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あ
り

☆
兄
ち
ゃ
ん
の
百
回
忌

　

数
年
前
、
と
あ
る
檀
家
さ
ん
の

法
事
で
、
百
回
忌
の
子
ど
も
の
供

養
を
し
ま
し
た
。
男
の
子
で
す
か

ら
、
戒
名
は
「
○
○
童
子
」。
参

列
し
て
い
た
90
代
半
ば
の
刀と

じ自

の
言
葉
に
驚
き
ま
し
た
。

　

「
あ
た
し
の
兄
ち
ゃ
ん
や
」

　

ふ
つ
う
百
回
忌
の
法
事
に
は
、

供
養
さ
れ
る
人
物
を
見
知
っ
て

い
る
人
は
、
参
列
し
て
は
い
ま
せ

ん
。
顔
も
、
多
く
の
人
は
名
前
さ

え
知
ら
な
い
人
を
供
養
す
る
の

が
、
百
回
忌
の
法
事
で
す
。

　

そ
う
思
い
こ
ん
で
い
ま
し
た

か
ら
、
百
回
忌
の
仏
さ
ん
の
妹
さ

ん
が
参
列
し
、
い
ま
も
お
元
気
と

い
う
現
実
に
驚
い
た
わ
け
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
お
兄
さ
ん
が

亡
く
な
っ
た
の
は
、
刀
自
が
生

ま
れ
る
前
で
す
か
ら
、
刀
自
は
顔

な
ど
知
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
し
て

も
、
百
回
忌
の
お
兄
さ
ん
の
法
事

の
席
に
座
っ
て
、
菩
提
を
弔

と
む
ら

う
こ

と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
そ
れ
が
今

と
い
う
時
代
で
す
。

　

昔
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
か
つ
て

は
、
90
歳
ま
で
生
き
る
な
ん
て
稀け

有う

の
こ
と
だ
っ
た
し
、
も
し
そ
う

い
う
お
年
寄
り
が
い
た
に
し
て

も
、
と
て
も
元
気
で
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
か
ら
先
は
ど
う
か
。
例
え

ば
、
平
成
生
ま
れ
の
子
ど
も
た
ち

が
90
歳
に
な
っ
た
時
に
、
幼
く
し

て
亡
く
し
た
お
兄
さ
ん
の
供
養

が
で
き
る
か
。
こ
れ
も
な
か
な
か

あ
り
え
な
い
話
で
す
。

　

た
し
か
に
こ
れ
か
ら
の
時
代

は
、
90
歳
ま
で
生
き
る
こ
と
自

体
は
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
こ
と
で

は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
こ
の
10
年
間
、
長
谷
寺
が
関

わ
っ
た
葬
式
の
記
録
を
見
て
も
、

２
割
が
90
歳
以
上
。
５
人
に
ひ

と
り
と
い
う
計
算
に
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
冒
頭
で
紹
介
し
た

刀
自
は
、
今
年
め
で
た
く
百
寿

を
お
迎
え
で
す
。

　

し
か
し
一
方
で
、
い
ま
は
子

ど
も
が
死
な
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
お
年
寄
り
に
は
、

幼
く
し
て
逝い

っ
た
兄
弟
姉
妹
は
、

き
っ
と
い
ま
せ
ん
。

　

い
ま
は
そ
う
い
う
特
殊
な
時

代
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い

う
時
代
に
な
っ
た
要
因
は
、
お

も
に
次
の
ふ
た
つ
で
す
。
短
期

間
の
う
ち
に
寿
命
が
一
気
に
延

び
た
こ
と
と
、
子
ど
も
が
死
な

な
く
な
っ
た
こ
と
。

☆
平
均
寿
命

　

日
本
人
の
平
均
寿
命
の
長
さ

は
、
よ
く
話
題
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
え
ば
、
男
性
が
80
歳
を

超
え
た
と
い
う
報
告
が
あ
っ
た

の
は
、
少
し
前
の
こ
と
で
し
た
。

女
性
は
86
歳
で
、
男
女
の
平
均

で
は
世
界
一
な
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
う
な
の
か
と
思
う
だ
け
で
、
実

