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　ハ
ユら

現
代
中
国
農
村
に

お
け
る

宗
教
復
興

秀
村
研
二

　
一
、

は

じ

め

に

　

中
国
で

は
一

九
七

八

年
以
降
に

い

わ
ゆ
る

改
革
・

開

放
政
策
と

い

う
政
策
の

変

更
に

よ
っ

て、

市

場
経
済
原
理
の

導
入
な
ど

に

よ
る

社
会
の

変
化
と

と

も
に、

ま

た

宗
教
に

対

す
る

規
制
も
緩

和
さ

れ

て

き
て

い

る
。

と

く
に

文
化
大
革
命
の

中
で

禁
止

さ
れ

て

い

た

信
仰
が

息
を
吹
き
返
し、

破
壊
さ

れ

た
寺
廟
が

再
建
・

修
復
さ

れ

て

き
て

い

る
。

歴
史
的
に

も
有
名
な
寺
廟
が

復
元
さ

れ
人

々

を
集
め

て
い

る

だ

け
で

な
く、

村
落
レ

ベ

ル

で

も
そ
こ

の

人
々

に

信
仰
さ

れ
て

き

て
い

た

寺
廟
も
ま

た

復
興
し、

信
仰
を

集
め

て

き
て

い

る。

本
論
は

こ

の

よ
う
な
現

代
の

中
国
社
会

に

お

け

る

宗
教
の

復
興
の

実
態
を、

浙
江
省
の

あ
る

農
村
の

事
例
に

よ
っ

て

示
す

こ

と

を
目
的
と
す
る

。

　

