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む
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は
じ
め
に

雲
南
省
は
中
国
の
南
西
部
に
位
置
し
、
省
内
に
は
二
五
の
民
族
が
生
活
し

て
い
る
。
西
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
南
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
ラ
オ
ス
、
東
は
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
と
国
境
を
接
し
、
北
は
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
揚
子

江
、
サ
ル
ウ
ィ
ン
、
メ
コ
ン
の
三
大
大
河
が
省
北
部
を
南
流
し
て
い
る
。

小
論
で
取
り
上
げ
る
ダ
イ
族
（
中
国
で
は
タ
イ
国
の
タ
イ
族
と
区
別
す
る

五
九



た
め
に
ダ
イ
族
と
い
っ
て
い
る
）
の
二
大
居
住
地
は
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
（
西

双
版
納
）
と
徳
宏
で
あ
る
。
ダ
イ
族
は
、
寨
心
崇
拝
や
穀
霊
信
仰
な
ど
自
然

崇
拝
を
強
く
保
持
し
て
い
る
一
方
で
、
上
座
部
仏
教
の
信
仰
を
も
つ
敬
虔
な

仏
教
信
者
で
も
あ
り
、
ど
の
村
に
も
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
仏
寺
が
あ

る
。
さ
ら
に
中
国
社
会
に
あ
っ
て
、
中
国
（
漢
民
族
）
文
化
の
影
響
も
強
く

受
け
て
い
る
。
伝
統
的
な
自
然
崇
拝
を
保
持
し
な
が
ら
、
仏
教
、
中
国
文
化

の
影
響
を
受
容
し
て
き
た
ダ
イ
族
の
文
化
の
在
り
方
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は

我
々
日
本
人
が
神
道
（
自
然
崇
拝
）、
仏
教
、
中
国
（
儒
教
）
文
化
の
中
で
、

自
ら
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
と
共
通
し
た
面

が
多
い
と
い
え
よ
う
。

小
論
で
は
ダ
イ
族
が
仏
教
受
容
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
自
然
崇
拝
を
変
容
さ

せ
つ
つ
も
、
自
ら
の
伝
統
文
化
を
い
か
に
し
て
保
持
し
て
き
た
の
か
、
限
ら

れ
た
面
か
ら
で
は
あ
る
が
述
べ
て
み
た
い
。

ダ
イ
族
の
二
大
居
住
地
、
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
（
西
双
版
納
）
と
徳
宏
に
は

早
く
か
ら
上
座
部
仏
教
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ

（
西
双
版
納
）
に
は
戒
律
が
ゆ
る
や
か
な
宗
派
が
伝
え
ら
れ
、
遅
れ
て
上
座

部
仏
教
が
入
っ
た
徳
宏
地
区
に
は
戒
律
の
厳
し
い
宗
派
が
、
支
配
階
層
を
通

じ
て
浸
透
し
て
行
っ
た
。
そ
の
た
め
徳
宏
地
区
で
は
、
伝
統
文
化
が
仏
教
の

影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
具
体
的
例
と
し
て
穀
霊
信
仰
を

と
り
あ
げ
た
い
と
思
う
が
、
あ
わ
せ
て
寨
心
崇
拝
、
寨
神
崇
拝
の
変
容
に
も

若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

小
論
で
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
広
く
ダ
イ

族
の
中
で
流
布
さ
れ
て
い
る
説
話
の
中
で
唯
一
「
女
神
」
と
し
て
尊
敬
さ
れ
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る
「
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
）」
が
、
徳
宏
地
区
で
は
、「
ブ

ハ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
）」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ブ
ハ
ン
ハ

オ
（
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
）
の
木
彫
ま
で
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
な

ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
、
徳
宏
地

区
に
は
、
上
座
部
仏
教
の
う
ち
戒
律
の
厳
し
い
宗
派
が
浸
透
し
て
い
っ
た
た

め
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ダ
イ
族
は
自
ら
の
自
然
崇
拝
を
全
面
的

に
上
座
部
仏
教
に
明
け
渡
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
部
分
的
に
仏
教
に

妥
協
し
、
仏
教
文
化
を
受
け
入
れ
た
。
た
と
え
ば
、
そ
の
一
つ
と
し
て
ダ
イ

族
が
保
持
し
て
き
た
伝
統
的
な
女
性
文
化
の
仏
教
化
（
つ
ま
り
男
性
化
）
で

あ
る
。
穀
霊
信
仰
に
お
け
る
「
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
）」

か
ら
「
ブ
ハ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
）」
へ
の
変
容
も
同
様
な
過
程
と

し
て
説
明
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

一

ダ
イ
族
の
寨
心
崇
拝
と
そ
の
変
容

１

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
・
孟
連
地
区

ダ
イ
族
社
会
で
は
村
の
中
心
に
寨
心
が
設
定
さ
れ
、
寨
心
に
対
す
る
信
仰

が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
を
始
め
多
く
の
地
域
で

は
、
寨
心
（
村
の
中
心
）
は
神
聖
で
あ
り
村
全
体
の
魂
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
寨
心
は
村
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
村
の
い
の
ち
、
村
人
の
い
の

ち
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
た
も
の
で
あ
る
。
寨
心
な
き
村
の
存
在
は
あ
り
え
な

い
、
と
さ
れ
て

１
）

い
る
。

ど
の
村
に
も
寨
心
が
あ
る
が
、
寨
心
は
寨
神
で
は
な
い
。
寨
心
は
、
祖
先

や
英
雄
な
ど
と
し
て
人
格
化
さ
れ
た
寨
神
よ
り
も
も
っ
と
古
い
時
期
に
出
現

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寨
心
は
村
の
魂
で
あ
る
。

寨
心
は
村
建
て
の
際
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
村
も
村
を
作
る

と
き
に
は
寨
心
石
を
探
し
選
定
す
る
。
そ
れ
を
村
内
に
運
び
込
み
、
適
切
な

場
所
に
埋
め
る
。
表
面
に
小
さ
い
石
を
置
き
、
木
で
シ
ン
ボ
ル
を
作
り
、
竹

製
の
垣
根
で
囲
う
。

寨
心
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
石
（
寨
心
石
）
や
樹
木
（
聖
樹
）
が
選
定
さ
れ

て
い
る
。

海
市
の

康
村
の
寨
心
は
卵
形
の
寨
心
石
で

２
）

あ
る
。

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
の
北
西
に
隣
接
す
る
孟
連
地
区
の
寨
心
に
た
い
す
る
考

え
は
、
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
と
同
じ
で
あ
り
、
い
の
ち
の
根
源
・
村
の
力
量
と

繁
栄
の
象
徴
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
寨
心
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
一
本
の
マ

イ
フ
ァ
ホ
ン
樹
が
選
定
さ
れ
、
樹
下
が
寨
心
で
あ
り
、
石
が
埋
め
ら
れ
て
い

る
。
村
建
て
の
と
き
に
埋
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

馬
火
安
村
の
寨
心
は
直
径
一
メ
ー
ト
ル
の
石
で
あ
る
。

孟
連
の
中
勒

村
の
寨
心
も
直
径
一
メ
ー
ト
ル
の
石
で

３
）

あ
る
。

ど
の
村
に
も
寨
心
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
複
数
の
村
を
含
み
こ
ん
だ
「
地

