
≡
≡
≡
≡
小
特
集
H
文
化
と
文
化
学
を
め
ぐ

っ
て
=
≡
=
=
≡

台

湾

調

査

か

ら

ー

寺

廟

の

神

々
i

植

松

明

石

一
九

七
六
年

に
台
湾
漢
人
社
会

の
調
査
機
会

に
め
ぐ
ま
れ
た
が
、
七
八
年

以
後

は
毎
年
渡
台

し
、
主
と

し
て
北
部
農
村

の
社
会
生
活
や
宗
教

に
つ
い
て

の
理
解

に

つ
と

め
て
い
る
。
台
湾

の
国
民

の
構
成

は
大
き
く
原
住
民

で
あ

る

山

地
民
と
、
大
陸
華
南

か
ら
渡
来
し
た
漢
人

に
よ

る
。
最
も
早
く
台
湾

に
渡

り
開
拓
を
す
す

め
町
造
り
を
し

た
の
は
福
建
系
出
身

の
人

々
で
あ

っ
た
。

こ

れ

よ
り
お
く
れ

て
広
東
系

の
人

々
が
開
拓

に
加
わ

る
の
で
あ

る
が
、

こ
れ
ら

の
漢
人

は
文
化
的

に
は
殆

ん
ど
抵
抗
を
う
け
ず

、
彼
等

の
習
慣

に
も
と
つ
く

町
造
り
を
し

た
と
思
わ
れ

る
。

こ
の
福
建
系
、
広
東
系

の
人

々
は
そ
れ
ぞ
れ

独
自

の
中
国
方
言
を
話
す
人

々
で
あ

る
が
、

こ
れ
が

い
わ
ゆ
る
本
省
人
と
い

わ
れ

る
人

々
で
あ

る
。

第

二
次
大
戦
終
了

に
よ
り
日
政
時
代

は
お
わ
り
今
度

は
か
わ

っ
て
大
陸

か
ら
国
民
党

の
人

々
が

や

っ
て
き

て
政
権

の
座

に

つ
い
た

が
、
彼
ら

は
外
省
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
彼

ら
の
話
す
北
京
語
が
、
学

校
教
育

に
お
け
る
共
通
語
と

な

っ
て
い
る
状

況
で
あ

る
。

大

陸
を
ふ
く

む
広
大

な
中

国
は
地
域
的
特
色
が
強
く
、
中
国
全
体

に
つ
い

て
言

え
る
も

の
は
な
か
な
か
な

い
が
、
そ
う

し
た
中

で
寺
廟

は
数
少

い
最
大

公
約
数

の
ひ
と

つ
で
あ

ろ
う
と

い
わ
れ

て
い
る
。

台
湾

の
各
地
を
歩

い
て
み

る
と
、
至

る
と

こ
ろ
に
寺
廟
が
あ
り
、
人

々
が
熱
心

に
拝

々
し
て

い
る
の
を

見

る
。
日
本

の
寺
社
や
そ

の
他
種

々
の
小
祠
が
、
宗
教
的
世
界

の
中
核

的
存

在

で
あ

る
よ
う
な
意
味
を
、

こ
の
寺
廟
が

台
湾

の
漢

人
社
会

で
も

つ
と

い
え

る
よ
う
だ
。

今
回

は
台
湾
、
特

に
台
北
市
内

の
二
、

三
の
寺
廟

に

つ
い
て
い

く
ら

か
の
紹
介
を
す
る

こ
と

に
し
た
い
。

龍

山

寺

台
湾

に
お
け
る
漢
人

の
足
跡

の
最
も
古

い

と

い

わ

れ

る
町

は
、

一
に
府

(台
南
)
、

二
に
鹿

(鹿
港
)
、

三
に
艦
髀

(台
北
、
萬
華
)
と

い
わ
れ
て

い

る
が
、
何
れ
も
台
湾
西
岸

の
町
で
、
漢
人
が
台
湾
西
海
岸
を
南
か
ら
次
第

に

北
上

し
町