本
論
で

と

り

あ
げ
る

事
例
の

ほ

と

ん

ど
は

浙
江
省
臨
海
市
東
膣
鎮
に

お

け

る

調

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
ハ
　り

査
に

お
い

て

得
た

資
料
に

よ
っ

て
い

る
。

ま
ず
臨
海
市
東
謄
鎮
の

概
況
に

つ

い

て

現

代
中
国
農
村
に

お
け
る

宗

教
復
興

秀

村
研
二

農
村
で

あ
る

。

行
政
的
に

は
臨
海
市
の

さ
ら

に

大
田

地

区
に

属
す
る

。

十

七

の

集
落
か

ら
な

り、

人
口

は
一

九
八

九

年
現
在
で

二

万
二

千
人
ほ

ど

で

あ

る。

鎮
の

中
心

は

上
街
・

中
街
・

下
街
で

あ
り
鎮
の

人

民

政
府
も
下
街
に

お

か

れ

て

い

る
。

こ

の

三

つ

の

集
落
は
連
続
し

て
い

て、

漢
南
街
と
い

う
メ

イ
ン

ス

ト
リ

ー

ト
を

中
心
に

し

て

清
朝
の

擁
正

帝
時
代
に

作
ら

れ
た

と

い

う
家
屋
が

両
側
に

軒

を
並
べ

て

い

る
。

そ
し

て

そ
の

漢
南
街
を

中
心
と

し

て

五

日

ご

と

に

定
期
市

（
旧

暦
の

二

と

七

の

日
）

が

開
か

れ
る

。

現
在
で

は

こ

の

古
い

家
並
を
取
り
囲
む

よ
う

に

し
て

家
屋
が

建
て

ら

れ、

北
側
に

新
し

い

自
動
車
が

通
れ
る

道
が

作
ら

れ

人
通

り
も
通
常
は

そ
ち

ら
の

ほ

う
が

多
い
。

生

業
の

ほ

と

ん

ど

は

農
業
で、

稲
作
と

裏

作
と
し

て

麦

作
が

お

こ

な
わ
れ
て

い

る。

稲
作
は
一

九

五

八

年
以
降
は

二

期
作
が

お

こ

な
わ
れ

て

い

る。

ま

た

蜜
柑
の

栽
培
も
山
麓
で

お

こ

な
わ

れ
て

い

る。

経
済

活
動
は

盛
ん

で、

郷
鎮
工
業
と
い

わ
れ
る

工

場
も
増
え

て

い

る
。

述
べ

て

お

く
。

浙

江
省
の

省
都
杭
州

か

ら

自
動
車
で

八

時
間
ほ

ど

で

浙
江

省
台
州
地
区
の

中

心
都
市
で

あ

る

臨

海
市
に

着
く

。

臨

海
市
全
体
で

人
口

は

百
万
人

ほ

ど
で

あ
る

。

東
膣
鎮
は

臨
海
市
の

中
心

か

ら
十
六
キ

ロ

ほ

ど

東
北
に

位
置
す
る

　
　
　
東
膣
鎮
は63
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明
星

大
学
研

究
紀

要
【
日

本
文
化

学
部
・
言
語

文
化

学
科】
第一
号
一
九
九

三

年

い

た

が、

文
革
で

破
壊
さ

れ

た

り
他
の

用
途
に

転
用
さ
れ
た

り

し
た

。

が
一

番
早

く
東
謄
鎮
に

来
住
し

た

と

い

わ
れ

て
い

る
。

　
な
お

通
常
は

鎮
の

中
心
で

あ
る
こ

の

上
街

・

中
街
・

下
街
を
東
膣
鎮
と

称
し

て

い

る

の

で、

本
論
に

お

い

て

も
特
別
に

断
ら

な
い

限

り、

東
謄
鎮
と
い

う
地
名
を

　
上

街
・

中
街
・

下
街
は
一

九
四

九

年
以

前
は

上
街
・

下

街
の

2
つ

に

分

か

れ

て

い

た
と

い

い
、

そ
れ
ぞ
れ

に

劇
台
と

呼
ば
れ

る

舞
台
を
も
っ

た

建

物
が

あ
り

周
囲
は

広

場
に

な
っ

て

い

る
。

劇
台

は

現
在

で

は

越
劇
の

上
演

に

用
い

ら

れ

て

い

　ハ
まり

る
。

東
膣
鎮
の

主

な
姓

氏
は

藩
氏、

趙
氏、

周
氏、

屈

氏、

金
氏、

張
氏

の

六

姓
で

文
革
以

前
に

は

そ
れ

ぞ

れ

祖
先
祭
祀
の

た

め

の

祠
堂
を
も
っ

て

　
　
　
な
お
周
氏

64

上

街
・

中
街
・

下

街
を
示

す
も
の

と

し

て

使
用

す
る。

ま
た

こ

の

地

域

の

共

産
軍

に

よ
る

解
放
は
一

九
四
九

年
の

こ

と

で

あ
り、

本
論
で

述
べ

る
解
放
は

こ

の

こ

と

を
意
味
す
る

。

　一
一

、

東
勝
鎮
の

宗
教

　
文
革
以

前
に

東
謄
鎮
に

存
在
し
て

い

た
宗
教
施
設
と

し
て

は、

上
街
に

老
爺

殿
・

蓮
堂
・

紫
坊
堂、

中
街
に

後
殿、

下
街
に

老
爺
殿
（

石
板
殿）
・

聖
堂
が

あ
っ

た
。

ま

た

東
謄
鎮
か

ら
歩
い

て

二

十
分
ほ

ど

の

山

麓
に

雲
岩
寺
と

さ

ら
に

山

を

登

っ

た

と

こ

ろ

に

香
火
岩
寺
が

あ
っ

た。

ま

た

キ
リ

ス

ト

教
（

プ
ロ

テ
ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム
）

の

教
会
が

存
在
し

て

い

た
。

ま
た、

前
述
の

よ

う
に

大
き
な

姓
氏
は

そ
れ

ぞ
れ

に

先
祖
祭
祀
の

た

め

の

祠

堂
を
持
っ

て

い

た
。

　
姓

氏
を
先
祖
祭
祀
で

統
合
さ

せ

る

祠
堂
が

あ
る
一

方、

老
爺
殿
と

石
板
殿

は

村

落
（
そ
れ
ぞ

れ

上
街
と

下
街）

の

廟
で

あ
る

。

こ

れ

に

対
し

て

蓮
堂
・

紫
坊
堂
・

聖
堂
・

雲
岩
寺
・

香
火
岩
寺
は

村
落
を
越
え

た

信
者
を
集
め

て

い

た
。

キ

リ

ス

ト

教
会
も
同
様
で

あ
る。

ま
た

宗
教
職
能
者
（

道
士
・

風
水
先

生
・

巫
婆）

も
い

て

東
謄
鎮
以
外
か

ら
も
信
者
を
集
め

て

い

た。

つ

ま
り

村
落
の

廟、

村
落
を

越
え
る

寺
廟
や

教
会、

姓
氏
の

祠
堂、

各
家
庭
で