域
」
に
は
、
地
域
の
中
心
（

心
）
が
あ
る
。

心
は
地
域
（

）
の
魂
で
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あ
る
。

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
の

の

心
（
地
域
の
中
心
）
は
町
中
に
あ
り
、
大

菩
提
樹
で

４
）

あ
る
。

景
洪
市
の

養
の

心
（
地
域
の
中
心
）
は
街
の
近
く
の
川
辺
に
あ
る
大

菩
提
樹
で

５
）

あ
る
。

海
市
の

康
村
の
寨
心
は
卵
形
の
寨
心
石
で
あ
る
。

康
地
域
の
中
心

（

心
）
は

康
の
北
部
に
あ
る
南
朗
河
に
臨
む
場
所
に
あ
り
、
目
印
は
一

本
の
菩
提
樹
で

６
）

あ
る
。

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
の

の

心
は
、

平
地
中
部
に
あ
る
曼
庄
村
の

南
の
草
原
に
あ
り
、
目
印
は
四
本
の
菩
提
樹
で

７
）

あ
る
。

孟
連
の
地
域
の
中
心
（

心
）
は
一
本
の
マ
イ
ホ
ン
樹
（

樹
）
で

８
）

あ
る
。

こ
う
し
た
寨
心
、

心
が
、
上
座
部
仏
教
の
浸
透
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で

の
聖
樹
に
取
っ
て
か
わ
っ
て
仏
塔
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
景
洪
市
の

心

は
、
現
在
、
高
さ
八
メ
ー
ト
ル
の
塔
で
あ
る
。

現
在
、
多
く
の
地
域
で
、
仏
塔
が

心
（
地
域
の
中
心
）
と
み
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
仏
塔
が
地
域
の
中
心
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。

塔
は
疑
い
も
な
く
仏
教
伝
来
後
に
、
従
来
、
地
域
の
中
心
（

心
）
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で

９
）

あ
る
。
こ
う
し
た
光
景
は
、
伝
統
的
な
自

然
崇
拝
の
中
に
、
上
座
部
仏
教
が
一
歩
一
歩
と
入
り
込
ん
で
き
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

２

徳
宏
地
区

徳
宏
で
は
、
村
の
生
命
が
永
遠
に
活
力
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
象

徴
で
あ
る
寨
心
の
表
面
に
塔
の
形
を
し
た
木
柱
が
建
て
ら
れ
る
。
あ
る
村
で

は
（
た
と
え
ば

川
の
俊
允
村
の
よ
う
に
）
古
い
時
代
の
風
貌
を
留
め
、
寨

心
に
椿
の
樹
を
植
え
る
。

徳
宏
地
区
で
も
ダ
イ
族
の
村
に
は
村
の
中
心
（
寨
心
）
が
あ
り
、
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
木
柱
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
寨
心
崇
拝
は
強
く
深
く
、
祭
祀
は
厳

重
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
上
座
部
仏
教
の
伝
来
、
浸
透
と
と
も
に
従
来
の
寨
心

が
あ
っ
た
場
所
に
仏
塔
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
盈
江
の

曼

町
仏
塔
、

川
（

宛
）
の
景

仏
塔
、
瑞
麗
の
弄
安
仏
塔
、
芒
市
の

風
平
金
塔
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
寨
心
塔
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な

10
）

っ
た
。

芒
市
で
は
現
在
、
寨
心
に
木
柱
が
た
て
ら
れ
て
い
た
り
樹
木
が
植
え
ら
れ

て
い
た
り
す
る
が
、
そ
の
寨
心
は
ジ
エ
デ
ィ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ジ
エ
デ
ィ

は
パ
ー
リ
語
で
「
仏
塔
や
仏
跡
が
あ
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ

れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
自
然
崇
拝
の
中
に
仏
教
が
浸
透
し
て
き
た
た
め
に
起

こ
っ
た
現
象
で

11
）

あ
る
。

昌
寧
県
の
湾

村
で
は
、
寨
心
の
こ
と
を
テ
ィ
ン
タ
ン
と
も
い
う
が
、
こ

れ
は
パ
ー
リ
語
で
経
堂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
仏
教
浸
透
の
結
果

六
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で

12
）

あ
る
。

徳
宏
に
も

が
あ
り

心
が
あ
る
。
そ
こ
で

の
神
が
祀
ら
れ
る
。
徳
宏

の

川
の

神
は
大

樹
の
下
で
祀
ら
れ
る
が
、
不
思
議
な
こ
と
に

神
を

祀
る
と
き
に
動
物
を
生
贄
と
せ
ず
、
酒
を
供
え
ず
、
た
だ
精
進
料
理
、
お

茶
、
赤
砂
糖
、
バ
ナ
ナ
等
を
供
え
る
だ
け
で
あ
る
。
肉
食
の
禁
止
や
禁
酒
、

供
物
と
し
て
の
生
贄
の
使
用
禁
止
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
上
座
部
仏
教
の
影

響
で

13
）

あ
る
。

上
座
部
仏
教
が
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
よ
り
遅
れ
て
入
っ
て
き
て
、
最
初
に
封

建
的
な
土
司
階
級
に
入
っ
た
た
め
に
、「

」（
地
域
）
を
牛
耳
る
彼
ら
の
支

持
の
も
と
、
歴
史
的
に
「

」（
地
域
的
ま
と
ま
り
）
が
早
く
に
喪
失
し
て

し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て

14
）

い
る
。
そ
の
た
め
仏
教
が
地
域
全
体
の

神
祭
祀
に

ま
で
浸
透
し
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
穀
霊
信
仰
に
ま

で
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

３

日
本

三
橋
正
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
も
樹
木
崇
拝
が
あ
り
、
そ

れ
か
ら
発
展
し
た
「
柱
」
建
て
祭
祀
が
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、

推
古
天
皇
二
八
年
（
六
二
〇
）
に
、
天
皇
陵
で
柱
を
建
て
さ
せ
て
い
る
。
柱

祭
祀
に
は
神
聖
的
な
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
柱
建
て
祭
祀
が
仏
教
受
容
の
際
に
も
現
れ
て
い
る
。
天
平
一
五
年

（
七
四
三
）
に
大
仏
建
立
の
詔
が
出
さ
れ
た
が
、
天
平
一
六
年
（
七
四
四
）

に
、
盧
遮
那
仏
像
の
体
骨
の
柱
を
建
て
る
儀
が
執
り
行
わ
れ
、
聖
武
天
皇
自

ら
が
参
加
し
、
そ
の
綱
を
引
い
た
と
い
う
。
こ
の
儀
礼
は
、「
柱
に
宗
教
的

な
意
義
を
こ
め
た
儀
だ
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
義
と
は
な
に

か
。仏

教
受
容
の
段
階
で
仏
塔
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
天

武
天
皇
六
年
（
六
七
七
）
飛
鳥
寺
へ
の
行
幸
の
際
、
仏
像
以
上
に
塔
が
礼
拝

の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
聖
武
天
皇
は
「
中
央
に
あ
る
塔
を
拝

ん
だ
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
仏
教
が
受
容
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、

柱
と
い
う
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
が
、
在
来
の
神
祇
信
仰
と
の
媒
介
項
と
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、
柱
に
神
仏
両
方
の
神
聖
性
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
最
も
基
底
的
な
部
分
で
の
神
仏
習
合
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て

15
）

い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ダ
イ
族
に
と
っ
て
魂
と
も
呼
ぶ
べ
き
寨
心
に
仏

塔
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
上
座
部
仏
教
の
強
い
浸
透
を
示

す
例
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
同
様
に
伝
統
的
な
柱
崇
拝
が
大
乗
仏
教

の
仏
寺
へ
と
吸
収
さ
れ
、
変
容
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
日
本
に

お
け
る
大
乗
仏
教
の
浸
透
ぶ
り
は
、
雲
南
省
ダ
イ
族
の
村
々
の
寨
心
に
仏
塔

が
建
て
ら
れ
て
い
く
光
景
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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二

ダ
イ
族
の
寨
神
崇
拝
と
そ
の
変
容

南
伝
上
座
部
仏
教
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
紅
河
地
区
の
ダ
イ
族
社
会
で

は
、
古
い
慣
習
や
女
性
性
の
強
い
文
化
が
温
存
さ
れ
、
寨
神
と
し
て
女
神
が

祭
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
ま
れ
で
は

16
）

な
い
。

元
江
県
の
七
つ
の
村
（
琳
瑯
、
曼
塘
、
曼
費
、
那
塘
、
那

、
紅
土
坡
、

高
梁
費
）
で
は
寨
神
（
村
の
神
）
を
祭
る
巫
師
（
神
職
）
は
男
性
で
あ
る

が
、
そ
の
巫
師
た
ち
を
選
ぶ
際
に
は
妻
た
ち
に
も
選
ぶ
権
利
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
男
性
巫
師
た
ち
は
ヤ
ー
モ
（
神
様
の
奥
様
）
と
呼
ば
れ