造

り
を

し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
艦
艀

は
台
北
市

の
龍

山
区

の

萬
華
地
域

で
、
現
在

は
台
北

の
中
枢
部

か
ら

は
ず
れ
て

い
る
が
、
台
北

に
府

城
が
建
設

さ
れ

る
以
前

か
ら
河
港

町
と
し

て
栄
え
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

古

い

町
並

み
に
は
寺
廟
も
多
く
、
台
北

三
大
廟
と

い
わ
れ

る
清
水
巌
、
保
安
宮

、
龍

山
寺

は
何
れ
も

こ
の
地
区

に
あ
り
、
ま
た

こ
の
周
辺

は
寺
廟

に
関
連

す
る
独

得
な
職
人

の
町
で
様

々
の
店
が
軒
を

つ
ら
ね
て
い
る
。
龍

山
寺

は
艦
髀

開
拓

の
折
、
大
陸

の
福
建
省
晉
江
県
安
治
郷

の
龍

山
寺
よ
り
分

霊
し
建
廟

さ
れ
た

も

の
で
観
音
仏
祖
を
主
神
と
し
て

い
る
。
台

湾
移
住

に
際

し
て
守
護
神

を
奉

持
し

(神
仏
像
や
分
香
)
や
が

て
寺
廟
を
建

立
す
る
と

い
う

ケ
ー
ス
が
多
く

こ

の
た

め
祭
神

は
大
陸
で
古
く
か
ら
信
仰

さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ

っ
た
り
、
彼
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ら

の
出
身

の
地
域
的
守
護
神

で
あ

っ
た
り
す
る
こ
と

で
多

い
。
観
音
仏
祖

は
、

大
陸

一
般

で

の
信
仰
も
非
常

に
古
く

か
ら
あ

り
、
漢
人

の
神

々
の
世
界

の
中

で

の
地
位

の
高

い
、
そ

し
て
人
気

の
高

い
女
神

で
、
農
村
家
庭

の
祭
壇

で
も

必
ず

と

い

っ
て
よ
い
ほ
ど
中
央

(中

央
が

一
番

地
位
が
高

い
。
次
が
む

か

っ

て
右
、
そ
し
て
左

で
あ

る
)

に
ま

つ
ら
れ
て
い
る
神

だ
。
龍

山
寺

の
建
築

は

立
派
な
四
合
院
形
式
で
あ
る
が
、
中

央

に
あ

る
主
殿

の
中

央
に
荘
厳
華
麗

な

こ
の
観
音
仏
祖
が

鎮
座
し
て
い
る
。

人

々
の
信
仰
が
非
常

に
あ

つ
く
常

に
香

客
で
こ

っ
た
が
え
し
、
日
本
人

の
観
光
客

も
必
ず

お
と
ず

れ
る
名
所

で
あ

る
。

観
音
仏
祖

の
他

に
こ
の
主
殿

に
は
三
接
引
仏
、

釈
迦

如
来
、
韋
駄

天
、
護
法

尊
天
、
文
殊
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
、
十
八
羅
漢

な
ど
主
と
し
て
従
祀
と
さ
れ
る

仏
像

の
他

に
、固

有
名
詞

の
つ
か
な

い
土
着
的
な
山
神
、
土
地
神
、
四
海
龍

王

が
ま

つ
ら
れ
て

い
る
。

さ
ら

に
こ
の
主
殿

の
後
方

に
あ

る
後

殿

に
は
金
箔
美

麗
な
女
神
、
天
上
聖
母

(媽
祖
)

