池
水

深
う
し
て
杲
魃
に
も
涸
る
る
こ
と
な
し
。
殊
に
蓮
多
く
、

花
の
頃
は
紅
白
咲
き
乱
れ
、
天
女
の
宮
居
は
さ
な
が
ら
蓮

の
上
に
湧
出
す
る
が
如
く
、
そ
の
芬
芳
遠
近
の
人
の
袂
を

襲
ふ
』
と
。

結
語
の
「
袂
を
襲
ふ
」
と
い
う
の
は
、
涼
風
を
お
く
っ

て
慰
め
て
く
れ
る
、
と
い
う
意
で
あ
る
か
ら
、
何
や
ら
ほ
っ

と
し
な
が
ら
、
眼
前
の
島
の
中
央
に
建
つ
お
宮
を
目
指
し

て
参
道
の
宇
治
�
を
渡
る
と
い
う
事
。

し
か
し
今
日
は
少
し
も
涼
し
く
な
ら
な
い
。
両
側
に
屋

台
の
お
店
が
有
り
、
冷
た
い
物
や
や
き
ソ
バ
み
た
い
な
も

の
を
売
っ
て
い
る
が
、
客
が
い
な
い
。
い
や
中
に
は
売
り

手
の
姿
も
無
い
。
暑
い
の
と
参
拝
者
が
ほ
と
ん
ど
無
い
か

ら
で
あ
ろ
う
。
で
も
、
江
戸
時
代
前
期
に
は
、
�
が
無
く

て
参
詣
人
は
乗
り
合
い
の
川
舟
で
渡
っ
た
そ
う
だ
か
ら
、

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
歩
い
た
ほ
う
が
、
少
し
は
陽
を
浴
び
る

時
間
も
短
か
い
の
で
は
な
い
か
、
と
自
分
を
な
ぐ
さ
め
た
。

手
を
洗
い
拝
殿
の
前
に
立
つ
。
拝
殿
の
す
ぐ
奥
が
本
殿

で
、
弁
天
さ
ま
が
鎮
座
し
て
お
ら
れ
る
。
宮
居
も
華
麗
で
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し
か
も
氣
品
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
が
、
拝
殿
、
本
殿
と

