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特集● ス ピリチ ュア ルの解明

1
、
は

じ

ぬ
に

中
国
客
家
地
域
に
お
け
る
「霊
性
」
と
宗
教
景
観
の
再
生

　
　
　
　
　
　
　
　
広
東
省
梅
州
市

の
都
市
部
を
事
例
と
し
て

河
合
洋
尚

(
か
わ
い
　

ひ
ろ
な
お
/
国
立
民
族
学
博
物
館
機
関
研
究
員
/
社
会
人
類
学
)

　
唯
物
史
観
を
思
想
的
な
根
幹
と
す
る
社
会
主
義
国
・中
国
で
は
、宗
教
が
厳

し
く
制
限
さ
れ
て
いる
。
中
国
政
府
は
目
下
、カ
ソ
リ
ッ
ク
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、イ

ス
ラ
ム
教
、仏
教
、道
教
の
五
大
宗
教
の
み
を
公
認
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
諸
宗
教

を
行
政
の
管
理
機
構
の
も
と
に
置
き
、
思
想
と
活
動
を
統
制
し
て
い
る
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い
って
中
国
の
民
衆
が
、公
認
さ
れ
た
五
大
宗
教
の
も
と
、制
限
さ

れ
た
宗
教
活
動
し
か
お
こ
な
って
い
な
い
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で
も
な
い
。
こ
う
し

た
制
度
の
枠
組
み
だ
け
で
中
国
の
宗
教
実
践
を
捉
え
て
し
ま
う
と
、中
国
民
衆

の
信
仰
実
践
を
理
解
す
る
妨
げ
と
な
って
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
中
国
で
は
、
一九
四
九
年
に
社
会
主
義
政
権
が
誕
生
す
る
以
前
に
も
、
特
定
の

宗
教
が

「迷
信
」
と
し
て
批
判
さ
れ
、
坂
り
締
ま
り
を
受
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
った
。
一
九
四
九
年
の
社
会
主
義
政
権
誕
生
以
降
、特
に
一九
六
六
年
か
ら
七

七
年
に
か
け
て
生
じ
た
文
化
大
革
命
期
に
は
、
「宗
教
は
ア
ヘン
で
あ
る
」
と
の
見

解
の
も
と
、各
宗
教
施
設
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
大
量
に
破
壊
さ
れ
た
。
だ
が
、こ
の

時
期
で
す
ら
民
衆
の
信
仰
心
は
衰
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
い
か
な
る

政
治
状
況
に
お
い
て
も
、固
有
の
教
団
や
教
組
に
依
存
し
な
い超
自
然
的
存
在
と

の
霊
的
な
つ
な
が
り
、す
な
わ
ち
本
特
集
で
い
う
と
こ
ろ
の
「ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
への
信
仰
」
を
保
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
(1
)
。

　
筆
者
は
、
二
〇
〇
三
年
度
か
ら
中
国
の
華
南
地
方
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続

け
て
い
る
が
、超
自
然
的
存
在
と
の
霊
的
な
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
は
、中
国
の
信
仰
実
践
に
お
いて
無
視
で
き
な
い役
割
を
担
って
い
る
と

常
々
実
感
し
て
い
る
。
例
え
ば
、筆
者
が
集
約
的
な
実
地
調
査
を
お
こ
な
って
き

た
梅
州
市
で
は
、
一九
四
九
年
の
社
会
主
義
政
権
樹
立
以
降
、
多
く
の
廟

(神
々

を
祀
る
祠
)
が
壊
さ
れ
て
き
た
が
、民
衆
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か

わ
ら
ず
、そ
れ
ら
の
廟
の
神
々
と
の
霊
的
な
つ
な
が
り
を
水
面
下
で
保
って
き
た
。

そ
し
て
、
一九
八
〇
年
代
に
市
場
経
済
化
の
波
が
押
し
寄
せ
る
と
、
海
外
華
僑
の

カ
を
借
り
て
、
彼
ら
の
霊
的
な
感
性
を
具
現
化
す
べ
く
、宗
教
景
観
を
再
生
し

て
い
った
。

　
本
稿
は
、こ
う
し
た
宗
教
の
枠
で
は
捉
え
き
れ
な
い
中
国
民
衆
の
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
を

「霊
性
」
と
い
う
語
で
表
し
、そ
れ
が
社
会
主
義
下
に
あ
る
中
国
で
い

か
に
根
強
く
存
在
し
て
き
た
の
か
を
、
梅
州
市
の
廟
再
建
の
事
例
か
ら
見
て
い
く

こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
現
代
中
国
に
お
け
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
所
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在

の
一端

を
描

き
出

す

こ
と
を

、本

稿

の
目
的
と
す

る
。

2
、民
国
期
に
お
け
る
廟
と

「霊
性
」

　
梅
州
市
は
、中
国
広
東
省
の
東
北
部
に
位
置
し
て
お
り
、
一つ
の
区
と
七
つ
の
県

を
管
轄
し
て
いる
。
梅
州
市
の
全
市
人
ロ
は
約
四
九
〇
万
人

(二
〇
〇
三
年
)で

あ
り
、
そ
の
ほ
ぼ
全
員
が
客
家
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
属
し
て
い
る
と
一般
的
に

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、梅
州
市
は
華
僑
の
輩
出
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お

り
、統
計
に
よ
れ
ば
、春
港
に
約
二
六
三
万
人
、マ
カ
オ
に
約
二
万
人
、イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
約
六
五
万
人
、
タ
イ
に
約
六
三
万
人
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
約
三
八
万
人
の
梅

州
籍
華
僑
が
いる
(梅
州
市
華
僑
志
編
輯
委
員
会
　
二
〇
〇
一
"
二
九
)
。
世
界

中
に
分
布
す
る
客
家
華
僑
に
は
、祖
先
が
梅
州
市
の
出
身
で
あ
る
者
が
少
な
く

な
い
の
で
、梅
州
市
は

「世
界
客
都
」
(世
界
の
客
家
の
都
)と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
う
ち
、梅
州
市
の
中
心
部
は
梅
江
区
と
呼
ば
れ
る
都
市
部
で
あ
り
、
約

三
〇
万
人

(二
〇
〇
五
年
)
の
人
ロ
が
あ
る
。
梅
州
の
名
は
宋
代
に
ま
で
遡
る
こ

と
が
で
き
、
清
の
雍
正
コ
年
(一七
三
三
年
)に
は
嘉
応
州
と
し
て
、今
の
梅
州
市

の
北
部
・中
部
一帯
を
管
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
、今
の
梅
江
区
の
中