を
中
心

に
太
陰
公
、
太
陰
娘
、
水
仙
王
、

城
隍
爺
、
註
生
娘

々
、
地
頭
夫
人
、
朱
夫
人
、
大
壮
夫
人
、
土
地
神
、
婆
姐

母
、
文
昌
帝
君
、
朱
衣
神
、
金
甲
神
、
大

魁
星
君
、
紫

陽
夫
子
、

関
聖
帝
君
、

三
官
大
帝
、
地
蔵
菩
薩
な
ど
仏
教
、
道
教
そ

の
他
様

々
に
所
属
す
る
神
像
が

配
置
さ
れ

て
い
る
の
を
見

る
。

こ
れ
ら
神

々
の
中

に
は
、
人
気
が
な
く
特

に

拝
ま
れ

て
い
る
形
跡

の
な

い
も

の
も
あ

る
が
、
大
多
数

は
そ

の
神

々
の
も

つ

異
な

る
機
能

に
応
じ

て
熱
心

に
お
が
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
拝

々
の
様
式
も
か

わ
ら
な

い
の
で
あ

る
。

ま
た

い
わ
れ

る
よ
う

に
中
国
王
朝

の
官
僚
組
織

の
投

影
と

し
て
の
神
界
組
織
が
、
そ

の
ま
ま
祭
壇
上

に
表
現
さ
れ

て
い
る
わ
け
で

も

な
い
。

一
般

に
台
湾

の
寺
廟
が
き
わ

め
て
多
神
的

で
あ

る
と

い
わ
れ
て

い

る
の
だ
が
、
観
音
仏
祖
を
主
神
と
す

る
龍
山
寺
も
現
在

こ
う
し

た
神

々
の
状

況

に
あ

る
。
龍
山
寺

の
年
中
行
事
を
み

る
と
、
観
音
仏
祖

の
誕
生

日
や
成
道
、

入
滅

の
日
の
祭
が
あ

る
ば

か
り

か
、
そ
れ
以
外

の
、

た

と

え

ぽ

天
上
聖
母

(媽
祖
)
、
土

地
神
、
文
昌
帝
君
、

三
官
大
帝
な
ど
も
と
も
と

は
仏
教

に
属
さ

な
い
神

々
の
誕
生

日
を
寺

の
祭

祀
と

し
て
執
行

し
て
い
る
の
で
あ

る
。
龍
山

寺

の
こ
の
よ
う
な
実
態

は
、
他

の
殆

ん
ど

の
寺
廟

の
実
態
を
示
す

の
で
あ
り
、

こ
れ

よ
り
も

っ
と
多
種
、
多
数

の
神
像
を
ま

つ
る
と

こ
ろ
も
多
く
、
人

々
の

多
様

な
祈
願

の
要
求

に
こ
た
え
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

金

安

宮

萬
華

の
古

い
商
店
街

の
裏
、

二
階

か
ら
洗
濯
物
が

ひ
る
が
え

る
よ
う
な
せ

ま
い
裏

町
の
露
路

の

一
角

に
あ

る
金
安
宮

は
、
古

い
創
立

の
廟
で
あ

る
が
非

常
に
小

さ
い
。
敷

地
は
七
坪
位