も
に
、
美
し
い
弁
天
さ
ま
が
お
住
い
に
な
る
の
に
ふ
さ
わ

し
い
氣
品
と
尊
貴
さ
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
天
井

に
は
、
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
一
層
美
し
さ
と
氣
品
を
か

も
し
だ
し
て
い
る
。

現
在
日
本
に
は
、
三
弁
天
と
言
っ
て
、
有
名
な
弁
天
さ

ま
を
�
っ
た
お
宮
が
三
ヶ
所
あ
る
と
い
う
。
そ
の
一
つ
が

琵
琶
湖
竹
生
島
の
宝
厳
寺
弁
天
、
二
つ
目
が
関
東
の
江
の

島
の
弁
天
さ
ま
、
三
つ
目
が
広
島
の
厳
島
神
社
の
弁
天
さ

ま
。
だ
が
、
こ
の
上
野
不
忍
池
の
弁
天
さ
ま
も
、
け
っ
し

て
日
本
三
大
弁
天
さ
ま
に
負
け
て
い
な
い
と
思
う
が
、
い

か
が
で
あ
ろ
う
。

こ
の
不
忍
池
の
弁
天
さ
ま
の
御
創
建
は
、
こ
れ
ま
た
江

戸
名
所
図
会
に
よ
る
と
、
徳
川
三
代
将
軍
家
光
の
寛
永
（
一

六
二
四
）
の
は
じ
め
の
こ
ろ
、
東
叡
山
寛
永
寺
の
天
海
僧

上
が
、
眼
下
の
池
と
中
島
を
見
て
、

「
あ
れ
を
江
州
琵
琶
湖
の
竹
生
島
を
う
つ
し
て
、
弁
才
天

を
�
れ
ば
よ
い
」

と
も
ら
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
早
速
竹
生
島
弁
天
堂

に
な
ら
っ
て
中
島
を
構
築
し
、
祠
を
建
て
、
弁
天
さ
ま
を

動
請
し
た
も
の
だ
と
あ
る
。

こ
れ
が
江
戸
っ
子
の
人
氣
を
呼
び
、
連
日
参
詣
者
で
大

賑
わ
い
を
み
せ
た
と
い
う
。
た
だ
し
安
政
三
年
（
一
八
五

五
）
の
大
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
、
そ
の
後
更
に
美
麗
に

再
建
さ
れ
た
の
が
、
現
在
の
弁
天
堂
の
姿
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
を
読
ま
れ
る
読
者
の
方
々
は
、
弁
天
様

に
二
つ
の
種
類
（
？
）
が
有
る
の
を
ご
存
知
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
も
比
処
の
弁
天
さ
ま
を
お
参
り
す
る
ま
で
全
然
知
ら

な
か
っ
た
。
弁
天
さ
ま
と
い
う
の
は
、
美
し
い
お
姿
で
、

七
福
神
の
お
一
人
と
し
て
宝
船
に
乗
り
琵
琶
を
胸
に
か
か

ほ
ほ
え

え
微
笑
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
の
一
種
だ
け
、
と
思
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
拝
殿
か
ら
本
殿
を
覗
く
と
、
坐
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
弁
天
さ
ま
は
、
八
本
の
手
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の

手
に
剣
だ
の
楯
だ
の
色
々
の
物
を
お
持
ち
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
何
事
と
、
資
料
帳
を
調
べ
て
み
る
と
、
弁
天
さ

ま
に
は
、
二
本
の
手
で
琵
琶
を
お
持
ち
の
二
臂
を
お
持
ち

の
お
方
と
、
八
本
の
手
す
な
わ
ち
八
臂
を
お
持
ち
の
弁
天

さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
書
か
れ
て
あ
る
。

へ
ー
え
、
と
思
っ
て
更
に
調
べ
る
と
、
弁
天
さ
ま
の
本

名
は
、
べ�

ん�

ざ�

い�

天
と
お
呼
び
す
る
が
、
そ
の
ざ�

い�

の
文

字
を
、
弁
才
天
と
書
く
の
と
、
弁
財
天
と
書
く
の
と
の
二

つ
が
あ
り
、
弁
才
天
の
ほ
う
は
、
才
学
、
芸
能
、
言
語
な

ど
を
司
ど
り
、
弁
財
天
の
ほ
う
は
財
産
、
蓄
財
、
商
売
繁

昌
を
司
ど
っ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
学
校
の
成
績
が
よ
く
な
る
よ
う
に
と
か
、
希
望

す
る
学
校
の
試
験
に
合
格
す
る
よ
う
に
、
い
い
小
説
が
書

け
る
よ
う
に
、
と
思
っ
た
ら
、
弁
才
天
さ
ま
に
お
願
い
す

れ
ば
よ
く
、
事
業
や
商
売
が
う
ま
く
ゆ
く
よ
う
に
と
思
っ

た
ら
、
弁
財
天
さ
ま
を
拝
げ
ば
よ
い
、
と
い
う
具
合
の
よ

う
だ
が
、
し
か
し
実
際
は
ど
ち
ら
の
弁
天
さ
ま
も
、
両
方

の
お
力
を
持
っ
て
い
て
、
両
方
の
お
願
い
を
か
な
え
て
下
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さ
る
、
と
、
そ
こ
は
美
人
で
も
神
さ
ま
だ
か
ら
ー
。