心
部
、特
に
梅
江
区
の
中
心
部
を
横
切
っ
て
流
れ
る
河
川
-(梅
江
)
の
北
側
一帯
に

は
城
が
築
か
れ
、
そ
の
城
壁
の
内
部
お
よ
び
周
辺
に
は
市
街
地
や
市
場
等
が
形

成
さ
れ
た
。
ま
た
、
住
民
の
信
仰
を
集
め
る
宗
教
施
設
も
い
く
つ
か
建
設
さ
れ

た
。
文
字
資
料
や
高
齢
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に
基
づ
き
、民
国
期
(一九
コ
～
一九

四
九
年
)に
存
在
し
た
宗
教
施
設
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
と
、
図
1
の
通
り
で
あ
る
。

　
図
・1
は
、現
地
の
高
齢
者
の
心
に
残
って
い
る
話
に
基
づ
き
、
メ
ン
タ
ル
・マ
ッ
プ
と

し
て
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
話
に
よ
る
と
、
梅
州
市
の
中
心
地
は
、

千佛塔城　　北
図
1

民
国
期
の
梅
州
都
市
部
に
お
け
る
宗
教
施
設

の
位
置

*
位
置
は
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

北門
大覚寺

紅
門

,呂帝 廟媒山(金 山)

城陛廟
望 吉坊
(上市)

張家囲

 

東
門

衙門
北帝廟

善堂
黄遵憲故居

孔子廟

黄家屋繁華街

墓桂坊(下 市)
南門

梅 江

水 南

洋坑廟
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金
山

(媒
山
)ゼ
い
う
小
高
い
丘
X
梅
江
の
間
に
粒
、置
し
、
か
つ
て
減
城
壁
に
囲
ま

れ
て
賊
た
。こ
の
区
域
ば
現
在
、金
山
社
区
ど
喋
ば
れ
、
区
政
府
や
下
町
が
存
在

し
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
衙
門
と
呼
ば
れ
る
行
政
機
構
や
繁
華
街
が
あ
り
、
最
も

栄
え
た
地
域
で
あ
っ
た
。
他
方
、城
壁
の
西
側
を

「上
市
」
、東
側
を

「下
市
」
(あ

る
い
は

「禁
桂
坊
」
)と
呼
び
、特
に
後
者
は
、
黄
氏
、張
氏
、楊
氏
を
は
じ
ぬ
と
す

る
有
力
宗
族
が
割
拠
す
る
地
で
あ
った
。
ま
た
、梅
江
の
南
側
は

「水
南
」
と
呼

ば
れ
、現
在
で
こ
そ
栄
え
て
い
る
が
、か
つ
て
は
閑
散
と
し
た
村
落
が
点
在
す
る

静
か
な
地
で
あ
った
と
言
わ
れ
る
。

　
現
地
の
文
字
資
料
や
高
齢
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、民
国
期
の
梅
州

市
に
は
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
や
仏
教
寺
院
だ
け
で
な
く
、さ

ま
ざ
ま
な
神
を
租
っ
た
廟
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
数
、種
類
は
、現
時
点
で
目

に
す
る
こ
と
の
で
き
る
宗
教
施
設
よ
り
は
る
か
に
多
い。
古
く
か
ら
の
中
心
地
で

あ
った
金
山
社
区
で
話
を
聞
く
と
、
な
か
で
も
民
国
期
に
住
民
の
信
仰
を
集
ぬ

て
い
た
宗
教
施
設
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
った
と
い
う
。

　

(A
)
呂
帝
廟
:
「八
仙
」
(八
名
の
有
名
な
仙
人
)の
一人
で
あ
る
呂
洞
賓
を
祀

る
宗
教
施
設
。

　

(B
)城
陛
廟
:
都
市
の
神
で
あ
る
城
陛
神
を
紀
る
廟
を
指
し
、
中
国
各
地
に

偏
在
す
る
。
現
在
の
金
山
社
区
に
位
置
す
る
。

　

(C
)
北
帝
廟
:
北
帝
と
は
、
二
八
宿
の
う
ち
北
側
七
星
を
司
る
玄
武
神
を
指

し
、水
の
神
と
し
て
崇
あ
ら
れ
て
い
る
。

　

(D
)孔
子
廟
:
学
問
の
神
で
あ
る
孔
子
を
祀
る
だ
け
で
な
く
、梅
州
で
は
学

校
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
た
。

　

(E
)
大
覚
寺
:
南
北
朝
時
代

(六
世
紀
)
に
ま
で
遡
る
梅
州
最
古
の
仏
教
寺

院
で
あ
り
、梅
江
区
の
西
側
に
位
置
す
る
。
尼
憎
寺
院
で
あ
る
千
佛
塔
と
と
も

に
『
住

夙

の
加
護

や

葬
送
儀

礼

な
ど
に
関

わ
っ
で

き
た

。　

　
　
:

、
、
(F

)
痒
坑

.廟

∴
地

元

の
熊

氏
が
建

で
た

公
王

神

を

祀
る
宗
教

施

設
で

、淳

坑

公

王
廟

と
も

呼
ば

れ

て
き
た

。
霊
験

あ
ら

た

か
で

あ
る
た

め
、
一つ
の
宗

族

を
超

え
、
梅

江

区
で

広
く

祀

ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

。

　

も

ち

ろ
ん
、
住

民

の
な

か
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

や

カ

ソ
リ
ッ
ク
の
信
徒

が

い
た

し

、
娼
祖

廟

な
ど

他

の
宗

教

施
設

に
頻

繁

に
参

拝

し

て
い
た

者

も

い
た

。
し
か

し

、
筆

者

が
金

山

社

区
と
そ

の
周

辺

で
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を

し

て
い
た

際

、
霊

験

あ

ら

た

か
で

あ

っ
た

宗

教

施

設

と
し

て
筆
者

が

し
ば

し
ば

聞

か
さ

れ
た

の

は

、
以
上

の
六

つ
で
あ

っ
た

。

　