際
に
確
か
め
て
み
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
あ
普
通
、
そ

ん
な
こ
と
を
確
か
め
る
人
は
い
ま

せ
ん
が
。

　

幸
い
寺
に
は
、
檀
家
さ
ん
の
過

去
帳
と
い
う
、
寿
命
を
知
る
に
は

格
好
の
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
ひ

と
つ
こ
れ
を
も
と
に
し
て
、
寿
命

の
延
び
と
や
ら
を
確
か
め
て
み
る

こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

左
の
グ
ラ
フ
は
、
過
去
帳
に
記

載
さ
れ
た
死
亡
年
齢
の
平
均
値
を

グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
で
す
。
縦
軸

が
年
齢
、横
軸
が
西
暦
。

1868
年
（
明

治
元
年
）
を
起
点
に
し
た
の
は
、

こ
れ
よ
り
前
の
江
戸
時
代
の
過
去

帳
に
は
、
年
齢
の
記
載
が
ほ
と
ん

ど
な
い
た
め
で
す
。
ま
た
、

1800
年

代
の
グ
ラ
フ
が
安
定
し
な
い
の

は
、
デ
ー
タ
が
少
な
い
せ
い
で
す
。

　

19
世
紀
ま
で
は
、
過
去
帳
に
年

齢
の
記
載
が
あ
る
も
の
は
稀
で
、

確
実
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
20
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で

す
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
デ
ー
タ

が
増
え
る
の
で
、
グ
ラ
フ
は
安
定

し
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
安
定
し
た
グ
ラ
フ

に
よ
る
と
、
だ
い
た
い
40
歳
く
ら

い
を
上
下
し
て
い
ま
す
。

　

グ
ラ
フ
が
右
肩
上
が
り
に
な
る

の
は
、

1946
年
、
敗
戦
あ
た
り
か
ら

で
す
。
こ
の
頃
ま
で
は
、
日
本
人

の
平
均
寿
命
は
40
歳
く
ら
い
で
、

寿
命
の
延
び
は
戦
後
の
こ
と
と
い

え
ま
す
。

　

敗
戦
は

1945
年
で
す
か
ら
、
約
70

年
前
で
す
。
わ
ず
か
70
年
で
、
日

本
人
は
そ
れ
ま
で
の
２
倍
近
く
長

生
き
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
驚
異
的
な
こ
と
で
す
。

☆
動
物
の
寿
命

　

と
こ
ろ
で
、
戦
前
ま
で
の
40
歳

と
い
う
寿
命
は
、
生
物
と
し
て
の
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ヒ
ト
の
寿
命
と
し
て
は
、
極
め
て

妥
当
な
も
の
ら
し
い
で
す
。

　

あ
る
生
物
学
者
に
よ
る
と
、
動

物
が
一
生
に
刻
む
心
拍
数
は
、
だ

い
た
い
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
そ
う

で
す
。
ど
の
動
物
も
同
じ
で
、
約

15
億
回
。
生
き
物
の
寿
命
は
、
心

拍
数
に
す
れ
ば
15
億
回
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
、
心
拍
数
が
同
じ
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
寿
命
も
同
じ
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
心
臓
を
打
つ
早
さ
が
動
物
に

よ
っ
て
異
な
る
た
め
で
す
。
遅
い

動
物
の
寿
命
は
長
く
、
逆
に
早
い

動
物
は
短
い
。

　

概
し
て
、
大
型
の
動
物
ほ
ど
心

臓
は
遅
く
打
つ
の
で
、
長
生
き
で

す
。
ゾ
ウ
は
70
年
、
ネ
ズ
ミ
は
せ

い
ぜ
い
２
～
３
年
。
そ
し
て
ヒ
ト

は
40
年
。
実
際
に
40
歳
を
過
ぎ
る

と
、
ヒ
ト
の
老
化
が
始
ま
り
ま
す
。

　

動
物
と
し
て
の
ヒ
ト
の
寿
命
は

40
年
な
ん
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、

寿
命
か
ら
い
っ
て
も
、
ヒ
ト
は
動

物
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
っ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

☆
寿
命
の
意
味

　