も
う
一
つ
判
ら
な
い
の
は
、
通
説
で
、「
弁
天
さ
ま
は
や

き
も
ち
や
き
で
、
夫
婦
連
れ
や
恋
人
同
士
で
お
参
り
す
る

と
、
バ
チ
が
当
っ
て
別
れ
別
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い

う
説
が
あ
る
。

ど
う
も
眉
ツ
バ
も
の
と
思
う
が
、
ま
さ
か
宮
居
さ
ん
に

訊
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
屋
台
の
ラ
ム
ネ
屋
の
お

じ
さ
ん
に
訊
い
て
み
る
と
、

「
そ
ん
な
事
を
よ
く
言
い
ま
す
が
、
言
う
奴
の
方
が
や
き

も
ち
や
き
で
、
デ
タ
ラ
メ
を
言
い
ふ
ら
し
て
い
る
ん
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
い
う
答
え
だ
っ
た
。
筆
者
も
そ
う
思
う
の
で
、
ご
夫

婦
、
恋
人
同
士
の
方
々
、
安
心
し
て
手
を
つ
な
い
で
お
参

り
な
さ
れ
ま
し
。

二

現
在
は
余
り
言
わ
な
く
な
っ
た
が
、
江
戸
時
代
は
上
野

の
山
全
体
を
「
忍
が
岡
」
と
よ
ん
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

し
の
ば
ず
の

池
を
な
ぜ
「
不
忍
池
」
と
よ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。「
江
戸

名
所
記
」
に
は
、
單
に
忍
が
岡
の
対
比
と
簡
單
に
書
か
れ

て
い
る
が
、
こ
の
池
は
「
池
水
深
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
旱
魃

に
も
涸
る
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
だ
か
ら
、

も
っ
と
意
味
深
の
名
を
付
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
思
っ
た
り
す
る
。

そ
れ
に
こ
の
池
の
水
は
、
人
間
に
は
美
味
で
も
な
ん
で

も
な
い
が
、
鳥
や
獣
に
と
っ
て
は
ひ
き
つ
け
る
も
の
が
有

る
ら
し
く
、
現
今
で
も
水
鳥
や
カ
ラ
ス
、
ハ
ト
、
ス
ズ
メ

な
ど
が
群
れ
て
訪
れ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、

江
戸
時
代
は
、
寛
永
寺
の
門
の
左
右
の
柱
に
彫
ら
れ
て
い

る
昇
り
、
降
り
の
二
匹
の
竜
（
左
甚
五
朗
彫
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
）
が
、
毎
夜
門
柱
を
拔
け
出
し
て
、
朝
ま
で
、
不

忍
池
で
水
を
呑
ん
だ
り
、
遊
び
た
わ
む
れ
て
い
る
と
い
う

伝
説
が
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
こ
の
池
に
ま
つ
わ
る
面
白
い
話
が

残
さ
れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
江
戸
時
代
だ
が
、
文
化
文
政
か
ら
天
保
に
か
け

て
（
１１
代
家
斉
将
軍
・
一
八
〇
四
〜
一
八
三
二＝

江
戸
の

最
も
爛
熟
退
廃
し
た
時
代
）
池
の
端
に
十
五
軒
の
出
合
い

茶
屋
が
あ
っ
た
と
い
う
。

出
合
い
茶
屋
と
い
う
の
は
、
ご
存
知
と
思
う
が
、
た
だ

の
お
茶
を
飲
ま
せ
た
り
料
理
を
食
べ
さ
せ
た
り
す
る
茶
屋

で
は
な
い
。

要
す
る
に
、
番
頭
と
娘
と
か
女
中
と
か
、
あ
る
い
は
亭

主
を
失
っ
た
後
家
さ
ん
と
町
内
の
男
衆
と
か
、
た
ま
に
は

家
の
都
合
で
家
で
は
出
來
な
い
事
情
の
あ
る
夫
婦
と
か
の
、

つ
ま
り
人
眼
を
し
の
ぶ
男
女
が
、
こ
っ
そ
り
と
デ
ー
ト
を

し
、
男
女
の
よ
ろ
こ
び
に
浸
る
、
現
今
で
言
う
ラ
ブ
ホ
テ

ル
で
あ
る
。

從
っ
て
こ
の
出
合
い
茶
屋
を
ひ
や
か
し
た
川
柳
が
い
く

ら
で
も
あ
る
。
そ
の
中
で
男
ど
も
を
、
ウ
ー
ン
と
唸
ら
せ

る
も
の
を
い
く
つ
か
例
記
し
て
み
よ
う
。

◎
出
合
茶
屋
忍
ぶ
が
岡
は
も
つ
と
も
な
。
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◎
不
忍
と
云
へ
ど
も
忍
ぶ
に
い
い
と
こ
ろ
。