図

1
を

見
れ
ば

分

か
る
よ
う

に
、
六

つ
の
廟

の
う

ち

、
呂
帝

廟

、
城
陛

廟

、
北
帝

廟

、
孔

子

廟

の
四
つ
は

、
い
ず

れ
も

城
壁

内

に
あ
り

、
地

理

的

に
接

近

し

て
い
る
。

民

国
期

の
梅

州

は
、
そ
れ
ほ
ど
豊

か
な
地

区
で
は

な
く

、
医

療
も

発

達

し
て
い
な

か

っ
た
。
そ

れ
ゆ

え
、
金

山

社

区

の
住

民

は

、
病

気

に
な

る
と
こ
れ
ら

の
廟

を

訪

れ

、
神

々
の
判
断

を

伺

っ
た

。
一九

四

〇
年

代

か
ら

五

〇
年

代

に
か

け
て
金

山
社

区
に
居

住

し
て
い
た

A
氏

に
よ
る
と
、
こ
こ
の
住
民

は
病

気

に
な

る
と
呂
帝

廟
等

に
行

き
、
そ
こ
で

ど
こ
が
悪

い
の
か
を

伺

っ
た

後
、
近

く

に
あ

る
善
堂

(福

祉
施

設

)

に
行

っ
て
お
告

げ
に
出

た
薬

を

受
け
坂

っ
て
い
た

の
だ

と
い
う

。

　

呂

帝
廟

、
城
陛

廟

、
北

帝

廟

、
孔

子

廟

は
、
表

面
的

に
は

、
道

教

や

儒

教

の
宗

教

施
設

で

あ
る
と
考

え
ら
れ

て
い
る
。
だ

が
、
住
民

に
と
っ
て
は

、
こ
れ

ら
が
ど
の

宗

教

に
属

す

る
か

よ
り

も

、
ど

れ

だ

け
ご

利

益
が

あ
る
か

の
方

が
重

要

で

あ

っ

た

。
こ
れ
ら

の
廟

は

、
彼
ら

に
心

の
安

定

を

も

た
ら

し
、
入

々
が
超

自
然

的

存
在

と
の
霊

的

な
つ
な
が
り

を
確

認

す
る
、
か
け
が
え
の
な
い
場

所

だ

っ
た

の
で

あ
る
。
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3
、
共
産
主
義
革
命
に
よ
る

　
　
　
　
廟
の
破
壊
と

「霊
性
」
の
保
持

　
こ
の
よ
う
に
、民
国
期
に
存
在
し
た
梅
江
区
の
い
く
つ
か
の
宗
教
施
設
は
、地

域
住
民
の
精
神
的
な
拠
り
所
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
特
に
、呂
帝
廟
は
、
地
域

住
民
の
信
仰
を
広
く
集
ぬ
て
い
た
た
あ
、客
家
華
僑
の
移
住
に
伴
い
東
南
ア
ジ
ア

で
も
分
祠
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、中
国
で
は
一九
四
九
年
に

共
産
党
が
主
権
を
握
り
社
会
主
義
政
権
を
樹
立
し
た
た
め
、徐
々
に
宗
教
施
設

が
壊
さ
れ
て
い
っ
た
。
梅
州
市
で
も
ま
た
、
一九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、多
く
の
宗

教
施
設
が
統
制
さ
れ
た
り
、壊
さ
れ
た
り
し
た
。
中
国
政
府
は
、
一九
五
〇
年
代

ま
で
宗
教
に
対
し
て
比
較
的
寛
容
な
態
度
を
と
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、神
仏

へ
の
信
仰
は
3ー
き
続
き
お
こ
わ
な
れ
た
と
いう
。
だ
が
、高
齢
者
の
話
に
よ
る
と
、

梅
江
区
で
は
、
一九
五
〇
年
代
に
は
す
で
に
宗
教
への
抑
制
が
始
ま
って
お
り
、
城

陛
廟
と
北
帝
廟
は
廃
嘘
と
さ
れ
た
。

　
中
国
の
他
の
地
域
と
同
じ
く
、梅
州
市
で
宗
教
お
よ
び
宗
教
施
設
に
ま
つ
わ

る
徹
底
的
な
破
壊
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
一九
六
六
年
か
ら
約
一〇
年
間
続
い

た
文
化
大
革
命
で
あ
った
。
城
陛
廟
と
北
帝
廟
は
倉
庫
と
な
り
、
呂
帝
廟
、孔
子

廟
、大
覚
寺
、浮
坑
廟
で
は
、
信
仰
活
動
が
禁
止
さ
れ
た
り
、神
像
・仏
像
が
壊

さ
れ
た
り
し
た
。
こ
の
時
期
は
、祖
先
崇
拝
で
す
ら
細
々
と
続
け
る
し
か
な
か
っ

た
と
い
い
、そ
の
他
の
信
仰
・崇
拝
を
表
立
っ
て
す
る
こ
と
は
、政
治
的
に
許
さ
れ

な
か
った
。
宗
教
的
実
践
は
、唯
心
論
的
な
試
み
で
あ
り
、ア
ヘン
で
あ
る
と
し
て

全
面
的
に
否
定
さ
れ
て
いた
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、だ
か
ら
と
い
って
、こ
の
時
期
の
地
域
住
民
が
信
仰
心
を
完
全
に
捨

て
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
表
立
っ
た
宗
教
活
動
こ
そ
で
き
な
か
っ
た
が
、
彼
ら

は
、神
仏
と
の
霊
的
な
つ
な
が
り
を
変
わ
ら
ず
保
持
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、

彼
ら
は
、
城
陛
廟
と
北
帝
廟
が
壊
れ
る
前
に
、
本
物
の
城
陛
神
と
北
帝
神
を
隠

し
、偽
物
を
置
い
て
破
壊
さ
せ
た
。
同
様
に
、
呂
帝
廟
の
主
神
で
あ
る
呂
洞
賓
の

神
像
も
隠
し
、偽
物
と
挿
げ
替
え
た
。
そ
し
て
、文
化
大
革
命
が
始
ま
り
、梅
江

区
の
宗
教
施
設
が
次
々
と
壊
さ
れ
て
いく
な
か
に
あ
って
も
、地
域
住
民
は
結
託

し
て
本
物
の
神
像
を
守
り
続
け
た
。
彼
ら
は
、表
立
っ
た
宗
教
活
動
こ
そ
で
き

な
か
った
が
、民
国
期
か
ら
続
く
神
々
と
地
域
住
民
と
の
「霊
性
」
を
懸
命
に
保

持
す
る
よ
う
試
み
た
の
で
あ
る
(2
)。

4
、
改
革

・開
放
政
策
以
降
の
廟
の
再
建

　
周
知
の
通
り
、
一九
七
六
年
に
毛
沢
東
が
亡
く
な
り
、四
人
組
が
逮
捕
さ
れ
て

文
化
大
革
命
が
集
結
す
る
と
、中
国
は
、市
場
経
済
化
路
線
を
採
択
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
第
一歩
と
な
っ
た
政
策
が
、
一九
七
八
年
一二
月
に
時
の
指
導
者
で