て

17
）

い
る
。
紅
河
県
の

龍
で
も
男
性
巫
師
が
ヤ
ー
サ
と
呼
ば
れ
て
い
る
が

「
神
の
妻
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
明
ら
か
に
男
性
で
あ
る
が
女
性
を
名
乗

っ
て

18
）

い
る
。

元
江
県
の
養
馬
河
一
帯
で
は
、
村
々
に
女
神
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
衣
装

が
あ
り
、
ふ
だ
ん
は
神
棚
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ご
神
木
に
掛
け

ら
れ
て

19
）

い
る
。

紅
河
の
金
平
県
の

拉
村
に
は
、
寨
神
と
し
て
二
柱
の
女
神
が
い
る
。
母

神
と
娘
神
で

20
）

あ
る
。

紅
河
の
新
平
地
区
で
は
土
地
神
と
し
て
家
々
の
神
棚
に
ナ
ン
モ
ン
が
祀
ら

れ
て
い
る
。
ナ
ン
モ
ン
は
「
そ
の
土
地
の
女
王
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
土

地
の
平
安
を
護
り
、
福
禄
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら

か
に
土
地
神
の
名
残
で

21
）

あ
る
。

新
平
、
元
江
一
帯
の
花
腰
ダ
イ
族
で
は
、
母
系
家
神
も
祭
ら
れ
て
い
る
。

新
嘗
の
と
き
に
は
主
婦
が
主
宰
し
、
ま
ず
母
系
家
神
を

22
）

祭
る
。

仏
教
の
影
響
が
強
い
徳
宏
ダ
イ
族
社
会
で
も
、
伝
統
的
な
自
然
崇
拝
と
し

て
大
切
な
寨
神
に
は
男
性
神
と
と
も
に
女
性
神
が
残
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
の

浸
透
が
お
よ
ば
な
い
領
域
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
女
神
と
し
て
の
寨
神
が
温
存
さ
れ
て
い
る
地
域
も
多
い
。

西
県
の
法

村
に
伝
説
が
残
さ
れ
て
お
り
、
女
性
神
が
男
性
神
よ
り
も

地
位
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。
瑞
麗
市
の
姐
相
村
の
寨
神
は
お
ば
あ
さ
ん
で

23
）

あ
り
、

町
市
の
曼
満
村
の
寨
神
は
チ
ン
ポ
ー
族
の
お
ば
あ
さ
ん
で
マ
ア
リ

ュ
と
い
っ
た
と

24
）

い
う
。

仏
教
の
影
響
は
女
神
と
し
て
の
寨
神
の
供
物
の
変
化
に
現
れ
て
い
る
。

徳
宏
の

卯
、
遮
放
、
芒
市
、

町
市
の
村
で
は
寨
神
に
男
女
が
あ
り
、

男
神
に
は
肉
料
理
を
、
女
神
に
は
精
進
料
理
が
供
え
ら
れ
て

25
）

い
る
。
盈
江
県

曼

町
等
で
も
男
女
の
寨
神
が
あ
り
、
男
神
に
は
肉
料
理
を
、
女
神
に
は
精

進
料
理
が
供
え
ら
れ
て

26
）

い
る
。

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
座
部
仏
教
渡
来
以
前
は
、
男

女
神
双
方
に
た
い
し
て
肉
料
理
が
供
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
上
座
部
仏

教
を
受
容
し
て
、
女
神
の
供
物
が
仏
教
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
男

性
性
の
強
い
上
座
部
仏
教
は
ダ
イ
族
の
女
性
文
化
の
変
化
を
強
く
迫
っ
た
と
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も
い
え
よ
う
。
全
面
否
定
で
は
な
い
が
、
女
神
へ
の
供
物
は
、
仏
教
の
規
律

に
従
う
べ
き
こ
と
を
求
め
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
、
ワ
族
の
村
で
、
客

人
と
し
て
お
酒
で
は
な
く
お
茶
を
い
た
だ
い
た
経
験
が
あ
る
。
は
な
は
だ
奇

異
な
感
じ
が
し
た
が
、
そ
れ
は
宗
教
上
の
理
由
か
ら
飲
酒
が
禁
じ
ら
れ
て
い

た
た
め
で
あ
っ
た
。

徳
宏
の
寨
神
崇
拝
が
受
け
た
仏
教
文
化
の
影
響
は
大
き
く
、
シ
ー
サ
ン
パ

ン
ナ
な
ど
遠
く
及
ば
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
も
し
村
に

二
柱
の
寨
神
が
あ
る
場
合
、
一
柱
に
は
精
進
料
理
を
、
も
う
一
柱
に
は
肉
料

理
を
供
え
る
。
ま
た
仏
門
に
帰
依
し
た
老
人
は
寨
神
の
祭
祀
に
は
参
加
で
き

な
い
。
こ
の
点
は
版
納
、
孟
連
の
ダ
イ
族
が
両
方
の
祭
祀
に
参
加
で
き
る
の

と
は
大
い
に
異

27
）

な
る
。

三

ダ
イ
族
の
穀
霊
信
仰
と
そ
の
変
容

１

紅
河
地
区

紅
河
上
流
の
ダ
イ
族
の
村
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師W

illia
m

 
C
lifto

n D
o
d
d

が
言
う
よ
う
に
「
村
に
は
全
く
仏
寺
が
な
い
」、
そ
の
た
め

南
伝
上
座
部
仏
教
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
よ
う
で

28
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
古

い
時
代
の
風
俗
慣
習
、
女
性
性
の
強
い
文
化
が
温
存
さ
れ
て
き
て
い
る
。

穀
霊
信
仰
に
お
い
て
も
、
元
江
で
は
新
嘗
の
と
き
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
（
稲

魂
お
ば
あ
さ
ん
）
を
祭
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
女
性
性
が
保
持
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
中
に
は
ブ
ハ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
）
を
祭
る
村
も
あ
る

と

29
）

い
う
。

２

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
・
孟
連
地
区

仏
教
の
影
響
が
ゆ
る
や
か
な
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
で
も
穀
霊
は
女
性
と
み
な

さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
っ
て
も
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
で
は
、
穀
霊
と

し
て
の
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
（
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
）
が
信
仰
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。

景
洪
で
は
、
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
（
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
）
は
生
活
か
ら
切
り

離
す
こ
と
が
で
き
な
い
神
霊
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
し
、
家
庭
の
主
婦

が
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
（
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
）
を
迎
え
に
田
に
行
く
。

養
の

花
腰

族
も
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
を
祭
っ
て

30
）

い
る
。

海
県
の

往
一
帯
の
農
村
で
も
、
新
嘗
の
と
き
に
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん

（
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
）
を
招
い
て

31
）

い
る
。

し
か
し
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
に
隣
接
す
る
孟
連
の
ダ
イ
族
は
ブ
ハ
ン
ハ
オ
を

祭
る
。
孟
連
一
帯
に
は
ブ
ハ
ン
ハ
オ
が
釈
迦
に
頭
を
下
げ
な
か
っ
た
物
語
が

流
布
し
て

32
）

い
る
。
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３

徳
宏
地
区

徳
宏
ダ
イ
族
社
会
は
仏
教
の
影
響
を
強
く
受
け
た
。
し
か
し
メ
ン
タ
リ
テ

ィ
ー
の
奥
深
く
に
は
自
然
崇
拝
を
残
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ダ
イ
族
が
生

老
病
死
の
危
機
に
遭
遇
し
た
と
き
に
は
「
ま
ず
神
に
祈
り
、
つ
ぎ
に
仏
陀
を

祭
る
」。
こ
の
一
事
を
み
て
も
、
ダ
イ
族
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の
研
究
に
は
、