祀
ら

れ
る

神
々
、

そ
れ

に

宗
教
職
能
者

と
い

う
異
な
っ

た
レ

ベ

ル

の

設
定
が

可
能
で

あ

る。

次
に

そ
れ
ぞ
れ

に

つ

い

て

文

革
以
前
の

状
況
と

現
在
の

状
況
を

簡
単
に

述
べ

る。

 
村
落
の

廟

　
　
下
街
の

老
爺
殿
の

こ

と

を
石
板
殿
と

い

う
。

文
革
以

前
に

祀
ら

れ
て

い

た

の

は、

平
水
尊
王
・

白
衣
土

地

爺
・

送

子
娘
娘
・

観
音
・

太
保
爺
に

現
在
で

は

名
称

が

忘
れ

ら

れ
て

い

る

三
神
の

将
軍
で

あ
っ

た
。

文
革
の

と

き
に

神
像
は

破
壊
さ

れ

建

物
は

倉
庫
と
し

て

使
用
さ

れ

た
。

か

つ

て

は

臼
衣

土

地
爺
の

祭
日

（
一

月
二

十

一

日
） 、

平
水
尊
王
の

祭
日

（
八

月
二

十
一

日）

に

は、

老

女
た
ち
が

徹
夜
で

経

N 工工
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ヰら

を
読
む

「

宿
夜
」

（
「

務
寿
」

と

も
い

う
）

を
し

て

い

た。

ま
た

願
い

事
が

あ
る

と

き
や
病
気
に

な
っ

た

と

き
に

は

石
板
殿
の

神
を
拝
し

て、

香
炉
の

灰

を
持
ち

帰
っ

て

水
と
一

緒
に

飲
ん

だ
。

ま
た

正
月
の

十
五

日

の

夜
に

は

「

請
平
安
」

と
い

っ

て

平
水
尊
王

と

白
衣
土

地
爺
が

祀
ら

れ、

道
士

が

そ
の

年
の

作
物
と

各
姓

氏
に

つ

い

て

占
い
、

ま
た

村
入
一

人
一

入
の

運
勢
に

つ

い

て

も
占
っ

た
。

一

月
二

十
一

日

の

白
衣
土

地

爺
の

祭
日

に

は

「

宿
夜
」

と

と

も
に、

そ

の

夜
か

ら

三
日

間
ほ

ど

劇
台

で

劇
（
越

劇）

が

演
じ
ら

れ

た
。

こ

の

越

劇
は

文
革
中
は

中
止

さ
れ

て

京
劇
的
な

現
代
革
命
劇
が

お

こ

な
わ

れ

て

い

た

が
、

い

わ

ゆ

る

四

人
組
の

失
脚
し

た

後
の
一

九

七

六

年
に

は

越

劇
と

し

て

復
活
し

た。

ま

た

平
水
尊
王

は

水
の

神
と

し

て

干
ば

つ

の

と

き
に

は

東
膣
鎮
だ

け

で

な
く、

周
囲
の

他
の

村
々

の

人
々

に

よ
っ

て

「

取

水
」

（
雨

乞
い
）

が

な
さ
れ
た

。

　
現

在
で

は

石

板
殿
に

は、

平
水
尊
王
・

臼
衣

土

地
爺
・

太
保
爺
が

祀
ら

れ

て
い

る
が

神
像
は

な
く
赤
い

紙

（

紅
紙）

に

神
名
が

書
か

れ

て

い

る。

文
革
以

前
と
同

じ
よ

う

に

旧

暦
の
一

日

と

十
五

日

に

入

々

が

ロ

ウ

ソ

ク

と

線
香
を

持
っ

て

き

て

拝

拝
は

す
る

が、

そ
の

他
の

祭
祀
は

お

こ

な
わ
れ

て

い

な
い

。

ま
だ

神
像
を
復
元
す

る
計
画
は

な

い

と

い

う
。

　
上

街
の

老

爺
殿
は

趙
元
帥
老

爺
殿
と

い

う。

下
街
の

老
爺
殿
に

比
べ

る

と

規
模

は

小

さ

い
。

祭
日

は

三

月
十
五

日。

文
革
の

と

き
に

神
像
は

破
壊
さ
れ、

建
物
は

生
産
大
隊
の

休
息
所
と

し

て

使
用
さ
れ

て

い

た

の

を
一

九

八

八

年
に

上
街
の

婦
八

た

ち

が

費
用

を
出
し
合
っ

て

買
い

戻
し

て、

神
像
や

祭
壇
を
お
い

た
。

そ
れ

で

以

前
は

上
街
の

老
爺
殿
で

あ
っ

た

の

が

現
在
は

費
用
を
出
し

た

人
々

の

所
有
に

な
っ

て

い

る
。

現

在
で

は
】

日

と

十
五

日

に

拝
拝
が

な
さ

れ

て

い

る

他
に、

三

月
十

五

日

の

祭
日

と

九
月

十
九

日

に

「

宿
夜
」

が

な
さ

れ
て

い

る。

 
村
落
を

越
え
た

寺
廟

　

村
落
を

越

え
て

信
者
を

集
め

る
寺
廟
と

し

て

は、

蓮
堂
・

紫
坊
堂
・

聖
堂
・

雲

現

代

中
国
農

村
に

お

け

る

宗
教
復

興

秀

村
研
二

岩

寺
・

香
火

岩
寺
が

あ
る

。

た

だ

し

紫
坊
堂
は
一

九
五

八

年
以
前
に

建
物
も

な
く

な
り

現
在
は

畑
に

な
っ

て

い

る

の

で

こ

こ

で

は

取

り

扱
わ
な
い

。

　
蓮
堂
は

以

前
は

建
物
の

中
央
部
分
に

仏
像
が

祀
っ

て

あ
り、

尼
が

い

た
。

文
革

の

と

き
に

や

は

り

仏

像
な
ど

は

破
壊
さ

れ

建
物
は

住
居

と

な
り、

現
在
五

家
族
が

住
ん

で
い

る
。

以
前
こ

こ

で

蓮
堂
を
守
っ

て

い

た

尼
の

養
女
が

住
ん

で
い

て、

文

革
が

終
わ

る

と、

他
の

人
が

文
革
中
も
隠
し

持
っ

て

い

た

観
音

像
を
譲
り

受
け

て

建
物
の

片
隅
に

祀
っ

て
い

る
。

現

在
は、

観
音
像
を
中
心

と

し

て

財
神
爺
と

土

地

爺
が

並
べ

ら

れ

て
い

る
。

以

前
は

人

々

が

拝
拝
し

に

き
て
い

た

が
、

現

在
は

主
に

こ

こ

に

住
ん

で

い

る

人
た

ち

に

よ
っ

て
、

一

日

と

十
五

日

に

拝
拝
が

さ

れ

て

い

る
。

九
月

十
九
日

が

観
音
の

祭
日

で

「

宿
夜
」

が

お

こ

な
わ
れ、

こ

の

と

き

に

は

他
の

人
々

も
訪
れ

る
。

　