と

い
う
が
古
び

た
建
物

は
そ

の
半
分
位

の
広

さ
だ
ろ
う
。

王
爺

を
ま

つ
る
こ
の
廟

に
は
近
く

の
商
売

の
女

た
ち
も
拝

々
に

く

る
と
い
う
こ
と

だ
。
奥

の
正
面
祭
壇

に
は
金
王
爺
、
白
王
爺
、
呉
王
爺
、
梁

王
爺
が

ま

つ
ら
れ
、

む
か

っ
て
右
手
す

み
に
は
王
爺

の
配
偶
と
し

て
金
夫
人
、

李

夫
人
が

ま

つ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
世
界

の
投
影
と

し
て
考
え
ら
れ

て
い
る

神

々
の
世
界

で
は
、

神

々
も
妻

を
も

つ
必
要
が
あ

り
、
信
心
深

い
人

々
は
男

神

に
対
し
妻

な
る
神
像

を
与

え
て
ま

つ
り
、

さ
ら
に
そ

の
間

に
も
う
け
ら
れ

る
は
ず

の
子
ま
で
想
定
し
て
ま

つ
る
こ
と
が
あ

る
と

い
う

こ
と
だ
。
金
安
宮

の
祭
壇

に
は
そ

の
他
高
俺
爺
、
劉
備
、
関
公
、
張
飛
、
文
武
王
爺
、
矮
仔
爺

な
ど
雑
多
な
神

々
や
、
王
爺

の
配
下
と
し
て
奇
怪

は
首
人
形

の
五
路
兵
馬
も

お
か
れ
て

い
る
。

王
爺

は
不
思
議
な
神

で
あ

る
。
池
、
朱
、
李
な
ど
す
べ

て

人
間

の
姓
を
も
ち
、
そ

の
種
類
は

=
ご
二
あ

る
と

い
わ
れ

て
い
る
。
多
く

は

非
業

の
死
を
と
げ

た
進
士
や
功
臣
で
い
わ
ば

日
本

の
御
霊
神

の
よ
う

な
存
在

で
あ

る
。

そ

の
上
御
霊
神
と
同
様

に
疫
病
神
と

し
て
の
性
格

を
も

ち
、

か
つ

て
大
陸

の
海
岸
地
方
で

は
疫
病

流
行

の
折

は
、
そ

の
祈
願
と

し
て
王
爺
船
を

放
流
し
た
。
疫
病

を
遠
く
海

の
む
こ
う
に
放

出
す

る
の
で
あ

る
。

一
方
そ

の
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船
が
漂
着
し

た
と

こ
ろ

は
、
神

々
の
来
訪
で
あ
る
と
し
て
廟

を

つ
く

ら
ね
ば

な
ら
な

い
と
さ
れ
た
。
台
湾

の
海
岸
諸
地
域
に
は
こ
の
伝

承
に
よ

っ
て
建

て

ら
れ
た
と
す

る
廟
も
多
く

、
ま
さ
し
く
現
実

の
訪
れ
神

で
あ

っ
た
。
ま
た
王

爺
は
疫
病

神

の
性
格

の
み
で
な
く
、
最
高
神

玉
皇
上
帝

(天
公
)