あ
っ
た
郡
小
平
が
打
ち
出
し
た
改
革
・開
放
政
策
で
あ
る
。
改
革
・開
放
政
策

は
、深
釧
、珠
海
、汕
頭
、厘
門
に
経
済
特
区
を
建
設
し
、外
資
の
一部
導
入
を
図

る
政
策
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
特
に
一九
八
〇
年
代
に
な
る
と
中
国
は
、諸
外
国

(便
宜
的
に
香
港
、マ
カ
オ
、台
湾
を
含
む
)
と
の
交
流
を
始
め
る
よ
う
に
な
った
。

こ
う
し
た
潮
流
の
な
か
、
諸
外
国
に
多
く
の
華
僑
を
送
り
込
ん
で
いる
梅
州
市

も
ま
た
、
華
僑
マ
ネ
ー
の
獲
得
の
た
あ
、諸
外
国
と
の
交
流
を
強
ぬ
た
。

　
一九
八
〇
年
代
に
梅
州
市
で
発
刊
さ
れ
た

『僑
声
』
を
翻
す
と
、
政
府
か
ら
民

間
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
、梅
州
市
が
諸
外
国
と
の
連
絡
を
強
化
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
当
時
の
梅
州
市
は
、
エ
ズ
ラ
・ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
が
指
摘
し
て
いる
よ
う
に
、広
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東

省
で

最
も

貧

走
い
地

区
で

あ
つ

(　<
。
σq
①
=

O
r°。
O
"
漣

㌣

N
ミ

)
、、
マ
れ
だ

け
に

改
革

吃
開

放
政

策

後

ば
華
、僑

か
ら

の
支

援

に
頼

る
部
分

が
大

き

か

っ
だ

。
七

た

、

が

っ
て
、
特

に

一九

八

〇
年

代

は
華

僑

の
発
言

力

が
強

く

、
ま

た

、
華

僑

を

受

け

入
れ

る
た

め
に
宗

教

政
策

ま

で

も
緩

和
せ
ざ

る
を

得

な

か
っ
た

。
も

っ
と
も

梅

州
市

政

府

は
、
既
に
破
壊

し

た
城

陛

廟

や

北
帝

廟

を

自

ら
進

ん
で

修

復

す

る

こ
と
は
し

な
か
っ
た

が
、
華
僑

や
住

民

の
自

発
的

な
宗

教
施

設

の
再

建
に
対

し

て

は
黙

認

す

る
形

を

と

っ
た

。
そ

の
典

型

と
な

っ
た

の
は

、
呂

帝

廟

の
再
建

で

あ

っ

た
。

　
前
述
の
通
り
、呂
帝
廟
は
、
民
国
期
に
な
る
ま
で
に
は
地
域
住
民
の
厚
い信
仰

を
集
ぬ
、ま
た
、東
南
ア
ジ
ア
で
も
分
祠
が
建
設
さ
れ
た
。
社
会
主
義
政
権
の
樹

立
後
、今
の
金
山
社
区
に
あ
る
呂
帝
廟
は
表
向
き
に
は
形
骸
化
し
て
いく
こ
と
に

な
る
が
、
一九
八
〇
年
代
に
入
って
、
タ
イ
の
華
僑
が
呂
帝
廟
の
復
活
を
要
求
す
る

よ
う
に
な
った
。
タ
イ
で
は
、バ
ン
コ
ク
に
大
き
な
呂
帝
廟
が
あ
る
の
だ
が
(下
写

真
)、
彼
ら
は
故
郷
に
あ
る
本
家
の
呂
帝
廟
を
復
活
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
梅
州
市
政
府
は
、
宗
教
活
動
の
再
開
に
熱
心
で
は

な
か
った
が
、華
僑
マ
ネ
ー
の
獲
得
の
た
め
に
も
、
タ
イ
華
僑
の
要
求
を
無
視
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
った
。
そ
れ
ゆ
え
、
区
政
府
に
近
い金
山
社
区
で
呂
帝
⊥潮
を
再

建
す
る
の
で
は
な
く
、
都
市
郊
外
に
新
た
な
廟
を
建
て
る
こ
と
を
許
可
し
た
。

そ
の
結
果
、タ
イ
の
華
僑
は
、梅
江
区
の
東
郊
外
に
呂
帝
廟
を
新
築
す
る
こ
と
に

決
め
、
一九
八
五
年
一二
月
に
「賛
化
宮
」
と
い
う
名
で
再
建
し
た
。
こ
の
新
た
な

呂
帝
廟
は
、
「道
教
聖
地
」
と
し
て
、道
教
協
会
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
家
公
認
の
宗
教
と
し
て
、活
動
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、郊
外
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
こ
の
国
家
公
認
の
宗
教
施
設
は
、金
山

社
区
の
住
民
に
は
受
け
入
ら
れ
な
か
った
。
筆
者
が
話
を
聞
い
た
地
域
住
民
の
な
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か
に
は
、
こ
の
新

し

い
廟

は
偽

物

だ
と
語

る
も

の
も

い
た

。
彼

ら

は
、
金

山
社

区
に

も

と
も

と
存

在

し
た

昔
の
呂
帝

廟

に
こ
そ
、
「霊

性
」
を

認

め
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ

か
ら
こ
そ
、
彼

ら

は
、
「道

教
聖

地
」
と
し
て
の
賛

化
宮

が
建

設
さ

れ
た
時

、
偽

物

の
呂

帝
像

を
渡

し

た
の
だ

と
い
う

。
そ
し
て
、
金

山
社

区

の
住

民
達

は
、
春

港
、

台

湾

、
イ

ン
ド

ネ

シ
ア
の
親

戚

達

と
連

絡

を

と
り

、
資

金

を

集

め
て
、
一九

八
八

年

四
月
に
民

国

期
か
ら

あ
る
呂
帝

廟

を

再
建

し

た
。
そ
れ

だ

け
で

な

く
、
彼

ら

は

、
こ
の
廟

に
今

ま
で

隠

し

も

っ
て

い
た

本

物

の
城

陛

神

と
北

帝

神

の
像

も

置

き

、
形

を
変

え
て
民

国
期

か
ら
続

く

信
仰

を

復

活
さ

せ
る
こ
と
に
成

功

し
た

の

で
あ

る
。

　