で
は
、
心
拍
数
15
億
回
と
い
う
、

動
物
の
持
っ
て
い
る
時
間
＝
寿
命

は
、
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　

実
は
そ
れ
は
、
子
育
て
が
終

わ
っ
て
、
次
世
代
へ
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
す
る
、
い
わ
ば
生
物
と
し
て
の

役
目
を
終
え
る
ま
で
の
時
間
と
い

う
こ
と
ら
し
い
で
す
。

　

こ
れ
を
超
え
れ
ば
、
身
体
は
衰

え
、
病
気
に
な
り
や
す
く
な
り
ま

す
。
そ
う
な
る
と
、
弱
肉
強
食
の

自
然
界
で
は
生
き
残
れ
ま
せ
ん
。

歳
を
と
り
、
動
き
が
鈍
く
な
る
と
、

他
の
動
物
の
餌え

じ

き食
に
な
り
や
す
く

な
り
ま
す
。
た
と
え
生
き
残
っ
た

と
し
て
も
、
得
ら
れ
る
食
料
の
量

に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
大

切
な
次
世
代
の
取
り
分
を
減
ら
さ

な
い
た
め
に
、
自
身
の
取
り
分
は

減
り
、
ま
す
ま
す
生
き
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。

　

親
鳥
が
巣
に
餌
を
運
ぶ
の
は
雛

鳥
の
た
め
で
、
そ
の
親
鳥
の
年
老

い
た
親
の
た
め
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
子
育
て
ど
こ
ろ
か
、
産
卵
す

る
と
死
ん
で
し
ま
う
生
き
物
だ
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
親
と
子

ど
も
の
両
方
の
世
話
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ヒ
ト
は
、
動
物
の

中
で
も
、
極
め
て
特
殊
な
存
在
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。

☆
子
ど
も
た
ち

　

と
こ
ろ
で
、
平
均
寿
命
が
40
歳

と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
が
40
歳
ま

で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
意

味
で
は
む
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
還

暦
を
過
ぎ
て
も
生
き
る
人
だ
っ
て

い
ま
す
。
同
じ
意
味
で
、
平
均
寿

命
ま
で
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
人
も

多
く
い
ま
し
た
。

　

中
で
も
、
子
ど
も
の
死
の
多
さ

が
、
全
体
と
し
て
の
平
均
寿
命
を

引
き
下
げ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と

も
、
実
際
の
数
値
で
確
か
め
て
み

ま
し
ょ
う
。

　

下
の
グ
ラ
フ
は
、
う
ち
の
過
去

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
霊
数
の
う

ち
の
子
ど
も
（
戒
名
に
「
童
子
」

「
童
女
」
と
あ
る
も
の
）
の
割
合

を
、
10
年
ご
と
に
示
し
た
も
の
で

す
。
縦
軸
が
割
合
。
横
軸
が
西
暦
。

　

ち
な
み
に
過
去
帳
の
デ
ー
タ

は
、
江
戸
時
代
以
降
の
も
の
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
寺
で
過
去
帳
が
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江

戸
時
代
前
期
。
キ
リ
シ
タ
ン
取
締

り
の
た
め
に
、
檀
家
制
度
が
整
え

ら
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
冒
頭
の
話
で
紹
介

し
た
刀
自
の
お
兄
さ
ん
は
、

1911
年

（
明
治
44
年
）
に
亡
く
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の

1910
年
代
の
子
ど
も
の

死
亡
率
は
４
割
。
死
者
の
半
数
近

く
が
子
ど
も
で
す
。

　

数
値
に
多
少
の
ば
ら
つ
き
は
あ

る
も
の
の
、
18
世
紀
後
半
あ
た
り

（
1760
年
代
）
か
ら
、
子
ど
も
の
占

め
る
率
は
、
ほ
ぼ
３
～
４
割
を
示

し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
昭
和
（
元
年
が

1926
年
）

に
入
っ
て
減
り
は
じ
め
、
戦
後
に

激
減
し
、
い
ま
は
ほ
ぼ
皆
無
。
少

な
く
と
も
う
ち
の
寺
で
は
、
も
う

10
年
以
上
も
、
子
ど
も
に
引
導
を

渡
し
て
い
ま
せ
ん
。

☆
子
ど
も
の
死

　