聖
堂
は

観
音
と

財
神
そ

れ

に

魁
神
と

を

尼
が

い

て

祀
っ

て
い

た。

そ

れ

ぞ

れ

別

の

場
所
に

祀
ら

れ、

普
通
は

聖
堂
と

い

う
と

観
音
を
祀
っ

て
い

る

尼
が
い

る

と

こ

ろ

を
意
味
し、

魁
神
を

祀

る

場
所
は

同
じ

建
物
だ

が

別
の

部
屋

で

文
昌
閣
と

呼

ば

れ

て

い

た。

財

神
は

財
神
殿
と

い

う
聖

堂
の

前
に

あ

る

建
物
に

納
め

ら

れ
て

い

て、

一

月

十
五

日

に

は

引
き
出
さ

れ
て

東
膣
鎮
全

体
（
現

在
の

上
街
・

中
街
・

下

街
V

を
担

が

れ

て

廻
っ

た
。

財
神
を
迎
え

た

家
で

は

爆
竹
を
打
ち
鳴
ら

し

て

年
長

者
が

線

香
を
持
っ

て

拝
拝
し、

財

神
の

前
に

立
つ

人

が

持
っ

て

い

る

皿

に

あ

る

紅

紙

に

包
ん

だ

銅
銭
を
同
じ

よ
う
に

自
分
の

家
で

用
意
し

た

物
と

交
換
す
る。

こ

れ

を

衣
服
の

箱
（
衣

箱
V

に

入

れ
て

お

く
が、

神
が

与
え
て

く
れ

た

も
の

で

豊
か

に

さ

せ

て

く

れ
る

も
の

と

信
じ
ら
れ

て

い

た
。

ま
た

七

月
十
五

日

は

「

七

月

半
」

と

い

わ
れ

聖
堂
の

茶
亭
（
観
音
が

祀
っ

て

あ
る

建
物
の

中
の

部
屋
）

で

野
鬼
（

祀

る

子
孫
の

な

い

死
霊
）

を
祀
る

「

做
道
場
」

が

僧
と

道

士

そ

れ

に

年
輩
の

婦

人

た

ち

が

集
ま
っ

て

な
さ

れ
た
。

文
革
の

と
き
は

神
像
は

破
壊
さ

れ、

建
物
は

住
居
と

さ

れ

た。

現
在
で

は

住
居
と

倉
庫
と

し
て

使
用
さ
れ

て

い

て

宗
教
的
な
も
の

は

な
に65
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明
星

大
学
研

究
紀

要
冖
日

本
文

化

学
部・
言

語
文

化
学

科】
第
一
号
　一
九

九
三

年

も
な
い

が、

こ

の

建
物
の

こ

と

は

聖
堂
と

し
て

認
識
さ

れ

て

い

る
。

一

九

八

九
年

か

ら

「

七
月

半
」

が、

以

前
僧
と

し
て

次
に

述
べ

る

雲
岩
寺
に
い

た
男
性
を

中
心

に

し

て、

年
輩
の

婦
人
た

ち
に

よ
っ

て

な
さ
れ
た

。

　
雲
岩

寺
は

か

つ

て

は

そ

れ
ぞ
れ

観
音
・

釈
迦
如
来
・

金
剛
を
祀
る

建
物
が

3
つ

並
ん

で

建
つ

大
き
な
寺
で

あ
り
僧
も
百
人
ほ

ど
い

た

と
い

う
。

解
放

か

ら
次
第
に

寺
に

対
す
る

圧

迫
が

強
ま
り

文
革
の

頃
に

は

金
剛
を
祀
る
建
物
だ

け

が

残
っ

て

い

て

僧
も
十

人

ほ

ど

に

減
っ

て

い

た
。

仏
像
は

解
放
後
に

失
わ

れ

建
物
は

文
革
で

破

壊
さ

れ
畑
に

さ

れ

て

し
ま
っ

た。

雲
岩
寺
の

信
者
は

以

前
か

ら

女
性
が

多
か

っ

た

と

い

い
、

彼
女
た

ち

は
解
放

後
や
文
革
時
代
を

と

お

し

て

信
仰
が

禁
止

さ
れ
て

も

信
仰
は
失
わ

な
か
っ

た
と

語
る。

開
放
政
策
が

始
ま
っ

た

後、

一

九

八

四

年
か

ら

現
在
の

東
膣
鎮
の

中
街
に

住
む

あ
る

女
性
（
七

六

歳
V

を
中
心

と

し

て

雲
岩
寺
の

再
建

が

計
画
さ
れ、

各
集
落
に

数
人

の

中
心
人
物
を
お

い

て

資
金
を
集
め

て

い

っ

た
。

こ

の

資
金
を
集
め

る

た

め

の

活
動
の

範
囲
は

東
勝
鎮
以

外
の

他
の

郷
に

ま
で

及
ん

だ
と

い

う。

資
金
を
出
し

た

の

は

過
去
に

雲
岩
寺
に

通
っ

て

い

た

年
輩
の

女

性
た

ち
で

あ
り、

ま
た

彼

女
た

ち

は

子
供
た
ち

か

ら
も
資
金
を
提
供
さ
せ

た

の

で

あ
る

が

こ

の

子

供
の

世

代
が

文

革
の

と

き
に

雲
岩
寺
な
ど

を

破
壊
し

た
世
代
に

当

た
る

。

　
一

九
八
九
年
の

十
二

月
に

雲
岩

寺
は

再
建
さ
れ
た

が、

資
金
の

関
係
上
簡
単
な

建
物
で、

仏
像
も
な
い
。

祭
壇
の

上
に

は

釈
迦
如
来
と

観
音
の

絵
が

お

か

れ
て

い

る
。

ま
た
以
前
観
音
を
祀
っ

て

い

た

建
物
に

は

十
八

羅
漢
が

祀
ら
れ
て

い

た
こ

と

か

ら、

壁
に

沿
っ

て

線
香
が

十
八

個
所
捧
げ

ら

れ
る

よ

う
に

な
っ

て

い

る。

か

つ

て

は

観
音
の

裏
側
に

赤
脚
大
仙
が

祀
ら

れ
て

い

た
の

で

観
音
の

裏
側
に

は

線
香
が

供
え
ら

れ

る。

旧

暦
の

一

日

と

十
五

日

に

午
前
中
か

ら

主
に

年
輩
の

婦

人

た

ち

が

集
ま

り

経
を
読
み、

「

経
朝
」

と
い

う
紙

の

死
者
の

た
め

の

銭
を
折
る
。

一
二

十

分

に
一

度
く

ら
い

鉦
や

木
魚
を

鳴
ら
し

て

全
員
で

経
が

あ

げ
ら
れ

る。

こ

の

間
に

思

66

い

思

い

に

祈
薦
さ
れ

る

が、

ま
ず
建
物
の

入

り

口

か

ら
外
に

向
か
い

線
香
を
も
っ

て

天
地

爺
に

拝
拝
を
し、

そ
れ

か

ら

仏
に

拝
拝
さ
れ

る。

こ

の

間
昼
食
も
用
意
さ

れ

全

員
で

食
事
が

と

ら

れ

る
。

だ
い

た

い
、

い

つ

も
八

十
人

か

ら

百

人
ほ

ど

集
ま

る

と

い

う
。

　
香
火
岩

寺
は

雲
岩
寺
か

ら
山
道

を
二

十
分

ほ

ど

登
っ

た

山

の

中
腹
に

あ

る

小

さ

な

庵
で

あ

る。

香
火
岩
寺
と

い

わ

ず
に

た

だ

香
火
岩

と

呼
ば
れ

る

こ

と

も
多
い

。

清
朝
時
代
に

建
て

ら
れ

た

よ
う
で

そ

れ
に

関
す
る

伝
説
が

残
っ

て

お

り、

そ

れ
に

ち

な
ん

で

名
が

つ

け

ら

れ

て

い

る
。

こ

こ

に

祀
ら

れ

て

い

る

神
は、

観
音
・

白
衣

大
使
・

玉
女
・

善
財
童
子
・

土

地
公
・

送
子
娘
娘
で

あ
る

。

ま

た

建
物
の

外
に

龍

井
と

呼
ば

れ

る

井
戸

が

あ
り、

龍
に

対
し
て

線
香
が

供
え

ら

れ

る
、

旧

暦
の
一

日

と

十

五

日

に

人
々

が

集
ま
り

経
を
あ
げ

る

ほ

か、

三

月

十
八

日、

六

月
十
八

日、

九
月
十
八
日、

大
晦
日

が

祭
日

と
な
っ

て

お

り

「

宿
夜
」

が

お

こ

な

わ
れ

る
。

解

放
以
前
よ

り

こ

こ

に

は

神
に

祈
願

す
る

こ

と

が

あ

る

と

き

に

来
る

と

よ

い

と

さ

れ、

と
く
に

病
気
や

子
供
が

欲
し
い

人
が

来
る

と
い

う
。

祭
壇
の

前
に

籖
が

あ
リ

　
　
　