こ
の
事
例

か
ら

明
ら
か
で

あ
る
の
は

、
地
域

住

民
は

、
国

家

の
宗

教
的

枠

組
み

に
捉

わ
れ
ず

、
昔

か
ら
続

く

「霊

性
」
を

頼
り

に
し
て
信
仰

を

継

続

さ
せ
て
い
る

こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
の
呂
帝

廟

は
、
現

地

の
政
府

に
も
学

者

に
も

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

に
も

注

目
を

浴
び

て
い
な

い
が
、
地

域

住
民

に
と
っ
て
は
、
彼

ら
の

「
霊
性

」
と
か
か

わ
る
重

要

な
施

設
で

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
旧

暦

四
月

一
四
日
の
呂

帝

神

の
誕

生

祭

の
折

に
は
、
賛
化
宮

に
比
べ
て
、
旧

来

の
呂
帝

廟
で

は
地

元

の
参

拝
客
で

賑
わ

っ

て
い
る
。
彼

ら
を

動
か
し
て
い
る
の
は

、
宗
教

的
枠

組

み
で

は

な
く
、
「霊

性
」
の
あ

り

方
な

の
で
あ

る
。

5
、
客
家
政
策
に
よ
る
宗
教
景
観
の
創
造

と
噛霊
性
」

　
国
家
の
宗
教
政
策
と
民
衆
の
「霊
性
」
の
乗
離
は
、
二
一世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、

梅
州
市
で
は
よ
り
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
った
。
前
述
の
通
り
、
梅
州
市
は

客
家
の
集
住
地
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、梅
州
市
政
府
は
、少
な
く
と
も
一九
八
〇

年
代
ま
で
客
家
を
資
源
と
し
た
地
域
開
発
を
お
こ
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
(河
合

二
〇

一
三
)
。
し

か
し
、
一九
九

〇
年
代

に
入

る
と
、
梅

州
市

政
府

は
地

域
的

特

色

を

出
す

資

源

と
し

て
客

家

に
着

目
す

る
よ
う

に
な
り

、
二
〇

〇
三
年
に
は
客
家

文
化

を

用

い
た

地
域

開

発

を

政
策

の
根

本

に
置

く

よ

う

に
な

っ
た

(3
)
。
そ

の

な
か
で

興

味

深

い
の
は

、
こ
こ
数

年

間

、
梅

州

市

の
地

方

政
府

、
学

者

、
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
が

、
「客

家

文

化
」
の
一環

と
し
て

「
宗
教

」
的
活

動

を
利

用

し
始

あ
た

こ

と
で
あ

る
。

　

冒

頭
で

論

じ
た

よ

う

に
、
中

国

で
宗

教

と
い
え
ば

、
カ

ソ
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ

ス
タ

ン
ト

、
イ

ス
ラ
ム
教

、
仏

教

、
道

教

の
五
大

宗

教

を

指

す

。
従

っ
て
、
梅

州
市

政
府

が

「客
家

文
化

」
と
し

て
推

し
出

す
宗

教

の
ろ
の
類
型

は
、
こ
れ
ら
公
認

さ
れ

た

宗

教
で

あ
る
。
例

え
ば

、
先
述

の
賛
化

宮

の
他
、
浮

坑
廟

も

ま

た
特
色

あ
る
宗

教

景
観

と
し
て
宣
伝

さ

れ
て
い
る
。
先

述

し
た

よ

う

に
、
淳
坑

廟

は
、
公
王

を

記
る

廟

と
し

て
民

国

期
か
ら
地

域

住

民
の
信

仰
を

集

め
、
現

在
で

は
国
家

に
よ

り
道

教

の
廟

と

し
て
位

置

づ
け
ら

れ

て
い
る
。
た

だ

し

、
地

方

政

府

、
学

者

、
マ
ス
・メ

デ
ィ
ア
が
何

よ
り

も
注

目
し

て
い
る
の
は

、
こ
の
廟

が
、
三
山

国
王

神

を

記

っ
て
い

る
宗

教
施

設

で
あ

る
と
い
う
点

に
あ

る
。

　

三
山

国
王

神
と
は
、
台

湾

や
マ
レ
ー
シ
ア
で

は
客
家

地

域
に
多

い
た

め
、
「客
家

神
」
と
し

て
知

ら

れ
る
。
た

だ

し
、
中

国
で

は
潮

州
人

地

域

に
多

い
信

仰

で

あ

り
、
伴

坑
廟

も

ま

た

、
潮

州
市

へ
商

売
に
出

か
け

た
熊

氏

一族
が

三
山

国
王

廟

の

分

祠
と
し

て
梅

州
市

で
建

て

た
廟

で

あ
る
。
だ

か
ら

、
梅

州
市

で

は

、
三

山

国

王
神

と
い
う

聞

き

な
れ

ぬ
呼

称
で

は

な

く

、
梅

州
市

で

比
較

的

多

い
公

王
神

と

し
て
崇

あ
ら
れ

て
き

た

。
し
か
し

、
政

策

側

に
と
っ
て
、
伴

坑

廟

を

三
山

国

王
廟

と
し
て
再
発

見

し
宣
伝

す

る
こ
と
は

、
よ

り
多

く

の
華

僑

を

呼
び
寄

せ
る
資
源

と
な

る
。
し
た

が
っ
て
、
淳

坑

廟
は

、
地
域

的

な
特
色

を

出

し
外
部

者
を

3ー

き
寄

せ
る
宗
教

的
景

観

と
し

て
、
政
策

的
に
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。
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に
他
方
で
噛さ
ち
に
興
味
深
い
の
絃
誇梅
州
市
政
府
が
函
家
に
よ
惇
公
認
さ
れ
て

、

い
な
い
信
抑
で
さ
・ズ
右
、
「
客
家
丈
化
」
と
⊥
で
重
視
す
宥
よ
う
に
な
って
㌧
る
∴
」
.