の
配
下
と

し
て
人

の
善
悪

の
監
視
す

る
と
も

い
わ
れ

て
い
る
。
童
乱
と

の
関
係
も
深

い

と

さ
れ

る
こ
と

か
ら
王
爺

の
神
霊

は
活
動
的

で
あ
り
、
ま
た
人

々
と

の
む
す

び

つ
き
も

か
た
く
漢
人

の
小
伝
統

に
属
す

る
神

々
と

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う

な
童
品
と

の
む
す
び

つ
き

の
有
無

に
よ
り
大
伝
統

の
寺
廟
と
、
小
伝
統

の
寺

廟

に
分
け

て
考
え

る
試
み
も
あ

る
。

台
湾

の
寺
廟

の
祭
神
と
し
て
最
も

ま

つ

ら
れ

る
こ
と

の
多

い
神
で
あ
る
。

聖
公

媽
廟

延

平
区

に
あ
る
聖
公

媽
廟

を
た
ず

ね
た
時

は
夕
暮

で
迷
路

の
よ
う

に
い
り

く

ん
だ
露
路
奥

の
こ

の
廟

の
看
板

に
は
赤

や
青

の
イ
ル
ミ
ネ

ー
シ

ョ
ン
が
か

が

や
い
て
い
た
。
金
安
宮

よ
り
さ
ら

に
小

さ
い
こ
の
廟

の
お
堂

は
間

口
が

一

問
半
位

で
、
供
物

台
を
も
う
け

る
場
所
が
な
く
道
路
上

に
石
製

の
台
が
お
か

れ
て
い
た
。

せ
ま
い
堂
内

に
は
二
、

三
人

の
香
客
が
熱
心

に
拝

々
し
て

い
た

が
、
そ
れ
以
上
も
う

入
る
こ
と

は
む
ず
か
し

い
程
で
あ

る
。
祭

壇

に
は
天
上

聖
母
、
郭
聖
王
、
大
蔵
爺
、

三
官
大
帝
、
土
地
公

(福
徳
正
神
)
、

弥
勤

菩

薩
、
観
音
、
そ

の
他
名
称
不
明

の
神
像

が
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
最

も
興

味
を

ひ
く

の
は
祭
壇

の
下

に
無
縁

の
骨
を
収

め
る
と
さ
れ
る
大
ぎ

な
骨
ガ

メ

が
お
か
れ
て

い
る

こ
と
で
あ

っ
た
。

む
か

っ
て
右
男

骨
、

つ
ま
り
聖
公
、
む

か

っ
て
左

女
骨
、

つ
ま
り
聖
媽
で
あ

り
、

か

つ
て
墓
場

で
あ

っ
た
こ
の
地

の

無

縁

の
骨
を
ま

つ

っ
た

の
が

こ
の
廟

で
あ

る
と

い
う
。
台
湾

で
は
枯
骨
が
し

ぼ

し
ば
廟

神
と

し
て
祭
ら
れ

る
。

(こ
れ

は
沖
繩

で
も
み
ら
れ

る
こ
と
だ
。)

有
応

公
と

か
義

民
爺
と

か
い
わ
れ

る
神

々
が
そ
れ

で
、
王
爺
と
ち
が

っ
て
こ

れ

に
は
姓

は
な
い
。
全
く
無
縁

の
骨

で
あ

る
。
聖
公
媽
廟

は
こ
の
地
域

一
帯

の
信
仰
を
あ

つ
め
て
い
る
ば

か
り

か
他
地
域
か
ら
も
拝

々
に
く
る
。

正
月
か

ら

は
信
者

に
よ

っ
て
神

に
芝
居
が
さ
さ
げ
ら
れ

る
と

い
う

こ
と
で
例
年
、

一

月

か
ら

三
ヶ
月
問
も
続
く
と

い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。

一
人
で
数

回
分

の
費
用

を
拠
金
し
た
り
、

一
回
分

を
数
人
で
分

担
し
た
り
、
そ

の
方
法

は
さ

ま
ざ

ま

で
あ

る
が
そ

の
熱
心
さ
は
只

々
お
ど

ろ
く
ば

か
り
で
あ

る
。
戯
台

は
臨
時

の

小
屋
が

げ
で
、
最
近

は
芝
居

だ
け
で
な
く
映
画
も
や

る
よ
う

に
な
り
、
道
路

の
看
板

に
そ

の
節

目
が

で
て
い
た
。

こ
の
廟

は
会
館
事
務
所
も
も

っ
て
い
た

が
、
そ

の
費
用
も
信
者

の
拠
金
を
長
年
積
立

て
た
も

の
を
基
金
と
し
て

い
る
。

寺
廟

の
建
立

に
よ

っ
て
財
を
な
そ
う
と
す

る
場
合
も
あ

る
が
、
多

く

は
そ

の

献
金
が
個
人

の
ふ
と

こ
ろ
を

こ
や
す

こ
と
な
く
廟

の
公
益
事
業

の
た
め
に

つ

か
わ
れ

る
と
さ
れ

る
。
神
と
人

々
と

の
間

の
供
物
や
献
金
を
介
し
て

の
ギ
ブ

・
ア

ン
ド

.
テ
イ
ク
の
精
神

は
非
常

に
よ
く
守

ら
れ
て
い
る

の
だ
。

台
湾

の
寺
廟

の
ほ
ん

の

一
端

(そ
れ
も
都
市

の
)