　

　
　
　
　
ピ　

こ

れ

に

よ
っ

て

占
う。

こ

こ

も
文

革
中
に

破
壊
さ

れ

た

が、

一

九
八

四

年
に

や

は

り

年
輩
の

婦
人
た

ち

が

中
心

と

な
っ

て

資
金
を
集
め

て

再
建
さ

れ

た
。

そ
し

て
一

九
八

九

年
に

倍
の

大
き
さ

に

増
築
さ

れ
て

い

る。

雲
岩
寺
に

来
る

人
々

と

香
火
岩

寺
に

来
る

人
々

と

は

ほ

と

ん

ど
重
な
っ

て

い

て、

片
方
に

来
た

人

は

も

う
一

方
に

も
行
く
こ

と

が

多
い

よ
う
で

あ
る

。

「

宿
夜
」

に

は

ほ

と

ん

ど
が

女
性
だ

が

八

十

人

ほ

ど

が

来
て、

若
い

人

々

も
見
物
が

て

ら
に

来
る

。

来
る

人
々

は

夕
刻

に

食
事

の

材

料
を

持
ち
寄
り、

皆
で

食
事
を
作
り
一

緒
に

食
事
を
と

る
。

「

宿
夜
」

に

来

て

居
る

人
の

中
に

は

若

い

人
も
含
め

て

体
が

丈
夫
に

な
る

よ
う
に

と

願
っ

て

来
る

人
が

多

い
。

　

キ

リ

ス

ト
教
会
は

文
革
以
前
は

教
会
堂
は

な
く
個
人

の

家
で

日

曜
日

に

集
ま
っ

て

礼
拝
を
お

こ

な
っ

て

い

た。

一

九
五
八

年
に

禁
止
さ

れ

た
が、

そ
れ

以
前
に

は
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だ

い

た
い

百
人
か

ら

二

百
人

の

信
者
が

集
ま
っ

で
い

て、

ク

リ

ス

マ

ス

の

と

き

な

ど

は

三

百
人
以
上
に

な
っ

た

こ

と

も
あ
る

と

い

う
。

牧
師
は

お

ら

ず
教
会
の

指
導

者
的
な
人
が

礼
拝
の

説
教
を
お

こ

な
っ

た。

文
革
中
に

は

聖
書
・

讃
美
歌
は

没
収

　
　

　

　
　
　ハ
ちロ

さ

れ

焼
か

れ

た
。

文

革
中
に

は

夫
婦
の

問
で

も
キ
リ

ス

ト

教
に

関
す
る

話
題
は

避

け

ら

れ
た

が、

信
者
た

ち
は
一

日

に

数
度
は

黙
薦
を
し

て

神
に

祈
っ

た
と

い

う。

一

九

八

二

年
に

数
人
で

集
ま
り

礼
拝
を

復
活
す
る

こ

と

が

計
画
さ

れ、

か

つ

て

の

信
者
の

中
心

と

し

て

呼
び

か

け

が

な

さ

れ
最
初

の

家
庭
礼

拝
に

は

百

人
ほ

ど

が

集

ま
っ

た
。

そ

の

の

ち
信
者
は

増
え

、

と

く
に

若

い

人

々

が

集
ま
っ

て

お

り
現

在
で

は

四

百
人

ほ

ど

に

な
っ

て

い

て、

一

九
八
九

年
に

教
会
堂
と
し

て

建
物
を
購
入

し

た
。

現
在
は

ま

だ

牧
師
は

お

ら

ず
洗

礼
や
聖

餐
式
の

と

き
に

は

臨
海
市
の

教
会
か

ら

牧
師
が

く
る
が、

通
常
は

教
会
の

中
心
的
な

人
々

が

交
代
で

説

教
を
し

て

い

る
。

 
姓
氏
の

祠
堂

　