と
で
あ
る
。
そ
の
典
型
例
は
、孔
子
廟
の
再
建
で
あ
る
。
孔
子
廟
に
あ
る
碑
文
に

よ
る
と
、
こ
の
廟
は
南
宋
の
時
代
に
始
ま
り
、
歴
吏
的
に
儒
学
を
教
え
る
教
育
機

関
と
し
て
も
機
能
し
て
き
た
。
前
述
の
通
り
、
社
会
主
義
政
権
の
樹
立
に
伴
い
、

孔
子
廟
は
機
能
し
な
く
な
っ
た
が
、二
一世
紀
に
入
っ
て
市
政
府
は
孔
子
廟
の
再

建
を
促
進
し
た
。
周
知
の
通
り
、儒
教
は
、国
家
に
よ
り
公
認
さ
れ
た
宗
教
で

は
な
く
、
ま
た
、
文
化
大
革
命
の
際
に
は

「悪
し
き
封
建
的
習
俗
」
と
し
て
攻
撃

の
対
象
と
な
った
。
し
か
し
、近
年
で
は
、中
国
各
地
で
孔
子
廟
が
再
建
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
な
ど
、
国
家
は
再
び
儒
教
の
意
義
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

梅
州
市
に
お
け
る
孔
子
廟
の
再
建
は
、
一方
で
は
、
こ
う
し
た
儒
教
を
見
直
す
最

近
の
風
潮
と
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、梅
州
市
の
場
合
は
、他
方
で
、

孔
子
廟
を
客
家
文
化
と
結
び
つ
け
、こ
の
都
市
の
特
色
あ
る
都
市
景
観
を
つ
く
り

だ
す
資
源
と
も
さ
れ
て
い
る
。
梅
州
市
の
孔
子
廟
に
は
、以
下
の
よ
う
な
説
明
書

き
が
あ
る
。

　

「学
問
を
重
視
す
る
こ
と
は
、客
家
の
伝
統
的
な
美
徳
で
あ
る
。
梅
江
区
の
共

産
党
委
員
と
区
政
府
は
、
人
民
の
意
志
を
汲
み
取
った
政
治
に
勤
し
み
、資
金
を

集
あ
、
専
門
家
に
伺
い
を
立
て
、昔
の
様
式
に
従
っ
て
設
計
・修
復
し
、さ
ら
に
規

模
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、客
家
文
化
の
特
色
に
溢
れ
た
孔
子
廟
公
園
を
建
設
し

た
」
。

　
こ
う
し
て
、梅
州
市
の
孔
子
廟
は
、客
家
文
化
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
、二
〇

〇
六
年
一二
月
に
再
建
さ
れ
た
。
孔
子
廟
の
空
間
構
造
と
し
て
は
、
民
国
期
以
前

よ
り
続
く
廟
を
入
り
ロ
の
右
手
に
保
存
し
、
一番
奥
の
大
き
な
殿
堂
を
修
復
し
、

そ
こ
に
孔
子
像
を
置
い
た
。

迅

か
し

な
が
ち

、　地

域
住

民

は
、
こ
づ

し
て
市
政

府

仁
よ
咳

誰
違

さ
れ
充

宗

〔

教
暴

観

の
創

造

を
冷

や

や
か
に
見

で
い
る
。
芯
↓
わ
甘
、
彼

ら
　は
、
新
ム

祖
拡
大

軍

再
建

さ

れ
た
孔

子

廟
に
対

す

る
不
満

を

し
ば

し
ば

ロ
に
し

て
い
る
。
確

か
に
、
梅

州
市

の
孔
子
廟

は

こ
の
地

に
古

く

か
ら

あ
り

、
少

な
く

と
も

民

国

期
に
は
、
学
問

の
神
を

記
る

「霊

性
」
の
溢
れ

た
場

所
で

あ

っ
た

と
考
え
ら

れ
て
い
た

。
し
か
し
、

そ
れ
は
廟

の
入
り

ロ
右
手

に
あ

る
古

い
廟

に
限

っ
て
の
話
で

あ

り
、
い
ま

孔

子
像
が

祀
ら

れ
て
い
る
殿

堂
は

、
一九

九

〇
年
代

ま
で

は
政

府
関

係

者
が
遠

方
か
ら

の
来

客
を

泊

め
る

「招

待
所

」
(ゲ
ス
ト

ハ
ウ

ス
)
に
す

ぎ

な
か

っ
た

。
従

っ
て
、
こ
こ
に
孔

子
廟

を

置

い
て
も

、
何

の
あ

り
が
た

み
も

な

い
の
だ

と
い
う

。
B
氏

は

、
孔

子
廟

の

拡
大

・再
建

工
事

が
税
金

の
無

駄
使

い
で

あ
り

、
古

く

か
ら
の
孔

子
廟
を

閉

鎖
し

像
を

移

動

さ
せ
る
こ
と
で
、
む
し

ろ
孔

子
廟

の

「霊

性
」
を

な
く

し
て
し
ま

っ
た

こ
と
に
怒

り
を

露

わ
に
し
て
い
た

。
実

際
、
こ
の
孔

子
廟

は
い
つ
訪

れ
て
も

閑
古

烏

が
鳴

い
て
お
り

、
た

ま

に
来
客

を

見

か
け
て
も

、
そ

の
大

多
数

は

梅
州

の
外

か
ら

来

た
客

家

語
の
話

せ
な
い
観
光

客
で

あ

っ
た
。
地
域

住

民

は
、
入
り

ロ
右

手
の
古

い
孔

子

廟

に
の
み
線

春

を

捧
げ

る

こ
と
は

あ

る
が

、
孔

子

廟

全

体

に
関

し

て
は

「霊

性
」
を
感

じ
な

い
と
し

て
、
ほ
と
ん
ど
訪

れ
る
こ
と
は

な
い
。

　

そ
れ
に
対

し

て
、
地

域
住

民

は
、
浮

坑

廟

に
対

し

て
は
変

わ
ら

ぬ
「
霊
性

」
を

認
ぬ
て
い
る
。
従

っ
て
、
彼
ら

の
な
か
に
は
、
車
で

一五
分

ほ
ど

か
か
る
こ
の
廟

に
、
わ

ざ

わ
ざ
参

拝

に
行

く

者

も

い
る
。
た

だ

し

、
彼

ら
は

、
こ
の
廟

が
三

山

国
王

廟
で

あ
る
と
説
明

こ
そ
す

る
が
、伴

坑
廟

の
主
神

が
三
山

国
王

神
で

あ
る
と
い
う

こ
と

が
参

拝

の
理

由
に
つ
な
が

っ
て
い
る
わ
け
で

は
な

い
。
地

域

住
民

に
と
っ
て
は

、
こ
の

廟

の
主

神
は

あ
く

ま

で

公
王
神

で

あ
り
、
日
常

的
に
も

公
王

神

と
い
う

名

称

を

好
ん
で
使

う

。
ま
た

、
こ
の
公

王
神

の

「霊

性
」
を
身

近

に
受
け
取

る
た

ぬ
、
彼

ら

は
修

復

し

た
古

い
呂
帝

廟

に
も

公

王
神

の
化

身

を

置

き
、
そ

の
神

像

の
頭
上

に
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あ
る
鏡

に

「公

王

」
の
こ
文

字

を

書

き

込

ん
で

い
る
。
に
も

か

か
わ
ら
ず

、
彼

ら

は
、
目

と
鼻

の
先

に
あ
る
孔

子
廟

に
は
訪

れ
よ
う

と
も

し
な

い
。
つ
ま

り
、
地

域
住

民

は

、
そ
れ
が
客

家
ら

し

い
宗

教

的
景

観

を

体
現

し
て

い
る
か
否

か
で

は

な
く

、

民
国

期
以

前

か
ら
続

く

「霊

性
」
の
あ
り

方

に
応

じ

て
、
信
仰

を

実
践

し

て
い
る

の
だ

と
い
え
る
。

6

、

「霊
性
」
を
ぬ
ぐ
る
地
域
住
民
の
諸
行
為

　