江
戸
時
代
は
、
死
ぬ
子
ど
も
が

多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
漠
然
と

は
知
っ
て
は
い
て
も
、
こ
う
や
っ

て
数
値
に
し
て
み
れ
ば
、
多
い
ど

こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
ぬ
の

は
、
お
と
な
で
は
な
く
、
む
し
ろ

子
ど
も
た
ち
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

し
か
も
わ
ず
か
100
年
前
ま
で
。

　

け
れ
ど
、
も
っ
と
ず
っ
と
昔
、

た
と
え
ば
縄
文
時
代
あ
た
り
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
と
、
子
ど
も
の
死
は

そ
れ
こ
そ
普
通
の
こ
と
で
し
た
。

生
ま
れ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
お
と
な

に
な
れ
る
の
は
、
３
人
か
４
人
に

ひ
と
り
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
の
死
は
、
な
ん
と
お

と
な
の
３
倍
以
上
で
す
。

　

こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
安
易
に
江
戸

時
代
の
子
ど
も
の
平
均
死
亡
率
を

割
り
出
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ

う
が
、
江
戸
初
期
の
死
亡
率
が
中

期
や
後
期
よ
り
低
い
は
ず
は
あ
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り
ま
せ
ん
か
ら
、
18
世
紀
後
半
か

ら
19
世
紀
に
か
け
て
の
数
値
で
あ

る
、
３
割
か
ら
４
割
が
下
限
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
細
か
い
数
値
は
示
し
ま
せ

ん
が
、
５
割
を
超
え
て
い
る
年
も

少
な
か
ら
ず
あ
り
、
中
に
は
７
割

を
超
え
た
年
も
あ
り
ま
す
。
幕
末

に
近
い
嘉
永
２
年
（

1849
年
）
の
こ

と
で
す
。

　

３
割
か
ら
４
割
を
「
下
限
」
と

し
た
の
は
、
子
ど
も
の
場
合
は
、

死
ん
で
も
葬
式
な
ど
し
な
い
こ
と

も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う

か
ら
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
江
戸
時

代
は
捨
子
が
少
な
く
な
い
時
代
で

し
た
。
幕
府
や
藩
は
捨
子
の
禁

止
令
を
出
し
、
一
方
で
、
拾
わ
れ

た
捨
子
を
育
て
る
シ
ス
テ
ム
も
整

え
ま
し
た
。
生
き
て
い
る
子
ど
も

を
捨
て
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
時

代
に
、
子
ど
も
の
死
を
誰
も
が
懇

ね
ん
ご

ろ
に
葬
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
で

す
。
葬
式
を
し
な
け
れ
ば
、
寺
の

記
録
に
は
残
り
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
グ
ラ
フ
の
示
す
初
期
の
率
の

低
さ
は
、
子
ど
も
の
死
亡
率
の
低

さ
で
は
な
く
、
葬
式
率
の
低
さ
を

示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

と
も
あ
れ
、
少
な
く
と
も
当
地

で
子
ど
も
に
戒
名
を
付
け
て
懇
ろ

に
葬
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ
た

の
は
、
過
去
帳
記
載
の
子
ど
も
の

割
合
が
「
下
限
」
と
考
え
た
３
割

に
達
す
る
、
18
世
紀
半
ば
以
降
の

こ
と
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

「
生

し
ょ
う
ろ
う
び
ょ
う
し

老
病
死
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。「
生
ま
れ
、
老
い
、

病
を
得
、
死
ぬ
」
と
い
う
、
人
生

に
お
け
る
四
つ
の
苦
し
み
を
表
わ

す
仏
教
の
言
葉
で
、
こ
れ
に
も
う

四
つ
加
え
た
ら
、
お
馴
染
み
の

「
四し

苦く

八は

っ

く苦
」。

　