仏
教
以
前
か
ら
の
伝
統
的
な
自
然
信
仰
（
寨
心
崇
拝
、
寨
神
崇
拝
、

神
崇

拝
、
穀
霊
信
仰
な
ど
）
の
解
明
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て

33
）

い
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
普
遍
的
宗
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
宗
教
に
は
男
性
性
が
強

い
。
仏
教
も
例
外
で
は
な
く
女
性
差
別
が
み
ら
れ
る
。

ダ
イ
族
の
間
で
は
、
穀
霊
神
と
し
て
、
古
く
か
ら
、
広
く
「
ヤ
ー
ホ
ァ
ン

ハ
オ
は
お
ば
あ
さ
ん
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
。
仏
教
側
も
、
穀
神
ヤ
ー

ホ
ァ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
）
は
、
穀
物
の
王
と
し
て
、
こ
の
上
な
く

至
高
な
存
在
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
支
配
す
る
、
こ
と
を
認
め
て

34
）

き
た
。

徳
宏
、
耿
馬
一
帯
で
も
、
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
を
寺
に
収
め
る
時
、
穀
霊
が

並
々
な
ら
ぬ
高
い
地
位
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ

35
）

れ
る
。

瑞
麗
市
弄
麦
村
に
は
ダ
イ
語
に
よ
る
「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
物
語
が
残
さ

れ
て
い
て
、
仏
教
の
影
響
を
う
け
つ
つ
も
、
伝
統
的
な
自
然
崇
拝
が
息
づ
い

て
い
る
こ
と
が
う
か
が

36
）

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
張
建
章
は
ダ
イ
族
の
信
仰

す
る
「
鬼
神
」
の
一
覧
表
中
、
自
然
崇
拝
の
穀
神
（
穀
霊
信
仰
）
の
項
に
は

「
ブ
ハ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
）
等
」
と
記
す
の
み
で
、
ヤ
ー
ホ
ァ
ン

ハ
オ
（
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
）
を
挙
げ
て
い

37
）

な
い
。
思
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、

徳
宏
で
は
、
穀
霊
と
い
え
ば
ブ
ハ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
）
の
方
が
一

般
的
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

徳
宏
に
は
ダ
イ
語
文
書
で
「
穀
霊
お
じ
い
さ
ん
」
物
語
が
残
さ
れ
て
い

る
。
内
容
は
一
般
に
流
布
し
て
い
る
穀
霊
物
語
に
同
じ
で
あ
る
が
、
最
後

に
、「
ブ
ッ
ダ
が
ブ
ハ
ン
ハ
オ
を
背
負
っ
て
連
れ
戻
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る

点
が
注
目
さ

38
）

れ
る
。

町
の
曼
満
村
一
帯
で
は
、
新
嘗
の
と
き
、
ブ
ハ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
じ
い

さ
ん
）
を
招
き
、「
ブ
ハ
ン
ハ
オ
、
ブ
ハ
ン
ハ
オ
、
香
の
よ
い
新
米
の
ご
飯

を
た
べ
て
く
だ
さ
い
」
と

39
）

い
う
。

町
の
法
坡
村
の

香
寺
に
は
ブ
ハ
ン
ハ

オ
の
伝
説
に
基
づ
く
「
ブ
ハ
ン
ハ
オ
の
木
彫
像
」
が
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う

に
二
〇
一
一
年
七
月
、
筆
者
は
こ
の
木
彫
を
実
見
す
る
こ
と
が
で

40
）

き
た
。

耿
馬
県
の
允
村
に
は
「
稲
魂
物
語
」
を
記
し
た
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
稲
魂
（
彼
）
は
、「
体
が
大
き
く
て
真
っ
黒
な
神
」
と
表
現
さ
れ

て
い
る
。
物
語
の
内
容
は
、
一
般
に
流
布
し
て
い
る
穀
霊
物
語
と
同
じ
で
あ

る
が
、
ブ
ッ
ダ
が
「
彼
を
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
縛
っ
て
連
れ
戻
し
た
」、
と
い

う
記
述
は
ブ
ハ
ン
ハ
オ
物
語
に
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
点
が
注
目
さ

41
）

れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
地
区
で
は
圧
倒
的
に
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ

オ
（
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
）
が
多
い
の
に
た
い
し
て
、
徳
宏
で
は
ブ
ハ
ン
ハ
オ
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（
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
）
物
語
が
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
の

浸
透
度
が
強
く
、
そ
の
た
め
に
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
）
か

ら
ブ
ハ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
）
へ
の
変
身
を
迫
ら
れ
た
た
め
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
地
区
が
完
全
に
ブ
ハ
ン
ハ
オ
（
稲

魂
お
じ
い
さ
ん
）
に
変
容
し
た
わ
け
で
は

42
）

な
い
。

穀
霊
信
仰
に
お
け
る
男
女
神
の
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば

西
県
で
は
稲

の
収
穫
時
に
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
）
と
ブ
ハ
ン
ハ
オ
（
稲

魂
お
じ
い
さ
ん
）
を
祭
る
。
そ
し
て
赤
い
布
と
稲
穂
を
倉
に
掛
け
た
り
モ
ミ

山
の
上
に
置
く
。
こ
れ
が
ブ
ハ
ン
ハ
オ
と
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
の
シ
ン
ボ
ル
と

さ
れ
て

43
）

い
る
。

盈
江
県
の
盞
西
地
区
の
チ
ン
ポ
ー
族
は
、
新
嘗
の
と
き
に
稲
魂
お
じ
い
さ

ん
、
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
の
双
方
を

44
）

招
く
。

４

ブ
ハ
ン
ハ
オ
を
尋
ね
て

筆
者
は
今
ま
で
「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
を
尋
ね
雲
南
省
の
ダ
イ
族
の
村
を

歩
い
て
き
た
。
そ
し
て
仏
教
寺
院
に
お
い
て
「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
の
画

像
、
詳
し
く
い
え
ば
、「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
と
ブ
ッ
ダ
と
の
物
語
の
一
部

始
終
が
描
か
れ
た
絵
巻
風
絵
画
を
、
二
箇
所
で
確
認
で
き
た
。
し
か
し
「
稲

魂
お
じ
い
さ
ん
」
の
画
像
は
未
見
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
朱
徳
普
の
一
九
九
一
年
の
調
査
記
録
に
よ
れ
ば
、
雲
南
省
瑞
麗

市
の

町
（W

a
n
 
d
in
g

）
に
「
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
」
の
木
像
が
あ
る
と

45
）

い
う
。
そ
こ
で
一
昨
二
〇
一
〇
年
、
雲
南
大
学
を
通
じ
て
確
認
し
て
も
ら
っ

た
が
、
そ
の
存
在
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

二
〇
一
一
年
七
月
一
八
日
、
自
ら
確
認
の
た
め
に
昆
明
か
ら
芒
市

（M
a
n
g sh

i

）
に
飛
ん
だ
。
芒
市
か
ら

町
ま
で
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
、
ホ
テ

ル
に
入
り
、
準
備
を
整
え
、
目
指
す
朶
香
寺
に
向
か
っ
た
。
朶
香
寺
は
混
板

郷
法
坡
（F

a
 
p
o

）
村
に
あ
る
。
村
に
着
い
て
村
人
に
尋
ね
る
と
、
こ
こ
に

は
な
い
、
と
い
う
。
ど
う
や
ら
川
向
こ
う
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
あ
る
ら
し
い
と

い
う
こ
と
が
判
っ
た
。
思
案
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
人
の
老
人
（
七
〇
歳
、

Ｈ
氏
）
が
バ
イ
ク
で
通
り
か
か
っ
た
の
で
、
早
速
、
尋
ね
て
み
た
。
確
か
に

寺
に
は
「
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
」
の
木
像
が
あ
る
と
い
う
。
寺
は
ミ
ャ
ン
マ
ー