こ
こ
ま
で

見
て

き
た

よ
う

に
、
梅

州
市

の
民
衆

に
よ
る
信

仰

実
践

に
は

、
「
霊

性
」
を

ぬ
ぐ

る
感

性
が
大

き
な

ウ
ェ
イ

ト

を
占

あ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
と
思
う

。

「
霊
性

」
は

、
国
家

に
よ

る
宗

教
的

枠

組

み
で

は
捉

え
る
こ
と
が
難

し

い
が
、
地

域

住

民
の
宗
教
行

為

を

動
機
づ
け
る
動
力

の
一
つ
と
な

っ
て
い
る
。

　

「霊

性

」
は
、
時

と
し
て
地
域

住

民

の
経
済
的

資

源

と
な

り
、
さ
ら
に
権

威

を

増
大

す

る
象
徴

資

本
と
も

な

っ
て
い
る
。
梅

江

区
に
位
置

す

る
あ
至

族

(仮

に
X

宗

族

と
名
づ
け

る
)
は

、
近

年

、
客

家

文

化

を

利

用

し
た

公

園

を
建

設

す

る
計

画

を

立

て
て
い
る
。
し
か
し

、
X
宗

族

が
公

園
建

設

計

画
を

立

て
て
い
る
真

の
目

的

は

、
政

府
が
推

進

す

る
客
家

文

化

の
高
楊

を

手

助

け
す

る
こ
と
で
は

な

く

、

敷

地

内

に
あ

る
彼

ら

の
祖

先

の
墓

を

都
市

開

発

の
魔

の
手

か
ら
守

る
こ
と
に
あ

る
。
彼

ら
は

、
こ
の
墓

の
風
水

が
非

常

に
良

い
た

ぬ
、
別

の
場
所

へ
移

動

す

る
こ
と

が
で

き
な

い
と
考
え

て
い
る
。
ま

た

、墓

の
付

近
に
は

、
始
祖

と
親

し

い
仲

に
あ

っ
た

と
彼

ら

に
よ

り
考

え
ら

れ

て
い
る
、
定

光

古
佛

と
い
う

神

の
指
が

埋
葬

さ

れ
て

い

る
。
X
宗

族

は
、
こ
の
神

の
指

も

一族

に
幸

運
を

も

た
ら

し

て
い
る
と
考

え
て
お

り
、
こ
の
一帯

を

「霊

性

」
に
溢

れ
た

重
要

な
場
所

で
あ

る
と
主
張

す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
土

地

と
祖

先

の
「霊

性

」
を

守

る
手
段

と
し
て
、
市

政
府

の
政

策
と
歩

調

を

合

わ
せ
、
客

家
ら

し
い
景
観

を

も

つ
公
園

を

つ
く

ろ
う

と
し

て
い
る
の
で

あ
る
。

　

X
宗

族

は

、
梅

江

区
で

は

比
較

的

大

き
な

一
族
で

あ

り
、
社

会

的
に
成

功
し

た

親

戚

を

数
多

く

輩

出

し
て
い
る
。
彼

ら

は
、
そ
の
理
由

と
し

て
、
祖

先

の
墓

と

定

光

古
佛

が
も

た

ら

す

「霊

性

」
を

挙
げ

て
お

り

、
こ
の

「霊

性

」
を

守

る
こ
と

は

一
族

の
精

神

的
支

柱

を
守

る
こ
と
に
も

つ
な

が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
梅

州
市

と
そ

の
近

隣
地

区
に
住

む
親
戚

だ

け
で

は
な

く
、
海

外

に
居

住

す

る
親

戚

か
ら

も
寄

付

を

募
り

、
公
園
建

設

を

十
分

に
可
能

に
す

る
だ

け
の
資

金

を

集

ぬ
た
。

特

に
、
春
港

、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
、
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ

ス
等

の
地

に
住

む
親

戚

が
大
金

を

寄

付

し
た

た

め
、
X
宗

族

の
運

営
資

金

は
潤

沢
に
あ
る
。
こ
こ
数
年

の
間

、
X
宗

族

は
周

囲

環
境

を

大

き

く

整
備

し
、
ま

た

、

客

家

文
化

の
名

目
の
下
、
始

祖

の
墓
で

毎
年

、
春
祭

り

と
秋

祭

り
を

行

っ
て
い
る
。

祭

り

に
は

、
中

国
国
内

だ

け
で

な
く

、
海

外

の
親

戚
も

参

加
す

る
。
X
宗
族

の
活

動

は
、
市

政

府

の
方
針

と
も

重

な

っ
て

い
る
た

ぬ
、
彼

ら

の
公

園
化

計

画
は

す
で

に
市
政

府

の
認

可
を

得

て
い
る
。

　

X
宗

族

の
公

園
化

計
画

は
、
表

面
的

に
は
、
客

家
ら

し
い
景
観

を

創
り

出

し
空

間
的

特

色
を

出

そ
う

と
す

る
、
政
治

経
済

的
行

為

に
影
響

さ

れ
た

も

の
か
の
よ

う

に
見

え
る
。
し
か
し
、
彼

ら
が
、
自
分

た

ち
で
資

金

を
集

ぬ
て
公

園
化
計

画
を

進

ぬ
て
い
る
内

的

な
理

由

は
、
政
策

と
は
離

れ
た

と
こ
ろ

に
、
つ
ま

り

「
霊
性

」
と

の
関
係

に
あ
る
。
彼

ら

は
、
「霊

性
」
を

保

つ
た

め
に
国

を
超

え
て
資

金

を
集

ぬ
、

そ
れ

に
よ

り

一族

の
プ
ラ
イ

ド

と
威

信

を

保

持

し
て
い
る
の
で

あ
る
。
別

の
角

度

か
ら

見

れ
ば

、
彼

ら
が
運

営
資

金

と
い
う

経

済

資
本

と
威

信

と
い
う

象
徴

資

本

を

獲
得

す

る
要

因

と
し

て
、
「霊

性
」
の
存
在

を

無
視

す

る
こ
と
は
で

き
な

い
。
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点
お
わ

サ
に

'