を

の
べ
た
が
、
先
づ
第

一
に
興
味
深
い

の
は
ど

の
寺
廟

に
行

っ
て
も
お
び
た
だ
し
い
人

々
が
熱

心
に

供
物

や
線

香
を
捧
げ

て
拝

々
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ

れ
も
老

人
だ
け
で
は
な

い
。

若

い
男
女
も
多

い
。
祭
日

に
ぶ

つ
か
れ
ば

そ

の
雰

囲
気
は
最
高
潮
と

な

る
。
祭
壇

に
近
づ
く

こ
と

に
危
険
さ
え
感
ず

る
人

の
流
れ
、

目
も
あ

け
ら
れ

ぬ
程
堂
内

に
た
ち

こ
め
る
紫

の
線

香
の
煙
、
そ

し
て
こ
れ
が

日
本
と

は
ち
が

う
と

こ
ろ
だ
が
1

供
物
台

に
と

こ
ろ
せ
ま
し

と

お

か

れ

た
三
牲

・
五
牲

(豚
肉
、
内
臓
、
羽

ぬ
き
丸
ご
と
姿
を
と
と

の
え

た
鶏
や
鴨
、
玉
子
、
魚
な
ど

の
中

の
三
種
あ

る
い
は
五
種

の
組
み
あ
わ
せ

の
供
物
)
、

時

に
は
丸
ご
と

の

豚
、
果
物
、
菓
子
そ

の
他
様

々
の
供
物

の
壮
観
さ
、
神

々
の
紙
幣
歴
金
紙

を
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焼
く
金

炉

の
高

い
煙
突

か
ら
天
空

に
吹
き
出
す
猛
烈
な
焔
、
そ

し
て
鳴
り
続

ヨ

け
る
爆
竹
、
そ
し
て
う
ず
高
く
散
乱
す

る
爆
竹

の
か
ら
。
神

々
が
供
物
を
食

べ
た

こ
と
を
占

っ
て
か
ら
再
た
び
供
物
を
籠

に
入
れ
戻
す
手
ぎ

わ
の
よ
さ
、

供
物

は
す
べ
て
持
ち
帰

る
の
で
あ
り
、
そ

の
場
で
は
直
会
さ
れ
な
い
。
廟

の

広
場

の
戯
台
で
演
ぜ
ら
れ

る
神

へ
の
芝
居
、
多
く

の
坐
売
り
や
屋

台
店
、
弾

き
語

り
等

々
、
人
、
音
、
色
、
臭

い
、
強
烈
な
人

々
の
信
心
が
ふ
き
出
る
ば

か
り
だ
。
総
本
山
と

み
な
さ
れ

る
よ
う
な
寺
廟

で
は
遠
方
各
地

か
ら
数
十
人
、

数

万
人

の
参
詣

団
が
組
織

さ
れ
バ

ス
を
連
ね

て
く
り

こ
み
、
分
神
像
を
輿

に

の
せ
里
帰
り
さ
せ
る
の
で
あ

る
。

こ
れ

ら
寺
廟

の
経
営

は
拝
観
料

に
よ
る
こ

と
な
く
す
べ
て
信
者

の
献
金

に
よ
る
。
学
校

の
寄
附

は
集

ら
な
い
が
廟

へ
の

金

は
た
ち
ま
ち
集
る
と

い
わ
れ
、
今

も
寺
廟

は
さ
か
ん
に
新
築

さ
れ
、
改
築
、

増
築
も
そ

こ
ご
こ
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

一
般

に
古

い
も

の
よ
り
新
し

い
も

の
を
よ
し
と
す
る

の
で
寺
廟

の
新
築
、

改
築

に
は
次

々
と
新

し
い
様
式
、
装
飾
が
加
え
ら
れ
、
金
銀
丹
青

の
華
麗

さ

や
、
過
剰

な
ば

か
り
に
装
飾
さ
れ
た
雰
囲
気

は
、
日
本
人
が
寺
社

に
求