◎
人
の
目
を
忍
ぶ
岡
へ
二
人
づ
れ
。

◎
出
合
茶
や
ほ
れ
た
方
か
ら
払
い
す
る
。

◎
出
合
茶
や
は
め
を
は
づ
し
て
し
な
と
い
ふ
。

実
に
た
く
み
に
男
女
の
機
微
を
よ
ん
で
い
る
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
か
。
殊
に
最
後
の
句
は
、
年
増
の
後
家
さ
ん

せ
り
ふ

が
、
若
い
男
の
手
を
引
っ
ぱ
り
な
が
ら
の
科
白
を
連
想
さ

せ
、
そ
の
あ
せ
り
と
期
待
と
嬉
し
さ
に
わ
く
わ
く
し
て
い

る
胸
の
内
を
想
像
さ
せ
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
笑
い
が
こ

み
あ
げ
て
く
る
で
は
な
い
か
。

そ
れ
と
も
う
一
つ
。
お
�
り
し
て
い
る
の
が
女
性
神
で

み
も
の

あ
る
せ
い
か
、
性
の
見
物
が
、
本
殿
の
建
物
の
奥
に
在
る
。

ぐ
る
っ
と
本
殿
を
ま
わ
っ
た
境
内
の
右
手
に
小
さ
な
橋

が
あ
り
そ
の
奥
に
そ
れ
は
在
る
。
そ
の
前
に
は
鉄
の
扉
が

あ
り
鍵
が
か
か
っ
て
い
て
中
へ
は
入
れ
な
い
が
、
奥
に
男

根
の
石
の
像
が
立
っ
て
い
る
の
が
覗
き
見
え
る
。
そ
れ
だ

け
な
ら
珍
し
く
も
な
ん
と
も
な
い
が
、
そ
の
裏
側
に
女
陰

が
彫
り
込
ん
で
あ
っ
て
、「
俳
風
末
摘
花
」
の
記
述
に
よ
る

と
、
こ
の
女
陰
は
單
に
写
実
的
で
あ
る
ば
か
り
か
、
世
の

あ
ら
ゆ
る
女
性
の
魂
が
乗
り
う
つ
っ
て
い
る
如
く
、
男
性

な
ら
見
た
だ
け
で
た
ち
ま
ち
淫
氣
を
催
す
と
い
う
の
だ
か

ら
、
余
程
の
傑
作
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ぜ
ひ
拝
見
し
た

か
っ
た
が
残
念
至
極
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
も
し
も
本
当
に
男
性
に
淫
氣

を
催
さ
せ
る
な
ら
ば
、
現
在
日
本
の
男
性
の
一
千
万
人
が

イ
ン
ポ
テ
ン
ツ
で
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
話
ゆ
え
、
オ
ー

プ
ン
に
し
て
、
そ
う
し
た
男
性
に
自
由
に
お
が
ま
せ
た
方

が
、
世
の
為
、
男
性
の
為
に
な
り
、
お
参
り
す
る
者
も
踵

を
接
し
て
大
繁
昌
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
っ
た

り
し
た
が
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
で
は
こ
こ
の
弁
天
さ
ま
は
一
体
ど