　
文
化
人
類
学
者
で
あ
る
志
賀
市
子
は
、
儒
教
・道
教
・仏
教
な
ど
既
存
の
宗

教
の
枠
で
は
捉
え
き
れ
な
い
中
国
民
衆
の
信
仰
形
態
を
、
「ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ

ム
への
信
仰
」
と
呼
ん
だ
(志
賀
　

二
〇
〇
六

"
六
四
)
。
志
賀
は
、民
国
期
の
上

海
を
事
例
と
し
、中
国
で
は
、
こ
う
し
た

「ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
への
信
仰
」
が

戦
前
よ
り
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
現
代
中
国
社
会
に
ま
で
脈
々
と
続
い
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(志
賀
　

二
〇
〇
六

"
七
五
、志
賀
　

二
〇
一二
)。
志

賀
の
こ
の
指
摘
は
、広
東
省
の
一地
方
都
市
で
あ
る
梅
州
市
で
も
あ
る
程
度
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、梅
州
市
で
は
、少
な

く
と
も
民
国
期
か
ら
超
自
然
的
存
在
と
の
個
別
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
(
「霊
性
」
)が
あ
り
、そ
れ
が
改
革
・開
放
政
策
以
降
の
信
仰

行
為
に
も
影
響
し
て
いた
か
転
で
あ
る
。

　
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、中
国
民
衆
の
信
仰
を
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
ま
で
理
解

す
る
た
ぬ
に
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
年
の

中
国
で
は
キ
リ
ス
ト
教
、イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
の
信
者
は
増
え
て
いる
が
、
こ
う
し

た
国
家
公
認
の
宗
教
だ
け
に
拘
る
と
、
な
ぜ
中
国
の
民
衆
が
特
定
の
宗
教
施
設

に
近
寄
ら
な
い
の
か
、な
ぜ
特
定
の
信
仰
を
自
発
的
に
し
て
い
る
の
か
を
、理
解
す

る
こ
と
が
、で
き
な
い
。
実
際
、中
国
の
各
級
政
府
は
、
国
家
に
よ
り
公
認
さ
れ
た

五
大
宗
教
や
儒
教
と
い
った
特
定
の
枠
組
み
か
ら
し
か
物
事
を
考
え
ず
、民
衆
の

信
仰
行
為
の
「根
本
」
を
見
落
と
す
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、中
国
政
府
の
宗
教

への
態
度
は
省
に
よ
って
異
な
って
いる
た
ぬ
、
地
方
政
府
に
よ
って
は
、民
間
の
「霊

性
」
を
黙
認
す
る
こ
と
で
、民
衆
の
自
発
的
な
活
動
を
促
す
こ
と
も
あ
る
。
例
え

ば
、
X
宗
族
の
公
園
北
計
画
忙
お
い
で
は
隅
一族
仁
政
府
Z
つ
な
が
↓
の
窃
乃
浦
力

　

者
が
糠
だ
た
め
、市
政
府
は
毒
皿性
」　が
計
画
の
動
機
に
な
って
い
た
∴」ゼ
を
把
握

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
結
果
論
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
黙
認

す
る
こ
と
で

「霊
性
」
を
利
用
し
、市
政
府
は
、民
間
の
自
発
的
な
活
動
と
資
金

を
通
じ
て
、政
府
の
予
算
を
使
う
こ
と
な
く
、地
域
特
色
を
も
つ
宗
教
景
観
を
つ

く
り
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「霊
性
」
は
、中
国
民
衆
の
信
仰

を
動
か
す
カ
で
あ
る
が
、今
後
は
「霊
性
」
が
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
し
て
使
わ
れ
て

き
た
側
面
も
考
察
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い。

注
釈

(1
)
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
多
義
的
な
用
語
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
制
度
的
な
宗
教

と
は
無
関
係
で
あ
り

、超
自
然
的
存
在
と
見
え
な
い
つ
な
が
り
を
実
感
す
る
思
想
と
実

践
を
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
(中
国
護
で

「霊
性
」
)
と
定
義
す
る
。

(2
)
文
化
大
革
命
で
は
、
宗
教
的
活
動
が
全

面
的
に
禁
止
さ
れ
た
が
、
神
像
を
隠
し
た

り
水

面
下
で
信
仰
を
続
け
た
り
し
て
い
た
事
例

は
、
梅
州
市

以
外
で
も

よ
く
耳
に
し

た
。
例
一&
ば
、
広
東
省
広
州
市
の
あ
る
村
で
は
、
文
化
大
革
命
期
に
北
帝
廟
が
倉
庫
と

さ
れ
、
廟
で
の
信
仰
は
難
し
か
っ
た
が
、
自
宅
で
信
仰
を

続
け
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
同

村
で
は
、
四
百
年
以
上
前
か
ら
龍
舟
祭
を
催
し
て
き
た
が
、
文
化
大
革
命
期
は
信
仰

に

ま
つ
わ
る
部
分
だ
け
省
略
し
て
、
競
技
の
み
は
続
け
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
村
の
村
民
た
ち

は
、
一九
九
二
年
に
郵
小
平
が

「南
巡
講
話
」
に
来

た
時
、
そ
れ
ま
で
控
え
て
き
た
公
の

信
仰
活
動
を
復
活
さ
せ
た
。

(3
)
梅
州
市
政
府
は
、
二
〇
〇
三
年
四
月

コ
日
に

「文
化
梅
州
」
に
ま
つ
わ
る
戦
略
会
議

を
開
催
し
、
梅
州
市
共
産
党
書
記
の
劉
日
知
に
よ
り
、客
家
文
化
を

用
い
て
経
済
発
展

を
促
進
し
て
い
く
方
針
が
強
調
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
共
産
党
宣
伝
部
は
、
こ
れ
ま
で
客
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家
文
化
を
有
効
的
に
使
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
、
そ
れ
を
都
市
の
特
色
づ
く
り

や
文
化
産
業
の
育
成
に
役
立
て
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
論
じ
た
。
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