め
た

が

る
枯
淡
と

は
全
く
異

な
る
も

の
だ
。

龍

山
寺
や
そ

の
他

の
寺
廟

で
、
多
種
多
数

の
神
像
が
存
在
す

る
こ
と
を
紹

介
し
た
が
、

台
湾
文
献
委
員
会

の

「
台
湾
寺
廟

一
覧
表
」

に
よ
る
と
、

一
九

六
〇
年

に
寺
廟
が
四

二
二
〇

ヶ
所
あ
り
、

そ

の
主
神

の
み
を
対
象

し
て
も
神

々
は
二
四
七
種
を
数

へ
、
そ

の
中
寺
廟
を

二
〇

所
以

上
も

つ
も

の
は

二
九
種

あ

る
と
さ
れ

て
い
る
。

寺
廟

に
は
こ
れ
ら
主
神

の
外

、
前

に
ふ
れ
た
よ
う

に

様

々
の
神
が
祀
ら
れ
、
ま

た
貸
出

し
用

の
神
仏
像
も
多
数
用
意
さ
れ
る
か
ら

寺
廟

の
祭
壇

は
極

め
て
複
雑
な
状
況
を
呈
す

る
こ
と

に
な

る
。
寺
も
廟
も
建

築

の
様
式

は
相

異
が

な
く
、
仏
像

の
み
か
神

々
も

「
像
」

で
表
現
さ
れ
て
お

り
、
仏
像

、
神
像

を
同

一
祭
壇

上
に
祀

る
こ
と

は
忌
避

さ
れ
な

い
。
拝

々
の

様
式
も
ほ

ぼ
共
通
で
あ
り
、
人

々
は
そ

の
祈
願

の
内
容

に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ

ふ
さ
わ
し

で
対
象
を
拝

々
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
寺
廟
を
仏
教

の
寺
、
道
教

の
廟

な
ど
と
分
類

す
る
こ
と

は
困

難

で
あ

り
、
実
際

こ
れ
を
拝

々
し

て
い
る
人

々
の
側
か
ら
す
れ
ば

そ

の
よ
う

な
分
類

は
大

し
た
意
味
を
持

た
な

い
の
で
あ

る
。
純
粋

に
何

々
教

の
寺
、
廟

と

い
わ
れ
る
も

の
は
数

え
る
ほ
ど

し
か
な

い
だ

ろ
う
と
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
神

々
の
由
来

の
中

で
最

も
多

い
の
が
人
霊

に
よ
る
も

の
で
あ

る
。

個
有
名
詞
を
も

つ
歴

史
上

の
英

雄
、
忠

臣
、
有
徳
、
賢
者

ら
に
よ
る
神

々
、

王
爺

の
よ
う

に
姓

の
み
も

つ
も

の
、
姓

名
不
明

の
有
応

公

の
類
、
そ

し
て
漢

人
社
会

に
と

っ
て
最
も
重
要
な
、
そ
し
て

こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
が
家
庭
内

の

祭
壇
上

に
寺
廟

の
神

々
と
共

に
ま

つ
ら
れ
拝

々
さ
れ
て
い
る
祖
先

(姓
名
が

明
確
)
は
宗
教
的
対
象
と
し
て
除
外
で
き
な

い
も
の
だ
。

漢
人
社
会

の
宗
教
的
対
象

の
分
類

は
種

々
試
み
ら
れ
て

い
る
が
、
そ

の
ひ

と

つ
に
神
、
鬼
、
祖
先

の
三
種

を
考

え
る
分
類
が
あ

る
。
死
者
霊
が
正
当
な

祭
祀
資
格

者

(父
系

の
男
性

子
孫
)