領
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
は
、
中
国
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
境
地
帯
で
、
小
さ
な
川
を
へ

だ
て
て
二
つ
の
国
が
接
し
て
い
る
が
人
々
は
自
由
に
往
来
し
て
い
る
。
そ
の

老
人
に
尋
ね
る
と
、
案
内
し
て
あ
げ
よ
う
、
と
言
っ
て
く
れ
た
。

か
く
て
小
川
を
、
靴
を
脱
ぎ
徒
歩
に
な
っ
て
向
こ
う
岸
に
わ
た
り
、
稲
田

の
中
の
あ
ぜ
道
を
通
っ
て
車
道
に
出
、
少
し
坂
道
を
登
っ
た
。
そ
こ
に
寺
の

風
情
が
感
じ
ら
れ
な
い
建
物
が
あ
っ
た
。

入
り
口
に
は
錠
前
が
か
か
り
敷
地
に
入
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
人

は
誰
も
住
ん
で
い
な
い
気
配
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
僧
侶
も
い
な
い
。
案
内
の
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老
人
は
、
寺
の
鍵
を
所
持
し
て
い
る
女
性
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
事
情
を
説
明

し
た
。
や
が
て
年
の
こ
ろ
六
〇
歳
過
ぎ
の
女
性
（
Ｍ
氏
）
に
よ
っ
て
錠
前
が

は
ず
さ
れ
境
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
女
性
は
老
人
Ｈ
氏
の
親
戚
で

あ
っ
た
。
国
境
を
は
さ
ん
で
親
類
が
住
ん
で
い
る
、
こ
れ
は
雲
南
｜
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
、
雲
南
｜
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
雲
南
｜
ラ
オ
ス
等
、
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
光

景
で
あ
る
。
寺
は
ま
こ
と
に
質
素
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
外
見
上
は
、

い
わ
ゆ
る
「
寺
」
に
は
見
え
な
い
。
建
物
の
中
に
入
る
に
は
、
も
う
一
度
、

錠
前
を
開
け
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
靴
を
ぬ
い
で
階
段
を
の
ぼ
り

建
物
の
中
に
は
い
っ
た
。
正
面
に
大
き
な
仏
像
が
あ
り
、
そ
の
前
に
ガ
ラ
ス

の
ケ
ー
ス
に
入
っ
た
金
箔
の
仏
像
が
あ
っ
た
。
立
ち
姿
の
仏
像
は
身
長
四
〇

セ
ン
チ
ぐ
ら
い
。
賽
銭
箱
に
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
紙
幣
と
と
も
に
人
民
元
が
投

げ
込
ま
れ
て
い
た
。

よ
く
見
る
と
、
仏
像
の
右
肩
に
人
が
乗
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
稲
魂
お
じ

い
さ
ん
（
ブ
ハ
ン
ハ
オ
）」
で
あ
っ
た
。
ブ
ハ
ン
ハ
オ
の
顔
に
は
髭
に
も
見

え
る
も
の
が
あ
っ
た
。
ブ
ッ
ダ
の
右
手
は
ブ
ハ
ン
ハ
オ
の
左
手
手
首
あ
た
り

を
つ
か
ん
で
い
る
。
ブ
ハ
ン
ハ
オ
の
左
手
の
手
の
ひ
ら
は
、
釈
迦
の
左
手
が

支
え
持
つ
玉
を
、
上
か
ら
軽
く
触
れ
て
い
る
。
玉
は
下
か
ら
は
ブ
ッ
ダ
の
左

手
に
よ
っ
て
、
上
か
ら
は
ブ
ハ
ン
ハ
オ
の
左
手
に
よ
っ
て
包
み
こ
ま
れ
て
い

る
形
で
あ
る
。

な
ぜ
ブ
ッ
ダ
の
肩
に
「
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
」
が
乗
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
ブ
ッ
ダ
が
ブ
ハ
ン
ハ
オ
を
背
負
っ
て
連
れ
戻
し
」

て
い
る
姿
で
あ
る
と
解
釈
さ

46
）

れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ブ
ッ
ダ
が
「
彼
を
ぐ

る
ぐ
る
巻
き
に
縛
っ
て
連
れ
戻
し
た
」
と
い
う
説
話
を
形
象
化
し
た
も
の
と

見
て

47
）

よ
い
。

同
工
異
曲
の
物
語
が
こ
の

香
仏
寺
を
舞
台
と
し
た
物
語
と
し
て
残
さ
れ

て
い
た
。
物
語
の
舞
台
は
こ
の
寺
、
つ
ま
り
徳
宏
自
治
州

町
の
混
板
郷
法

坡
（F

a p
o

）
村
に
接
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
領
の

香
仏
寺
で
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
が
は
じ
め
て

香
仏
寺
に
来
て
仏
教
を
伝
え
た
時
、
稲
魂
お

じ
い
さ
ん
も
や
っ
て
き
た
が
、
ブ
ッ
ダ
に
は
目
も
く
れ
な
か
っ
た
。
ブ

ッ
ダ
は
お
ど
し
と
が
め
る
よ
う
に
言
っ
た
。「
誰
で
あ
ろ
う
と
私
を
見

た
ら
礼
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
前
は
誰
だ
。」
稲
魂
お
じ
い
さ

ん
は
答
え
た
。「
わ
し
が
な
ぜ
お
前
を
礼
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
わ
し
は
お
前
よ
り
年
上
な
の
だ
。」
ブ
ッ
ダ
は
怒
っ
て
言
っ
た
。

「
寺
の
中
で
お
前
の
で
た
ら
め
な
ぞ
許
せ
な
い
、
出
て
行
け
。」
稲
魂
お

じ
い
さ
ん
は
答
え
て
言
っ
た
。「
お
前
が
来
て
く
れ
と
言
っ
た
っ
て
わ

し
は
来
な
い
よ
。」
と
言
い
な
が
ら
出
て
行
っ
て
、
遥
か
遠
く
へ
行
っ

て
し
ま
っ
た
。

稲
魂
お
じ
い
さ
ん
が
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
ご
飯
を
た
い
て

も
お
い
し
く
な
か
っ
た
。
稲
を
植
え
て
も
穂
が
充
分
で
は
な
か
っ
た
。

ブ
ッ
ダ
さ
え
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
た
。
人
々
の
怨
み
の
声
が
あ
ち
こ
ち

六
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か
ら
あ
が
っ
た
。
ブ
ッ
ダ
は
身
か
ら
出
た
錆
で
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
た

の
で
、
自
分
で
出
向
い
て
行
っ
て
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
を
探
す
し
か
な
か

っ
た
。
や
っ
と
の
こ
と
で
探
し
当
て
た
時
、
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
は
戻
ろ

う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ブ
ッ
ダ
が
い
く
ら
話
し
て
み
て
も
、
稲
魂
お
じ

い
さ
ん
は
動
こ
う
と
は
せ
ず
、
ブ
ッ
ダ
を
苦
し
め
た
。
や
む
な
く
稲
魂

お
じ
い
さ
ん
を
背
負
っ
て

香
仏
寺
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
う
す
る
と
田

ん
ぼ
や
野
原
に
稲
や
穀
物
の
花
が
咲
き
、
家
々
で
は
ご
飯
の
い
い
香
り

が
し
て
き
た

48
）

…
…
。

こ
の
物
語
の
採
集
は
一
九
九
一
年
二
月
に
朱
徳
普
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

調
査
に
応
じ
た
の
は

町
の
六
九
歳
と
三
九
歳
の
農
民
で
あ
っ
た
。
朱
徳
普

は
、「
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
こ
の
寺
の
本
堂
に
は
、
稲
魂
お
じ
い
さ
ん

（
ブ
ハ
ン
ハ
オ
）
を
背
負
っ
た
ブ
ッ
ダ
の
木
彫
の
像
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
毎
年
、
春
の
田
植
え
、
秋
の
取
り
入
れ