い
か
に
も
時
系
列
的
に
並
ん
だ

こ
の
言
葉
通
り
、「
死
」
は
「
老
」

や
「
病
」
の
次
に
来
る
も
の
と
思

い
が
ち
で
す
が
、「
生
」
か
ら
「
老
・

病
」
を
経
ず
に
、
直
接
「
死
」
に

至
る
こ
と
も
、
あ
っ
て
当
然
な
の

だ
と
い
う
こ
と
は
、
普
段
は
意
識

の
外
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ

も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
、
い
ま
は

事
故
や
自
殺
で
な
い
限
り
、
子
ど

も
は
め
っ
た
に
死
な
な
く
な
り
ま

し
た
。

☆
子
ど
も
の
扱
い

　

平
安
時
代
の
記
録
に
よ
る
と
、

た
と
え
天
皇
の
家
で
も
、
子
ど
も

が
死
ん
だ
場
合
、
葬
式
は
行
わ
ず
、

袋
に
納
め
て
山
野
に
捨
て
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。
時
代
が
下
っ
て
、

江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
、
子
ど
も

の
死
で
家
族
が
喪
に
服
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
死

亡
率
の
高
さ
ゆ
え
に
、
子
ど
も
の

死
は
、
い
ま
ほ
ど
重
大
な
こ
と
と

は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い

え
ま
す
。

　

地
方
に
よ
っ
て
は
、
８
歳
に
な

る
ま
で
は
、
当
時
の
戸
籍
に
当
た

る
宗
門
改
帳
に
記
載
さ
え
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
ひ
と
り
の
人
間
と

し
て
さ
え
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
わ
け
で
す
。
生
ま
れ
て
も
、
大

人
に
な
れ
る
保
証
な
ど
な
か
っ
た

せ
い
で
し
ょ
う
。
ち
ゃ
ん
と
お
と

な
に
な
れ
る
だ
ろ
う
と
判
断
し
て

初
め
て
、
寺
に
届
け
出
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

話
を
長
谷
寺
の
過
去
帳
に
限
れ

ば
、
早
い
も
の
で
は
、
17
世
紀
後

半
頃
か
ら
、
子
ど
も
の
た
め
の
葬

儀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
童
子
や
童
女
と
い
う
位
号
を

も
つ
、
子
ど
も
の
戒
名
が
つ
け
ら

れ
、
お
と
な
と
同
じ
よ
う
に
、
懇

ろ
に
弔
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
一
般
化
す
る
の
は
も
う

少
し
時
代
が
下
が
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
す
が
、
こ
れ
に
は
、
江
戸
時

代
を
通
じ
て
、
継
承
さ
れ
る
べ
き

家
が
成
立
し
て
き
た
と
い
う
時
代

背
景
が
あ
り
ま
す
。
家
の
次
代
を

担
う
べ
き
子
ど
も
を
、
大
切
な
存

在
と
考
え
る
時
代
が
、
よ
う
や
く

や
っ
て
来
た
わ
け
で
す
。

☆
新
し
い
位
号

　

子
ど
も
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は

ま
た
、
新
し
い
位
号
を
生
み
ま
し

た
。
明
治
期
に
な
る
と
、
そ
れ
ま

で
童
子
・
童
女
に
限
ら
れ
て
い

た
子
ど
も
の
戒
名
の
位
号
に
、
嬰え

い

子じ

（
児
）・
嬰え

い
に
ょ女

、
孩が

い

じ子
（
児
）・

孩が
い
に
ょ女

な
ど
が
加
わ
り
ま
す
。「
嬰
」

と
「
孩
」
を
ど
う
使
い
分
け
て
い

る
か
は
、
判
然
と
は
し
ま
せ
ん
が
、

ど
ち
ら
も
５
歳
か
、
せ
い
ぜ
い
７

歳
ま
で
の
子
ど
も
に
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

明
治
に
な
っ
て
教
育
制
度
が
整

い
、学
齢
に
達
し
た
子
ど
も
が
「
児

童
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
れ
よ
り
も
年
少
者
＝
幼
児
に
は

「
童
」
と
い
う
文
字
が
そ
ぐ
わ
な

い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
せ
い

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

「
水す

い

し子
」
と
い
う
位
号
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み

に
水
子
は
、
か
つ
て
は
生
ま
れ
て

間
も
な
い
子
の
こ
と
を
意
味
し
ま

し
た
。
江
戸
時
代
に
は
堕
胎
や
間

引
き
の
子
も
水
子
と
呼
ば
れ
た
よ

う
で
す
が
、
戒
名
を
付
け
た
り
葬

式
を
し
た
り
と
い
う
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
う
ち
の
過
去

帳
で
初
め
て
「
水
子
」
の
戒
名
が

現
れ
る
の
は
、
20
世
紀
初
頭
の
こ

と
で
す
。

　