の
よ
う
な
ご
利
益
を
お
参
り
し
、
願
か
け
を
す
る
庶
民
に

与
え
て
下
さ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

毎
度
記
す
が
、
ど
ん
な
神
社
仏
閣
で
も
、
ご
利
益
が
有

る
や
無
し
で
、
は
や
っ
た
り
す
た
っ
た
り
す
る
も
の
だ
。

そ
れ
が
神
や
仏
に
た
よ
る
庶
民
の
心
と
い
う
も
の
な
の
で

あ
る
。

で
は
上
野
不
忍
弁
天
さ
ま
は
？

三

「
ど
ん
な
ご
利
益
が
あ
る
ん
で
す
か
？
」

ご
利
益
は
、
ど
こ
の
神
社
仏
閣
で
も
教
え
て
く
れ
な
い
。

神
仏
は
参
拝
す
れ
ば
必
ず
健
康
で
元
氣
を
お
め
ぐ
み
下
さ

る
、
そ
れ
が
ご
利
益
で
す
、
が
立
前
で
あ
る
か
ら
だ
。
つ

ま
り
ご
利
益
を
売
り
物
に
す
る
よ
う
な
神
仏
は
本
物
で
は

な
い
、
と
言
う
わ
け
。

そ
れ
で
、
屋
台
の
お
じ
さ
ん
に
、
夏
の
お
で
ん
を
注
文

し
て
訊
い
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
夏
の
お

で
ん
も
仲
々
に
味
で
、
お
い
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

お
じ
さ
ん
旧
く
。

「
ご
利
益
は
い
ろ
い
ろ
有
り
ま
す
よ
。
そ
う
だ
、
内
山
の

お
ひ
な
婆
さ
ん
に
訊
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
彼
女
な
ら
一
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杯
知
っ
て
い
る
か
ら
ー
」

そ
こ
で
早
速
、
精
養
軒
の
左
手
奥
に
あ
る
茶
店
に
お
ひ

な
さ
ん
を
お
尋
ね
し
た
。

さ
い
わ
い
お
ひ
な
さ
ん
は
在
店
し
て
い
て
、
心
よ
く
話

を
き
か
せ
て
く
れ
た
。

そ
の
前
に
お
で
ん
屋
の
お
じ
さ
ん
に
言
わ
れ
て
、
拝
殿

前
の
左
手
に
建
っ
て
い
る
石
碑
な
ど
を
見
て
ま
わ
っ
た
。

ど
れ
も
が
大
願
成
就
の
御
�
の
石
碑
で
、
三
味
線
、
小
唄
、

舞
扇
な
ど
芸
事
に
関
す
る
も
の
が
並
ん
で
い
る
中
に
、
何

故
か
ス
ッ
ポ
ン
感
謝
の
塔
、
ふ
ぐ
の
供
養
塔
も
有
っ
た
り

し
た
。
む
ろ
ん
琵
琶
の
発
願
感
謝
御
�
の
も
有
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
の
に
は
ち
ょ
っ
と

驚
き
で
あ
っ
た
。

さ
て
お
ひ
な
さ
ん
、
婆
さ
ん
と
言
う
の
に
は
氣
の
毒
な
、

六
十
代
そ
こ
そ
こ
の
元
氣
な
声
の
よ
く
通
る
女
性
で
、
筆

者
の
質
問
に
、

「
こ
こ
の
弁
天
さ
ま
は
、
財
産
お
金
儲
け
に
ご
利
益
が
有

る
と
言
う
け
ど
、
私
の
聞
い
た
り
し
た
範
囲
じ
ゃ
、
や
っ

ぱ
り
女
神
さ
ま
だ
も
の
、
女
性
に
関
す
る
ご
利
益
が
多
い

と
思
う
よ
。
そ
れ
と
芸
事
、
昔
は
柳
�
と
か
浅
草
の
芸
者

衆
が
よ
く
お
参
り
に
來
た
、
と
聴
い
て
い
る
よ
。
そ
れ
か

ら
三
味
線
を
弾
く
新
内
と
か
長
唄
だ
の
の
家
元
さ
ん
や
修

行
中
の
人
と
が
來
た
よ
う
だ
よ
。
中
に
は
お
宮
さ
ん
の
前

に
坐
っ
て
、
三
味
線
を
弾
い
て
唄
っ
た
り
し
た
人
も
い
た
、

と
い
う
話
で
す
よ
」

「
こ
こ
の
弁
天
さ
ま
は
、
そ
う
し
た
芸
事
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
弁
財
天
と
い
っ
て
、
財
物
関
係
に
も
強
い
と
聴
き