の
前
後
に
は
、
数
百
里
四
方
の
ダ
イ
族
、
ド
ゥ
ア
ン
族
、
そ
の
他
の
民
族
の

農
民
が
、
多
く
は
家
庭
の
主
婦
で
あ
る
が
、
籾
や
ロ
ー
ソ
ク
を
背
負
っ
て

香
寺
ま
で
や
っ
て
き
て
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
を
礼
拝
し
、
多
幸
と
五
穀
豊
穣
を

祈
願
す
る
こ
と
、
今
に
至
る
も
変
わ
り
が

49
）

な
い
」
と
、
一
九
九
一
年
当
時
の

状
況
を
報
告
し
て
い
る
。

徳
宏
地
区
の
芒
市
や
瑞
麗
で
は
戒
律
が
最
も
厳
し
い
ド
ー
リ
エ
派
が
伝
え

ら
れ
、
そ
の
時
期
も
早
く
、
信
者
も
多
か
っ
た
と

50
）

い
う
。
朶
香
寺
は
瑞
麗
の

近
く
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
領
に
あ
る
。

四

徳
宏
地
区
に
お
け
る
上
座
部
仏
教

１

上
座
部
仏
教
の
伝
来

雲
南
省
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
っ
て
一
定
し

て
い
な
い
。
あ
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
（
西
双
版
納
）
の
ダ

イ
（

）
族
へ
の
伝
播
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
と
し
て
、

「
南
伝
仏
教
の
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
地
区
へ
の
伝
来
は
非
常
に
早
く
、
少
な
く

と
も
紀
元
前
三
〜
四
世
紀
で
あ
り
、
今
に
い
た
る
ま
で
二
千
数
百
年
の
歴
史

が
あ
る
」
と
す
る
見
解
が

51
）

あ
る
。
一
方
で
、
南
桂
香
の
よ
う
に
「
紀
元
七
世

紀
以
降
に
小
乗
仏
教
が
ダ
イ
（

）
族
地
区
（
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
）
に
入
っ

て

52
）

き
た
」
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

『
雲
南
省
志
』
宗
教
志
に
よ
れ
ば
、
上
座
部
仏
教
の
徳
宏
地
区
へ
の
伝
来

に
は
四
つ
の
説
が
あ
る
が
、
五
世
紀
こ
ろ
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
南
部
か
ら
伝
来

し
、
七
世
紀
以
降
、
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
一
帯
に
広
ま
っ
た
、
と
い
う
説
が
妥

当
で
は
な
い
か
と
し
て

53
）

い
る
。

２

上
座
部
仏
教
の
四
つ
の
宗
派

徳
宏
地
区
に
入
っ
て
き
た
上
座
部
仏
教
に
は
以
下
の
四
つ
の
宗
派
が
あ
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54
）

っ
た
。

①

ル
ン
派
（
潤
派
）

②

ド
ー
リ
エ
派
（
多
列
派
）、
ま
た
バ
イ
ド
ゥ
オ
ー
派
（

多
派
）
と

も
い
う
。

③

バ
イ
ジ
ュ
ア
ン
派
（

派
）

④

ズ
ォ
デ
ィ
ー
派
（
左
抵
派
）

こ
の
四
つ
の
宗
派
の
特
色
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①

ル
ン
派
（
潤
派
。

潤
派
と
も
或
い
は
耿
潤
派
と
も
）。
さ
ら
に
ル

ン
バ
派
（
潤

派
。

派
と
も
）
と
ル
ン
ス
ン
派
（
潤
孫
派
。
あ
る

い
は
バ
イ
ス
ン

孫
派
、
バ
イ
シ
ュ
ン

順
派
）
に
分
か
れ
る
。
一
九

八
九
年
現
在
、
ル
ン
派
信
徒
の
数
は
、
徳
宏
の
上
座
部
仏
教
信
者
の
一

二
・
五
四
％
で
あ
る
。

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
（
西
双
版
納
）、
徳
宏
、
臨
滄
、
景
谷
、
孟
連
地

区
に
分
布
し
て
い
る
。
元
来
、
戒
律
が
厳
し
か
っ
た
が
、
勢
い
が
衰

え
、
戒
律
は
緩
や
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
雲
南
省
全
体
の
分
布
状
況
か

ら
い
う
と
、
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
各
県
と
景
谷
、
孟
連
は
す
べ
て
ル
ン
派

（
潤
派
）
に
属
し
て
い
る
。
臨
滄
の
ル
ン
派
（
潤
派
）
の
中
心
は
耿
馬

で
あ
る
。
徳
宏
地
区
に
は
ル
ン
派
（
潤
派
）
が
少
な
い
。

②

ド
ー
リ
エ
派
（
多
列
派
）、
ま
た
バ
イ
ド
ゥ
オ
ー
派
（

多
派
）
と

も
い
う
。
一
九
八
九
年
現
在
、
徳
宏
の
上
座
部
仏
教
信
者
の
三
二
・
七

五
％
。

中
心
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
北
部
で
あ
る
。
徳
宏
地
区
に
伝
来
し
て
四
〇
〇

年
、
耿
馬
地
区
に
伝
来
し
て
五
〇
〇
年
で
あ
る
。
徳
宏
地
区
で
は
芒
市

と
瑞
麗
に
信
者
が
多
い
。
ド
ー
リ
エ
派
は
原
始
仏
教
の
面
影
を
多
く
宿

し
て
い
る
。
信
徒
の
戒
律
は
厳
し
い
。
僧
侶
の
戒
律
も
非
常
に
厳
し

い
。

③

バ
イ
ジ
ュ
ア
ン
派
（

派
）

徳
宏
の
バ
イ
ジ
ュ
ア
ン
派
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
入
っ
て
き
た
が
、
僧

侶
、
信
者
と
も
に
数
が
多
い
。
戒
律
は
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。
一
九
八
九

年
現
在
、
徳
宏
の
上
座
部
仏
教
信
者
の
五
二

一
八
％
。

④

ズ
ォ
デ
ィ
ー
派
（
左
抵
派
）

徳
宏
に
伝
来
さ
れ
た
の
は
一
〇
〇
年
余
前
で
あ
る
と
い
う
。（『
徳
宏

宗
教
』
で
は
一
五
世
紀
中
葉
徳
宏
に
入
っ
た
と
し
て
い
る
。）

ズ
ォ
デ
ィ
ー
派
は
戒
律
が
最
も
厳
し
い
。
寺
に
常
住
の
僧
侶
は
い
な

い
。
徳
宏
の
ズ
ォ
デ
ィ
ー
派
は
、
最
初
教
勢
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
、
信
徒
が
離
脱
し
て
い
っ
た
。
徳
宏
の
ズ
ォ
デ
ィ
ー
派
信
徒
は
、
一

九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、
芒
市
の
四
つ
の
村
、
軒
崗

で
は
三
つ
の
村

に
し
か
い
な
く
な
っ
た
。
一
九
八
九
年
現
在
、
徳
宏
の
上
座
部
仏
教
信

者
の
二
・
六
二
％
。

七
〇
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３

徳
宏
地
区
の
上
座
部
仏
教

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
（
西
双
版
納
）
と
徳
宏
と
の
差
異
は
結
局
な
に
に
起
因

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
上
座
部
仏
教
で
も
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
、
孟
連
に

は
戒
律
の
ゆ
る
い
バ
イ
ル
ン
派
が
伝
え
ら
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
徳
宏
に
は

ド
ー
リ
エ
派
（
バ
イ
ジ
ュ
ア
ン
派
）
や
ズ
ォ
デ
ィ
ー
な
ど
い
ず
れ
も
戒
律
厳

格
な
宗
派
が
入
っ
て
い
っ
た
。
ド
ー
リ
エ
、
ズ
ォ
デ
ィ
ー
派
は
菜
食
を
主
と

す
る
。
か
つ
て
ズ
ォ
デ
ィ
ー
派
が
優
勢
な
時
に
は
信
徒
に
豚
や
鶏
を
飼
う
こ

と
さ
え
許
さ
な
か
っ
た
。
現
在
勢
力
を
も
っ
て
い
る
ド
ー
リ
エ
（
バ
イ
ジ
ュ

ア
ン
派
）
で
は
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
「
神
仏
（
自
然
崇
拝
と
仏
教
の
）
対