前
述
の

よ
う
に

東
膣
鎮
の

有
力
な
姓

氏
に

は
そ
れ
ぞ

れ
に

祖

先
の

位
牌
を
祭
祀

す
る
た

め

の

祠
堂
が

あ
っ

た
。

一

番
早
く
来
住
し

た
と

い

わ

れ
る

周
氏
の

場
合
に

は、

分

節
し

た

子

孫
た
ち

が

祀
る

小
祠
堂
ま
で

あ
っ

た
。

祠
堂
で

の

祖
先
祭
祀
は

冬
至

の

日

の

昼
間
に

お

こ

な
わ
れ

る
「

冬
至

酒
」

と

い

わ

れ

る
儀
礼
で、

供
物
を

供
え

姓
氏
の

男
性
は

子

供
も
含
め

て

全

員
が

祠
堂
で

位
牌
の

前
に

ひ

ざ
ま

ず
き、

信
仕
（
姓

氏
に

数
人

の

代
表
者
が

お

り

信
仕
と

い

う）

が

祭
文
を

読
み、

全
員
が

三

回
頭
を
さ

げ
る

。

そ
の

後、

饅
頭
が

配
ら

れ

家
に

帰
り

昼
食
を
と

り、

夕
食
は

各
姓
氏
の

成

人
男
子

（
十
八

歳
以
上
）

が

各
姓

氏
ご

と

に

あ
る

家
に

集
ま
っ

て

会

食
を
し
た

。

　
文
革
の

時
に

祠
堂
は

紅
衛
兵
に

よ
っ

て

襲
わ
れ
位
牌
は

引
き

出
さ

れ

て

焼
か

れ

た
。

い

く

つ

か

の

祠
堂
は

破
壊
さ

れ

て

残
っ

て

お

ら

ず、

現
在
東
勝
鎮
に

残
る

祠

堂
は

藩
氏
祠
堂、

周
氏
の

小
祠
堂、

趙
氏
祠
堂
だ

け

で

こ

れ

ら

は

現

在
倉
庫
に

な

現

代
中

国
農
村
に

お
け
る

宗
教

復
興

秀

村
研
二

っ

た

り

住
宅

と

し

て

使
用

さ

れ

て

い

る
。

現
在

は

葬
式
の

時
に

位
牌
は

作
る

が

葬

式

が

終
わ

る

と

焼
い

て

し

ま

う
の

で

位
牌
が

祀
ら
れ

る

こ

と

は

な
い

。

各
姓

氏
の

人
々
、

と

く
に

老

人
た

ち

に

は

祠
堂
を
復
活
し
た
い

気
持
ち

が

あ
る

が、

か

つ

て

有
力
な
姓
氏
は

さ
ま
ざ
ま
な
利
益

を
め

ぐ
っ

て

争
い
、

時
に

は

暴
力
沙

汰
に

な
っ

た
こ

と

も
あ
り、

姓

氏
の

統
合
の

象
徴
と

も
な
る
祠
堂
を
他
の

姓

氏
に

先

ん

じ

て

復
活
さ

せ

る
こ

と

に

は

た
め

ら

い

が

み

ら

れ

る。

　

こ

れ

と

対
照
的
な

例
と
し
て、

東
膣
鎮
に

属
す
る

山

根
と
い

う
村
落
の

例
を

述

べ

る
。

三

百
人

ほ

ど

の

村
落
で

あ
る

が

ほ

と
ん

ど

の

人

々

は
・

尸

氏
で

あ
る。

以

前

は

祠
堂
が

あ
り

位
牌
が

祀
っ

て

あ
り、

七

月
十
五

日

と

冬
至
に

祠
堂
に

集
ま

り

祖

先
を

祭
り
食
事
を
共
に

し

た
。

そ
れ
ぞ

れ

「

做
月

半
」

と

「

冬
至
酒
」

と

い

う。

位
牌
は

文
革
の

時
に

紅
衛
兵
に

よ
っ

て

焼
か

れ

て

し

ま
い
、

そ

れ

か

ら

祠
堂
は

戸

氏
で

は

な

い

身
よ

り

の

無
い

人
に

提
供
さ

れ

て

住
居
と
さ
れ

た
．

こ

こ

で

は
一

九

九
〇

年
の

「

做
月
半
」

が

復
活
さ

れ、
「

冬
至

酒
」

も
お
こ

な

う
予
定
で

あ
る

と

聞
か

さ

れ

た
。

祠
堂
は

ま
だ

復
活
し

て

い

な
い

が、

資
金
が

で

き

し
だ

い

買
い

戻

す
計
画
で

あ
る

。

ま
た

こ

の

村
で

は

廟
の

復
活
に

も
熱
心

で、

文
革
で

破
壊
さ
れ

た
神
像
の

位
置
に

そ
の

神
の

姿
を
布
に

描
い

た

画
像
を
屋

根
か

ら
吊
り

下
げ、

資

金
が

で

き
し

だ

い

神
像
を
作
る

予
定
に

し

て
い

る
。

 
家
庭
で

祀
ら

れ
る

神

　

家
屋
の

中
心

で

あ
る

中
堂
の

上
に

は

祖
先
の

位
牌
と

観
音
そ

れ

に

土

地
爺
が

祀

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

ほ
ア　

ら
れ

て

い

て、

正

月
・

清
明
・

冬
至

に

は

そ
こ

に

住
む

家
族
で

祀
っ

た
。

ま
た

同

じ

家
屋
に

住
ん

で

も
各
家
族
は

台
所
を
別
に

す
る

が

そ

の

台

所
の

カ
マ

ド

に

は

吐

神
（
壮
司
爺
や
仕
事
菩
薩
と
も
い

う）

が

祀
ら
れ

て

い

た
。

こ

れ
ら
は

文
革
の

時

に

迷
信
と
い

う
こ

と

で

破
棄
さ
せ

ら
れ

そ

れ

か

ら
は

祀
る
こ

と

は

で

き
な
か

っ

た。

前
述
の

よ

う
に

位
牌
は

現
在
で

は

葬
儀
の

後
に

焼
い

て

し

ま
う
の

で

祭
ら
れ

る

こ

と

は

な
い

が、

他
の

神
々

は

復
活
し

て

き
て
い

る
。
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明

星
大

学
研
究

紀
要
冖
日
本

文
化

学
部
・
言
語

文
化

学
科】
第一
号

　一
几
九

三

年

　
蛙
神
を
か

つ

て

祀
っ

て

い

た
跡
は

古
い

家
の

カ

マ

ド

に

は
ほ

と

ん
ど

そ
の

ま
ま

残
さ

れ

て

お

り、

そ
の

家
族
の

主
婦
が

年
輩
で

し

か

も
そ

の

よ
う
な
こ

と

に

熱
心

で

あ
る

な
ら

そ
の

場
所
に

線
香
を
供
え

た

り、

ま

た

神
像
や

妊
神
を
描

い

た

紙

を

置
い

て

祀
っ

て

い

る。

一

九
八

〇

年
代
に

な
っ

て

復
活
し
て

き

て、

八

〇
年
代
の

後
半
に

な
っ

て

神
像
を
描

い

た

も
の

が

売
ら

れ
る

よ
う
に

な
っ

て

か

ら

祀
る

人
が

増
え
た
と

い

う。

多
く
の

場
合
毎
月

の
一

日

と

十

五

日

に

線
香
と

ロ

ウ
ソ

ク

を
あ

げ、

大
晦
日
・

正

月
十

四
日

の

夜
・

冬
至
に

は

特
別
に

供
物
を
供
え
る。

ま

た
収

穫
さ

れ

た
新
米
を
炊
い

て

「

上

新
米
」

と

し
て

供
え
る。

し

か

し

そ

の

場
所
は

残

さ
れ

て

い

て

も、

関
心

の

な
い

人

の

場
合
に

は

そ
の

ま
ま
に

さ
れ
て

い

る。

　