い
ま
の
よ
う
に
、
水
子
が
、「
生

ま
れ
な
か
っ
た
命
」
を
意
味
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
水
子
の

「
祟た

た

り
」
な
る
も
の
が
喧け

ん
で
ん伝

さ
れ
、

水
子
を
特
殊
な
性
格
を
持
つ
死
者

と
し
て
扱
う
「
水み

ず

こ子
供
養
」
な
る

も
の
が
本
格
化
す
る
、

1970
年
代
あ

た
り
か
ら
の
よ
う
で
す
。
ち
な
み

に
長
谷
寺
の
水
子
地
蔵
が
作
ら
れ

た
の
は
、

1981
年
の
こ
と
で
、
水
子

供
養
を
求
め
る
時
代
と
世
間
の
風

潮
に
、
抗

あ
ら
が

い
き
れ
な
く
な
っ
た
た

め
ら
し
い
で
す
。

☆
子
ど
も
の
供
養
の
い
ま

　

さ
て
、
江
戸
時
代
後
半
頃
か
ら
、

子
ど
も
の
死
に
際
し
て
も
、
戒
名
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で
も
、
子
孫
た
ち
に
と
っ
て
み
れ

ば
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で

は
な
さ
そ
う
で
す
。

　

け
れ
ど
子
ど
も
は
、
ご
先
祖
さ

ん
の
う
ち
の
誰
か
の
、
孫
や
子
で

あ
り
、
兄
弟
姉
妹
で
あ
り
、
お
じ

お
ば
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で

通
り
、
ご
先
祖
さ
ん
の
お
仲
間
で
、

い
さ
せ
て
あ
げ
て
下
さ
い
。

　
　
　

▽　
　
　
　
　

△

　

人
間
の
寿
命
と
、
子
ど
も
の
死

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

　

寿
命
の
驚
異
的
な
伸
び
で
現
出

し
た
社
会
は
、
寿

こ
と
ほ

ぐ
べ
き
長
寿
社

会
で
は
な
く
、「
高
齢
化
社
会
」

と
、
い
さ
さ
か
否
定
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
一
方

で
出

し
ゅ
っ
し
ょ
う生

率
の
低
下
も
同
時
に
進

み
、
高
齢
化
社
会
は
今
後
一
層
、

基
盤
の
弱
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
未
来
に
希
望
を
繫
げ

な
い
わ
け
で
す
。
む
ろ
ん
、
希
望

を
も
て
な
い
未
来
が
、
出
生
率
の

低
下
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う

側
面
も
あ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
の
数
が
減
り
、
家
庭
内

で
の
子
ど
も
の
地
位
は
上
が
り
ま

し
た
。
子
ど
も
を
大
切
に
す
る
、

望
ま
し
い
時
代
が
来
た
と
い
え
ま

を
付
け
て
懇
ろ
に
葬
り
、
位
牌
を

作
っ
て
供
養
を
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
子
ど

も
は
大
切
に
供
養
さ
れ
て
い
る
か

と
考
え
る
と
、
ど
う
も
そ
う
と
も

い
え
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
当
地
で
は
秋
に
「
大

法
会
」
と
呼
ば
れ
る
、
名
前
の
通

り
の
大
き
な
法
要
が
あ
り
、
こ
こ

で
先
祖
の
戒
名
の
読
み
た
て
を
し

て
供
養
し
ま
す
。
実
は
こ
の
読
み

た
て
の
「
先
祖
」
か
ら
、
子
ど
も

を
省
く
家
が
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
は
先
祖
と

は
い
え
な
い
と
い
う
考
え
方
が
根

底
に
あ
る
せ
い
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
自
分
に
繋
が
る
、
そ
の
人