ま
し
た
が
」

「
そ
う
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
商
売
が
う
ま
く
当
っ
た
と
か
、

土
地
が
高
く
売
れ
て
大
儲
け
し
た
な
ん
て
言
う
話
は
、
あ

ん
ま
り
人
に
喋
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
私
は
一
人
し
か

知
ら
な
い
よ
。
そ
の
人
は
北
海
道
に
地
所
を
持
っ
て
い
た

が
、
商
売
の
方
が
う
ま
く
行
か
ず
破
産
寸
前
に
な
っ
ち
ゃ
っ

た
が
、
こ
こ
へ
十
日
間
毎
日
お
参
り
に
来
て
一
ヶ
月
後
に

そ
の
北
海
道
の
土
地
が
高
く
売
れ
、
破
産
寸
前
の
商
売
の

方
も
立
ち
直
っ
た
と
い
う
話
だ
よ
。
偶
然
だ
ろ
う
け
ど
ね
」

「
偶
然
で
も
よ
か
っ
た
で
す
ね
」

「
あ
あ
そ
う
そ
う
、
学
校
の
お
願
い
も
弁
天
さ
ま
が
き
い

て
下
さ
っ
た
、
と
い
う
話
も
あ
る
よ
」

「
ほ
う
、
ど
ん
な
話
で
す
か
」

「
そ
の
子
は
あ
る
大
学
に
入
り
た
い
と
い
う
希
望
が
有
っ

て
、
高
校
の
時
分
か
ら
月
に
一
、
二
回
お
参
り
に
來
て
い

て
、
試
験
の
二
、
三
日
前
に
は
毎
日
來
て
お
願
い
し
て
い

た
ん
だ
っ
て
。
そ
し
た
ら
さ
、
自
分
が
ヤ
マ
を
掛
け
て
い

た
問
題
が
出
て
、
パ
ス
し
て
大
願
成
就
だ
っ
て
さ
。
そ
の

子
、
も
う
学
校
を
卒
業
し
て
会
社
勤
め
を
し
て
い
る
け
ど
、

で
も
今
で
も
月
に
一
度
は
お
�
参
り
に
來
て
い
る
、
っ
て

話
し
だ
よ
。
い
い
話
し
だ
ろ
う
」

「
根
が
ま
じ
め
な
人
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
と
こ
ろ
で
一
つ

質
問
が
あ
る
ん
で
す
が
」

「
な
ん
で
す
ね
」

「
子
授
け
子
育
て
と
か
、
安
産
と
か
、
子
供
に
関
す
る
ご
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利
益
の
ほ
う
は
ど
う
な
ん
で
す
」

「
そ
う
い
う
の
は
他
に
も
一
杯
あ
る
か
ら
。
で
も
、
お
参

り
し
た
ら
五
年
も
出
來
な
か
っ
た
子
宝
が
さ
ず
か
っ
た
と

か
、
難
し
い
お
産
が
と
て
も
軽
く
す
ん
だ
、
と
い
う
話
は

ち
ょ
く
ち
ょ
く
聴
い
た
よ
。
だ
か
ら
お
願
い
す
れ
ば
き
き

届
け
て
下
さ
る
ん
だ
よ
、
き
っ
と
。
そ
れ
と
結
構
、
特
に

結
婚
前
の
女
性
が
熱
心
に
お
願
い
す
る
と
、
い
い
お
相
手

を
さ
ず
か
る
そ
う
よ
。
何
だ
っ
た
ら
そ
の
女
性
を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
か
、
逢
っ
て
直
接
話
を
き
い
た
ら
？
」