の
存
在

に
よ

っ
て
な

る
こ
と

の
出
来

る

「
祖
先
」
、

そ
れ
を
持
た
ず
冥
界

を
さ
ま
よ
う

「
鬼
」

(特

に
子
孫
を
も

た

ぬ

未
婚

の
女
性
や
異
常
死
者
)
、

そ
し
て

「神
」
の
三
種

で
あ

る
と
す

る
わ
け
だ
。

そ

の
神

の
多
く

の
部
分
が
ま
た
人
霊

に
由
来
す
る
神

々
な

の
で
あ

る
。

日
本
人

の
カ
ミ
観
念

の
考
察

に
お

い
て
、
祖

霊
信
仰
が
非

常

に
重
要

と
さ

れ
、

カ
ミ
と

ヒ
ト
は
同

一
延

長
線
上

に
あ

る
こ
と
が
種

々
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

台
湾

の
寺
廟

を
中
心

に
の
べ

て
き
た
漢
人
社
会

の
神

々
の
世
界
も
人
霊

に
極

め
て
依
存

し
、
神
、
鬼
、
祖
先

は
様

々
に
相
互
転
換
が
可
能

で
あ

る
。
両
者

の
比
較

は
意
味

深

い
こ
と

と
思

わ
れ
る
。
そ

し
て
民
間
信
仰
と

し
て
個

々
の

項
目
を
と
り
あ
げ

て
考
え
る
方

法

の
他

に
、

ひ
と

つ
の
ま
と

ま
り
の
あ

る

コ

ン
プ

レ

ッ
ク
ス
を
な
す
宗
教
的
世
界
と
し
て

の
認
識

の
も
と

に
種

々
説
明

し



よ
う
と
す

る
こ
と
が
必
要

で
は
な

い
か
と
考
え

て
い
る
。

最
近
刊
行

さ
れ
た
沢

田
瑞
穂
氏

の

『
中
国

の
民
間
信
仰
』

の
中

に

「蟠

桃

宮

の
神

々
」
と

い
う
論
文
が
あ

る
。

一
九

四
二
年
春

に
お
け
る
北
京

に
あ

っ

た
こ
の
廟

の
神

々
の
解
説
を
試
み
た
も

の
だ
が
、
そ

こ
に
示
さ
れ
た
状
況
は

現
在

の
台
湾

の
状
況

に
非
常

に
似

て
い
る
。
さ
ら

に
こ
の
論
文

に
は
人
民
共

和

国
成
立
後

の
こ
の
廟

の
消
息

に
も
ふ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と

民
国

三
八
年

(
一
九

四
九
)

の
春
、
最
後

の
蟠
桃
宮
廟
会
が

お

こ
な
わ
れ
た
が

三

日
間

に

一
人

の
香
客
も
な
か

っ
た

こ
と
、
そ
れ
か
ら
さ
ら

に

一
五
年
後

の
昭

和

三
九
年

(
一
九

六
四
)

に
訪
中
団

の

一
人
が
蟠

桃
宮

の
存

在
は
確

認
し
た

が
、
そ

の
軒
先

に
洗
濯
物
が
か
け
て
あ
り
、
信
仰
上

の
機

能
を
失

っ
て
い
る

ら
し

い
と

い
う

こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
大
陸

に
お
い
て
寺
廟

の
改
廃
、
民
居

化
が
ど

の
よ
う

に
進
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

も
は
や
そ
こ
で
は
寺
廟

が
最
大
公
約
数
で
は
あ

り
得

な
い
の
か
も

し
れ

な
い
が
、
台
湾

の
寺
廟
を

め

ぐ

る
日

々
の
活

気
を
し
の
ぶ
と
、

こ
の
台
湾
地
域

に
対

し
て
、

一
層
多
方
面

の
興
味

を
い
だ
く
次
第

で
あ

る
。

(
一
九

八

一
年
度

の

台
湾
調
査

は

高
橋
産
業
経
済
研
究
財
団

の
研
究
助
成

に
よ
る
こ
と

を
記

し
謝
意
を
表
し

た
い
)

(専
任

・
民
俗
学
)
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