ま
た

杜

神
以
外
に

も
家
庭
で

神
が

祀
ら
れ

る

場
合
が

あ
る

。

五
一

歳
の

あ
る

女

性
は

家
族

の

運

が

良
く
な
り、

子

供
が

健
や
か

に

成

長

す
る

よ
う
に

と

赤

い

紙

（
紅
紙）

に

神
名
を
書
い

て

壁
に

貼

り

そ

の

前
に

簡
単
な

祭
壇
を
作
り、

毎
日

線

香
と

ロ

ウ

ソ

ク

を
あ
げ

て

い

る
。

　

ま
た

四

十
代
の

あ
る

女

性
は

以

前
は

全

く
神
仏
を
信
じ
る

気
持
ち

は

な
か

っ

た

の

で

あ

る

が、

結
婚
し

た

夫
の

母
親
が

熱
心

に

信
じ

て

い

る
の

に

影
響
さ

れ
て
一

九

八

七

年
に

建
て

た

新
し

い

四

階
建
て

の

家
に

祭
壇
を
作
り、

や

は

り
赤
い

紙
に

神
名
を
書
き

祀
っ

て

い

る
。

神
を
祀
る

よ
う
に

な
っ

た

理

由
は、

体
が

丈
夫
で

な

か

っ

た
た

め

だ
と
い

う。

そ
の

神
名
は

家
堂
土

地

之
神
・

観
世
音
之

神
・

財
神
爺

之
神
・

十
連
童
子
之
神
・

三

宮
大
帝
之
神
・

全
堂
仏
祖

で

あ
る

。

毎
日

拝
む

こ

と

は

し
な
い

が
、

一

日

と

十

五
日

に

は

線
香
と

ロ

ウ

ソ

ク

を
あ
げ、

供
物
を
供
え

て

拝
む。

主
に

子
供
の

成
長

や

家
族
の

こ

と

に

つ

い

て

願
う。

ま

た

他
に

何
か

あ
る

時
に

は

拝
拝
が

な
さ

れ

る
。

例
え
ば

夫
が

遠
方
に

で

か

け
る

と

き
や、

こ

の

家
で

は

井
戸
の

水
を
屋
上

の

タ
ン

ク

に

ポ
ン

プ
で

汲
み

上
げ
て

い

る
の

だ

が、

そ

の

ポ

ン

プ

の

調
子
が

悪
い

と

き
な
ど

に

も
お

こ

な
わ
れ

た
。

実
際、

水
が

良
く
上

が

る

よ
う
に

と
神
に

願
っ

た

ら

ポ

ン

プ
の

調
子
が

良
く
な
っ

た
と

彼

女
は

語
っ

た
。

ま

68

た

体
の

調
子

も
神
を
祀
る

よ

う
に

な
っ

て

ず
い

ぶ

ん

良
く
な
っ

た

と

い

う
。

　

こ

の

よ
う
に

家
庭

で

神
を
祀
る
こ

と

が

お

こ

な
わ

れ
て

い

る
の

だ

が、

定

期
市

で

は

観

音
の

小
さ

な
像
な
ど

が

売
ら

れ

て

お

り
簡
単
に

手
に

入

れ

る

こ

と

が

で

き

る。
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　°

 
宗
教
職
能
者

　

宗
教
職
能
者
と

し

て

人
々

に

よ
っ

て

語
ら

れ
る
の

は、

道
士
・

風

水
先
生
．

童

身
・

巫
婆
な

ど

で

あ

る
。

道

士

は

東
膣
鎮
に

は
一

人
い

て

老

爺
殿

や

聖
堂
で

の

儀

礼

で

役
割
を
も
っ

た

り、

難
産
の

時
に

符
を
書
い

て

い

た

り
し
て

い

た
。

し

か

し

文

革
で

い

な
く
な

り

現
在
で

は
か

つ

て

道

士

が

役
割
を

果
た

し

た

儀
礼
が

復
活
し

て

も
道

士

役
は

な
い

ま
ま

で

済
ま

せ

て
い

る。

例
え

ば

葬
送
儀
礼
で

出
棺
し

て

七

日

目
を
頭

七、

三

番
目
の

七

日

目
を
客
七
（
婚
出
し

た

娘
が

道
士

を
呼
ぶ
）
、

五

番
目
の

七
日

目
を
子
孫
七

（
息
子
や

子
孫
が

道

士
を
呼
ぶ
）

と

い

い
、

そ
れ
ぞ

れ

中
堂
で

道
士

が

経
を
読
ん

で

死
者
に

あ
の

世
に

行
く
方
向
を
示

し

て

い

た

の

だ

が

　（
開
路

七）
、

解
放

後
に

は

迷
信
と

さ

れ

現

在
で

は

七
日

目
に

紙
の

位
牌
が

焼

か

れ、

以

後
の

儀
礼
を
お

こ

な
わ
な
く
な
っ

た
。

　

風

水
先
生

に

は

日

取

り
や
方
角
を
占
っ

て

も
ら

う
こ

と

が

多
く、

と

く

に

婚
姻

に

ま

つ

わ
る

婚
約
や

婚
礼
の

日

取
り
や

ま

た
葬
礼
に

関
連
す
る

日

取
り
や

方
角
を

占
っ

て

も
ら
っ

た
。

日

子

先
生

と

も
い

わ

れ
る。

解
放
後
か

ら

日

取
り

を
み

て

も

ら

う
こ

と

は

少
な
く
な
か
っ

た
が、

葬
式
の

時
の

出

棺
の

日

取
り

な
ど

は

現
在
で

も
み

て

も
ら

う。

日

子

先
生

と

呼
ば

れ

る

よ
う
な
知

識
を
も
っ

た

人
は
い

な

く
な

っ

た

の

で

東
勝
鎮
で

は

目

の

見

え
な
い

人
（
瞎
子
∀

に

日

取
り

を
占
っ

て

も
ら
っ

た

り、

時
に

は

運
命
を
占
っ

て

も
ら
う
こ

と
も
あ
る

（

算
命）
。

　