が
い
な
け
れ
ば
自
分
が
生
ま
れ
て

い
な
い
存
在
だ
け
を
先
祖
と
考
え

る
な
ら
、
た
し
か
に
子
ど
も
は
先

祖
と
は
い
え
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
最
近
、
ま
だ
ご
く
わ
ず
か

で
す
が
、
仏
壇
で
ま
つ
ら
れ
て
い

る
位
牌
か
ら
、
子
ど
も
の
位
牌
だ

け
を
、
永
代
供
養
で
寺
に
預
け
る

家
も
現
わ
れ
始
め
ま
し
た
。
こ
れ

も
や
は
り
、
子
ど
も
を
先
祖
と
は

考
え
な
い
立
場
で
し
ょ
う
。

　

親
に
と
っ
て
は
大
切
な
子
ど
も

す
が
、
そ
の
命
を
狙
っ
て
い
る
昨

今
の
政
治
の
動
き
が
、
と
て
も
気

に
な
り
ま
す
。
女
性
た
ち
に
「
子

ど
も
を
産
め
」
と
迫
る
お
じ
さ
ん

た
ち
の
相
次
ぐ
発
言
も
、
底
流
に

あ
る
も
の
は
同
じ
で
し
ょ
う
。

　

戦
時
中
に
は
「
産
め
よ
増
や
せ

よ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
あ
り

ま
し
た
。
産
み
増
や
さ
せ
る
目
的

は
、
兵
士
に
し
て
戦
場
に
行
か
せ

る
た
め
で
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
子
ど
も
た

ち
に
、
ど
ん
な
未
来
を
渡
せ
る
の

か
。
少
な
く
と
も
、
か
つ
て
の
よ

う
に
、
子
ど
も
た
ち
を
戦
場
に
追

い
立
て
る
よ
う
な
時
代
に
は
、
断

じ
て
し
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
鐘

し
ょ
う
ろ
う
ま
え

楼
前
小こ

み

ち径　

　

江
戸
時
代
以
来
の
街
道
沿
い
の

借
地
が
寺
に
返
還
さ
れ
て
、
早
い

も
の
で
、
も
う
10
年
以
上
に
な
り

ま
す
。
土
を
盛
り
、
石
垣
を
築
い

て
、
よ
う
や
く
境
内
の
一
部
と
し

て
馴
染
ん
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
新
し
い
境
内
地
を
ど
う
利

用
す
べ
き
か
、
ず
っ
と
考
え
、
様

子
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
場
所
が

場
所
だ
け
に
、
新
し
い
お
堂
を
建

て
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
そ
う

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

広
々
と
し
て
い
る
せ
い
か
、
駐

車
場
と
し
て
利
用
す
る
方か

た

が
、
本

堂
前
の
空
間
よ
り
も
む
し
ろ
多

く
、
お
参
り
の
人
の
動
き
が
変
わ

り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
こ
と
な
ら
と
、
こ
こ

か
ら
鐘
楼
の
脇
を
通
っ
て
、
本
堂

に
向
か
う
通
路
を
拵

こ
し
ら

え
ま
し
た
。

こ
れ
に
と
も
な
い
、
境
内
東
側
、

観
音
堂
の
正
面
付
近
へ
の
車
の
進

入
は
、
ご
遠
慮
願
う
こ
と
に
し
ま

し
た
。

　

車
は
、
墓
地
に
通
じ
る
西
参
道

か
ら
駐
車
場
に
お
入
り
く
だ
さ

い
。
本
堂
正
面
の
参
道
か
ら
車
で

お
入
り
の
場
合
は
、
左
折
し
て
駐

車
場
に
お
廻
り
下
さ
い
。
歩
き
に

く
い
方
を
お
連
れ
の
場
合
は
、
お

手
数
で
す
が
、
本
堂
前
で
降
り
て

も
ら
っ
て
、
車
は
駐
車
場
に
移
動

し
て
下
さ
い
。

並んだ木製の椅子は、車止め代わりです。