「
い
や
、
結
構
で
す
。
で
は
最
後
に
も
う
一
問
。
弁
天
さ

ま
は
女
性
だ
か
ら
、
数
多
い
弁
天
さ
ま
の
中
に
は
、
子
持

ち
弁
天
、
つ
ま
り
琵
琶
の
か
わ
り
に
赤
ん
坊
を
抱
い
て
子

育
て
を
し
て
い
る
弁
天
さ
ま
と
い
う
の
は
い
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。
聴
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

と
た
ん
に
彼
女
は
、
プ
ッ
と
噴
き
出
し
て
、

「
そ
ん
な
変
な
弁
天
さ
ま
、
聴
い
た
こ
と
が
な
い
わ
よ
」

と
、
肩
を
叩
か
れ
た
。

一
時
間
半
く
ら
い
話
し
込
み
、
こ
れ
以
上
は
商
売
の
邪

魔
だ
し
、
話
も
尽
き
た
と
思
い
、
商
品
の
福
々
大
ふ
く
な

る
も
の
を
三
十
箇
も
買
っ
て
お
店
を
出
た
。
こ
の
大
ふ
く
、

誰
に
食
べ
さ
せ
た
ら
よ
か
ろ
う
、
と
思
い
な
が
ら
。

と
も
あ
れ
今
回
の
江
戸
時
代
か
ら
続
く
ご
利
益
い
っ
ぱ

い
の
弁
天
さ
ま
を
取
材
出
來
て
、
よ
か
っ
た
と
思
う
。
そ

し
て
し
み
じ
み
と
積
み
重
ね
る
歴
史
と
い
う
も
の
の
有
難

さ
を
お
ぼ
え
た
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
こ
の
上
野
不
忍
池
の
弁
天
さ
ま
の

行
き
道
を
記
す
。

な
ん
と
言
っ
て
も
Ｊ
Ｒ
の
上
野
駅
か
ら
が
便
利
で
近
い

が
、
道
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
駅
正
面
を
出
て
右
へ
行
き
、

上
野
駅
が
尽
き
た
所
に
映
画
館
が
あ
り
、
そ
の
映
画
館
を

左
に
見
て
右
に
曲
り
三
分
歩
く
と
左
手
に
池
が
あ
り
、
渡

り
橋
の
向
う
に
本
殿
が
見
え
る
。

も
う
一
つ
は
、
駅
を
出
て
右
に
行
く
と
階
段
が
あ
り
、

坂
を
登
っ
て
行
く
と
左
手
に
精
養
軒
が
見
え
、
そ
の
前
の

坂
を
下
る
と
本
殿
前
へ
出
る
。
ち
な
み
に
こ
の
精
養
軒
一

帯
を
今
も
忍
が
岡
と
よ
ん
で
い
る
そ
う
だ
。

―
次
回
の
予
定
は
浅
草
・
金
竜
山
浅
草
寺
―
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■
欄
間
彫
刻（
表
紙
説
明
）

香
川
県
産
の
間
伐
材
を
使
い
、
欄
間
彫
刻
の
技
術
を
活

か
し
た
も
の
を
商
品
化
し
よ
う
と
、
源
平
・
遍
路
な
ど

テ
ー
マ
性
の
あ
る
作
品
づ
く
り
が
進
む
。
那
須
与
一
の

鏑
矢
ま
で
精
密
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。

小
比
賀

正
（
お
び
か
た
だ
し
）
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

一
九
四
三
年

�
綾
歌
郡
綾
川
町
生
ま
れ

一
九
九
八
年

�
欄
間
彫
刻
の
伝
統
工
芸
士
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
。

香
川
県
高
松
市
松
福
町
一
丁
目
一
の
五

Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
／
〇
八
七－

八
二
二－

〇
五
一
六

「
酒
林
」随
筆
特
集

第
七
十
六
号

平
成
二
十
年
十
月
一
日
号

発
行
人

西

野

信

也

印
刷
人

株
式
会
社

太
陽
社

高
松
市
亀
井
町
二
番
地
八

発
行
所

西
野
金
陵
株
式
会
社

万
一
乱
丁
・
落
丁
が
あ
り
ま
し
た
ら
、ご
一
報
下
さ
い
。
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