立
」
は
鮮
明
で

55
）

あ
る
。

西
県
で
は
、
仏
教
伝
来
と
と
も
に
支
配
階
級
の
支
持
を
得
て
、
民
間
信

仰
や
自
然
崇
拝
は
排
斥
さ
れ
、
力
を
削
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ズ
ォ
デ
ィ

ー
派
や
ド
ー
リ
エ
派
が
浸
透
し
た
村
で
は
、
戒
律
が
厳
格
で
あ
っ
た
た
め
鬼

神
は
信
仰
さ
れ
な
く
な
り
、
土
司
階
級
だ
け
が
神
仏
の
二
重
信
仰
を
保
持
し

て
い
た
。
バ
イ
ジ
ュ
ア
ン
派
や
バ
イ
ル
ン
派
の
中
で
受
戒
し
た
人
た
ち
は
自

然
崇
拝
（
祭
神
活
動
な
ど
）
に
は
参
加
し

56
）

な
い
。

西
県
の
ズ
ォ
デ
ィ
ー
派
信
徒
の
家
庭
や
、
家
長
が
仏
門
居
士
の
資
格
を

得
た
家
庭
で
は
、
い
ず
れ
も
家
の
神
を
祭
ら

57
）

な
い
。

徳
宏
地
区
の
少
な
か
ら
ぬ
村
で
は
、
精
進
料
理
を
供
え
る
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
多
く
の
村
で
は
成
文
化
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
仏
門
に
入
っ
た
在
家

信
者
は
寨
神
活
動
に
は
参
加
で
き

58
）

な
い
。
こ
れ
は
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
や
孟
連

等
の
ダ
イ
族
が
、
寨
神
を
拝
む
し
仏
様
を
も
拝
む
と
い
う
二
重
信
仰
を
保
持

し
て
い
る
の
と
は
大
い
に
異
な
る
。（
孟
連
は
ブ
ハ
ン
ハ
オ
物
語
流
布
地
域

で
は
あ
る
が
、
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ
に
近
く
、
文
化
的
に
も
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ

の
景
洪
と
一
致
し
て
お
り
、
僧
侶
も
寨
神
の
ご
神
壇
に
礼
拝
す
る
と
い
う
。）

し
た
が
っ
て
信
仰
を
受
け
入
れ
た
徳
宏
地
区
の
ダ
イ
族
は
、
自
ら
の
伝
統

的
文
化
を
上
座
部
仏
教
の
戒
律
（
不
殺
傷
、
肉
食
・
飲
酒
禁
止
、
女
性
差
別

等
）
に
影
響
さ
れ
て
改
変
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
多
か
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

穀
霊
信
仰
に
関
し
て
い
え
ば
、
上
座
部
仏
教
も
、
他
の
普
遍
宗
教
同
様

に
、
女
性
に
対
す
る
差
別
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
ダ
イ
族
に

伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
女
性
性
が
否
定
さ
れ
、「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」

は
「
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
」
へ
と
変
身
を
遂
げ
た
の
で
は
な
い
か
。

稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
か
ら
「
稲
魂
お
じ
い
さ
ん
」
へ
の
変
身
を
も
た
ら

し
た
原
因
は
、
戒
律
の
厳
し
さ
で
あ
り
、
女
性
差
別
の
意
識
で
あ
る
。
卑
近

な
例
を
あ
げ
れ
ば
、
本
堂
仏
殿
の
中
に
高
低
の
差
が
あ
っ
て
上
段
、
中
段
、

下
段
と
分
れ
て
い
る
場
合
、
女
性
が
昇
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
下
段
の
み
で

あ

59
）

っ
た
。
当
然
、
女
犯
に
関
す
る
戒
律
も
厳
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
朶
香
寺
の
ブ
ッ
ダ
と
い
え
ど
も
女
性
の
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
を
背
負
う
こ

と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
苦
肉
の
策
と
し
て
「
稲
魂
お
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じ
い
さ
ん
」
の
誕
生
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
上
座
部
仏
教

が
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
を
完
全
に
駆
逐
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
伝
統
的

な
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
信
仰
は
各
地
に
残
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

五

む
す
び

小
論
で
は
、
ダ
イ
族
の
伝
統
的
な
稲
魂
信
仰
に
お
け
る
女
神
（
ヤ
ー
ホ
ァ

ン
ハ
オ
）
信
仰
が
、
仏
教
中
、
戒
律
厳
し
い
女
性
差
別
の
宗
派
に
遭
遇
し
た

時
、
男
性
神
ブ
ハ
ン
ハ
オ
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
。

ダ
イ
族
社
会
の
お
け
る
自
然
崇
拝
｜
上
座
部
仏
教
｜
中
国
（
儒
教
）
文

化
、
こ
の
三
者
の
関
係
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
き
わ
め
て
身
近
な
切
実

な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
神
仏
習
合
と
い
い
、
中
国
（
漢
字
）
文
化
の
受
容
と
い

い
、
わ
れ
わ
れ
は
今
な
お
問
題
に
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
雲
南
省
ダ
イ
族

と
同
じ
問
題
を
抱
え
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
仏
教
側
の
変
容

の
問
題
も
あ
る
。
今
後
、
ダ
イ
族
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
日
本
文
化

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
比
較
研
究
を
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注１
）

朱
徳
普
『

族
神
霊
崇
拝

踪
』
三
一
ペ
ー
ジ
。
雲
南
民
族
出
版
社
、
一
九

九
六
年

２
）

同
上
一
六
八
〜
一
六
九
ペ
ー
ジ

３
）

同
上
二
二
九
ペ
ー
ジ

４
）

同
上
一
五
八
ペ
ー
ジ

５
）

同
上
一
二
〇
ペ
ー
ジ

６
）

同
上
一
六
八
〜
一
六
九
ペ
ー
ジ

７
）

同
上
一
八
二
ペ
ー
ジ

８
）

同
上
二
二
七
ペ
ー
ジ

９
）

同
上
三
二
ペ
ー
ジ

10
）

同
上
二
八
一
ペ
ー
ジ

11
）

同
上
二
八
八
ペ
ー
ジ

12
）

同
上
三
〇
一
ペ
ー
ジ

13
）

同
上
二
六
五
ペ
ー
ジ

14
）

同
上
二
六
六
ペ
ー
ジ

15
）

三
橋
正
「
大
仏
造
立
と
日
本
の
神
観
念
｜
神
仏
習
合
の
多
重
性
を
探
る
｜
」

（
Ｇ
Ｂ
Ｓ
実
行
委
員
会
編
『
ザ
・
グ
レ
イ
ト
ブ
ッ
ダ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
』
第
三

号
『
論
集
カ
ミ
と
ほ
と
け
｜
宗
教
文
化
と
そ
の
歴
史
的
基
盤
｜
』
東
大
寺
、
二
〇

〇
五
年
、
所
収
）

16
）

朱
徳
普
『

族
神
霊
崇
拝

踪
』
三
一
五
ペ
ー
ジ
。
雲
南
民
族
出
版
社
、
一

九
九
六
年

17
）

同
上
三
二
〇
ペ
ー
ジ

18
）

同
上
三
四
四
ペ
ー
ジ

19
）

同
上
三
一
九
ペ
ー
ジ

20
）

同
上
三
二
七
ペ
ー
ジ

21
）

同
上
三
一
〇
ペ
ー
ジ

七
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22
）

同
上
三
一
二
ペ
ー
ジ

23
）

同
上
二
八
五
、
二
七
六
ペ
ー
ジ

24
）

同
上
二
七
七
ペ
ー
ジ

25
）

同
上
二
六
七
、
二
七
〇
ペ
ー
ジ

26
）

同
上
二
七
四
ペ
ー
ジ

27
）

同
上

28
）

同
上

29
）

同
上

30
）

同
上

31
）

呂
大
吉
・
何
耀
華
総
主
編
『
中
国
各
民
族
原
始
宗
教
資
料
集
成
・

族
巻
』

中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
六
ペ
ー
ジ

32
）

朱
徳
普
『

族
神
霊
崇
拝

踪
』
二
二
五
ペ
ー
ジ
。
雲
南
民
族
出
版
社
、
一

九
九
六
年

33
）

同
上
三
八
六
ペ
ー
ジ

34
）

祐
巴
著
、
岩
温
扁
訳
『
論

族
詩
歌
』
中
国
民
間
文
学
出
版
社
、
一
九
八
一

年
、
一
二
七
ペ
ー
ジ

35
）

朱
徳
普
『

族
神
霊
崇
拝

踪
』
九
ペ
ー
ジ
。
雲
南
民
族
出
版
社
、
一
九
九

六
年

36
）

尹
紹
亭
等
編
『
中
国
雲
南
徳
宏

文
古
籍
編
目
』
雲
南
民
族
出
版
社
、
二
〇

〇
二
年
、
二
一
四
ペ
ー
ジ

37
）

張
建
章
主
編
『
徳
宏
宗
教
｜
徳
宏

族
景
頗
族
自
治
州
宗
教
志
』（
徳
宏
州
委

統
戦
部
・
徳
宏
州
史
志
辨
公
室
合
編
、
徳
宏
民
族
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
九
三

ペ
ー
ジ

38
）

尹
紹
亭
等
編
『
中
国
雲
南
徳
宏

文
古
籍
編
目
』
雲
南
民
族
出
版
社
、
二
〇

〇
二
年
、
三
三
一
ペ
ー
ジ

39
）

呂
大
吉
・
何
耀
華
総
主
編
『
中
国
各
民
族
原
始
宗
教
資
料
集
成
・

族
巻
』

中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
五
ペ
ー
ジ

40
）

同
上
一
九
〇
〜
一
九
一
ペ
ー
ジ

41
）

尹
紹
亭
・
唐
立
主
編
『
中
国
雲
南
耿
馬

族
古
籍
編
目
』
雲
南
民
族
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
、
六
三
ペ
ー
ジ

42
）

朱
徳
普
『

族
神
霊
崇
拝

踪
』
三
〇
一
ペ
ー
ジ
。
雲
南
民
族
出
版
社
、
一

九
九
六
年

43
）

雲
南
省

西
県
志
編
纂
委
員
会
編
『

西
県
志
』
雲
南
教
育
出
版
社
、
一
九

九
三
年
、
四
五
〇
ペ
ー
ジ

44
）

呂
大
吉
・
何
耀
華
総
主
編
『
中
国
各
民
族
原
始
宗
教
資
料
集
成
・
景
頗
族
巻
』

中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
四
〇
〇
ペ
ー
ジ

45
）

呂
大
吉
・
何
耀
華
主
編
『
中
国
各
民
族
原
始
宗
教
資
料
集
成：

族
巻
・
哈

尼
族
巻
・
景
頗
族
巻
・
孟
｜
高
棉
語
族
群
体
巻
・
普
米
族
巻
・

巴
族
巻
・
阿
昌

族
巻
』
一
九
一
ペ
ー
ジ
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
六
月

46
）

尹
紹
亭
等
編
『
中
国
雲
南
徳
宏

文
古
籍
編
目
』
雲
南
民
族
出
版
社
、
二
〇

〇
二
年

47
）

尹
紹
亭
・
唐
立
主
編
『
中
国
雲
南
耿
馬

族
古
籍
編
目
』
雲
南
民
族
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
、
六
三
ペ
ー
ジ

48
）

大
吉
・
何
耀
華
主
編
『
中
国
各
民
族
原
始
宗
教
資
料
集
成：

族
巻
・
哈
尼

族
巻
・
景
頗
族
巻
・
孟
｜
高
棉
語
族
群
体
巻
・
普
米
族
巻
・

巴
族
巻
・
阿
昌
族

巻
』
一
九
一
ペ
ー
ジ
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
六
月

49
）

同
上

50
）

雲
南
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
総
纂

雲
南
省
社
会
科
学
院
宗
教
研
究
所
編
撰

『
雲
南
省
志
』
二
七
ペ
ー
ジ
、
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
年
九
月

51
）

鋭
『
聖
俗
之
間
｜
西
双
版
納

族

佛
世
俗
化
的
人
類
学
研
究
』
五
四
ペ
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ー
ジ
、
雲
南
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
年
六
月

52
）

南
桂
香
「

族
原
始
宗
教
的
存
在
形
式
及
其
影
響
」（
雲
南
民
族
学
会

学
研

究
委
員
会
編
『

族
文
化
研
究
論
文
集
』
所
収
、
雲
南
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
五

年
五
月
）

53
）

雲
南
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
総
纂
・
雲
南
省
社
会
科
学
院
宗
教
研
究
所
編

撰
・
李
景

責
任
編
集
『
雲
南
省
志
』
巻
六
六
宗
教
志
、
雲
南
人
民
出
版
社
、
一

九
九
五
年

54
）

こ
の
項
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
資
料
を
参
考
に
し
た
。

張
建
章
主
編
『
徳
宏
宗
教
｜
徳
宏

族
景
頗
族
自
治
州
宗
教
志
』（
徳
宏
州
委
統

戦
部
・
徳
宏
州
史
志
辨
公
室
合
編
、
徳
宏
民
族
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）

雲
南
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
総
纂
・
雲
南
省
社
会
科
学
院
宗
教
研
究
所
編
撰
・

李
景

責
任
編
集
『
雲
南
省
志
』
巻
六
六
宗
教
志
、
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九

五
年

《

民
族
問
題
五
種
叢
書》

中
国
少
数
民
族
社
会
歴
史
調
査
資
料
叢
刊

雲
南
省
編

輯
委
員
会
編
『
徳
宏

族
社
会
歴
史
調
査
』（
二
）、
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八

四
年同

上
（
三
）
一
九
八
七
年
刊

楊
光
遠
「
徳
宏

族
的
仏
教
和
原
始
宗
教
」（『
雲
南
民
族
学
院
学
報
』
第
一
九

巻
第
一
期
、
二
〇
〇
二
年
）

55
）

朱
徳
普
『

族
神
霊
崇
拝

踪
』
二
七
八
〜
二
七
九
ペ
ー
ジ
。
雲
南
民
族
出

版
社
、
一
九
九
六
年

56
）

同
上
二
八
四
ペ
ー
ジ

57
）

同
上
二
七
八
ペ
ー
ジ

58
）

同
上
二
七
八
ペ
ー
ジ

59
）

張
建
章
主
編
『
徳
宏
宗
教
｜
徳
宏

族
景
頗
族
自
治
州
宗
教
志
』
一
五
二
ペ

ー
ジ
、
徳
宏
民
族
出
版
社
、
一
九
九
二
年
一
〇
月

追
記

ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
、
ブ
ハ
ン
ハ
オ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
を
ご
参
照
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

稲
魂
信
仰
と
し
て
の
天
岩
戸
神
話
｜
雲
南
省
ダ
イ
族
（

族
）
の
稲
魂
物
語
と

の
比
較
｜
」（
麗
澤
大
学
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
比
較
文
明
研
究
』
第
一

四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

稲
魂
信
仰
の
変
貌
｜
古
層
の
稲
魂
信
仰
か
ら
い
の
ち
の
文
化
へ
｜
」（『
麗
澤
大

学
紀
要
』
第
八
九
巻
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）

雲
南
省
ダ
イ
族
の
「
稲
魂
お
ば
さ
ん
」
再
論
｜
モ
ン
ス
ー
ン
稲
作
地
帯
に
お
け

る
仏
教
と
自
然
崇
拝
｜
」（『
中
日
文
化
研
究
所
所
報
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
一
年
）

七
四

第17号 2012年比較文明研究