童
身
は

男
の

シ

ャ

ー

マ

ン

で

老
爺
の

霊
を
降
ろ

す
こ

と

が

で

き
た

と
い

い

解
放

以

前
に

活

動
し
て

い

た。

通

常
は
農
業
を
し

て
い

た

が

依
頼
が

あ
る

と

老

爺
殿
で

降

神
を
お

こ

な
い
、

主
に

依
頼
者
や

そ

の

家
族
の

運

や

病
気
に

関
し

て

語
っ

た。
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童
身
は

自
分
の

家
に

は

神
を
祀
っ

て

は

お

ら

ず、

か

な
ら

ず
老
爺
殿
で

お

こ

な
っ

た

と

い

う。

ま
た

日

常
の

会
話

で

は

方
言
し

か

話

せ

な
か
っ

た

の

に

神
が

憑
く
と

標
準
語
を
話
す
こ

と

が

で

き

た
と
い

う．

こ

の

童
身
は

解
放
後
は

迷
信
と

し
て

活

動
は

許
さ

れ

ず
一

九
八
六

年
に

死
亡

し

た
。

　

同
じ
シ

ャ

ー

マ

ン

で

も
女
性
の

場
合
に

は

巫
婆
と

い

わ
れ

る
。

童
身
と
は

異

な

り

自
分
の

家
で

お

こ

な
う

。

以
前
か

ら

巫

婆
は

い

た

が

文
革
で

途
絶
え
て

し

ま
っ

て
い

た
。

そ

れ

が

近
年
に

な
っ

て

復
活
し

て

き
て

お

り

東
謄
鎮
で

も
五
人
ほ

ど
い

る
と

い

わ
れ

て
い

る
。

次
に

示

す
例
は

四

八

歳
の

女
性
の

例
で

東
膵
鎮
で

は
一

番

評
判
の

よ
い

巫
婆
で

あ
る。

　

彼
女
は

東
勝
鎮
の

南
の

邵
東
郷
東
井
頭

村
の

出

身
で、

十
八

歳
で

見
合
い

結

婚
を
し

東
謄
鎮
に

来
た

。

二

七

歳
の

時
に

頭
痛
が

ひ

ど

く、

も
の

が

考
え

ら

れ

な
く
な
り
精
神
病
院
に

入

院
さ
せ

ら

れ
た。

そ
れ
で

も
治
ら

な
く

家
に

帰
っ

て

も
自
分
の

体
が

飛
ん

で
い

る

よ
う
な
気
が

し、

毎
晩
夢
で

神
が

語
り

か

け
て

き

て

「

お
前
は

病
気
で

は

な

く

私
の

魂
が

入
っ

て

い

る

か

ら
だ

。

観
音
と

釈
迦
と

を
家
で

祀
る

と
一

家
が

平
安
と

な
る

」

と

語

り

か

け、

龍
が

天

上
か

ら
降
り
て

き

て

龍
の

玉

が

家
に

落
ち

た
り、

ま
た

七

仙
女
が

天

上
か

ら

降
り
て

き
た

り、

多
く
の

楊
家
将
が

降
り

て

く
る

夢
を
み

た
。

す
ぐ
に

は

信
ぜ

ず
ま

た
釈
迦
や

観

音
を
祀

る

こ

と

も
し

な
か

っ

た。

三
一

歳
の

時
に

人
々

が

神
が

憑
い

て

い

る

と

い

っ

て

訪
ね

て

く
る

よ
う
に

な
っ

た
。

そ

の

時
に

人
の

病
気
を
治
す
こ

と

が

で

き
て

自
身
で

も
信
じ

る
よ

う
に

な

り

釈
迦
と

観
音
を
祀
る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ

れ

か

ら
体
の

具
合
は

良
く

な
っ

た

が、

ま
だ

こ

の

よ

う
な
「

迷
信
」

を
や
っ

て

よ

い

の

だ

ろ
う
か

と

い

う
恐

れ

が

あ
っ

た
．

し

か

し

夢
の

中
で

「

恐

れ
る

な
」

と

の

神
の

言
葉
が

あ
っ

た。

夫
は

心

配
し
ま
た

反

対
し

た
。

し

か

し
夫
の

病
気

を
治
し

て

か

ら

は

反

対
し
な
い

よ
う
に

な
り、

雲
岩
寺
を

再
建
す
る
と

き

な
ど

現
代

中

国
農

村
に

お

け

る

宗
教

復
興

秀

村
研
二

に

は

夫
は

手
伝
い

に

行
く
よ
う
に

な

っ

た
。

も
し

も
白
分

が

神
に

仕
え

る

こ

と

を
止
め

る

と

ま
た

病
気
に

な

る

か

も
し

れ
な
い

の

で、

続
け

て

や
っ

て
い

く
つ

も
り
で

あ
る。

来
る

の

は

主
に

病
気
の

人
が

や
っ

て

く
る

。

病
気
や
運
が

良
く

な
い

人
に

は

そ
の

人
の

祖
先
に

子

孫
を
守
っ

て

く
れ

る

よ
う
に

と

頼
む

。

病
気

の

人

に

は

祭
壇
の

線
香
の

灰
を
水
に

溶
い

て

飲
ま

せ

る

と

良
く
な
る。

人
が

来

る
の

は

主
に

定
期
市
の

日

で、

そ

の

時
に

は

遠
く
か

ら

も
来
る

。

そ
の

B
に

は

自
分

は

経
を
読
め

な

い

の

で

経
を
読
め

る

人
に

来
て

も
ら
っ

て
い

る
。

お

礼
は

病
気
が

治
っ

て

か

ら

お

金
な
ど

で

も
ら
っ

て

い

る
。

　

彼
女
は

家
に

祭
壇
を
作
り

そ

こ

に

釈
迦
と

観
音
と

を
祀
っ

て
い

る

が、

自
分

の

守
護
神
で

あ
る
と

い

う
「

楊
家
将
」

は

祀
っ

て
い

な
い
。

祭
壇
に

は

彼
女
に

よ
っ

て

病
気
が

治
っ

た

人
々

が

奉
納
し

た
赤
い

布
が

多

く
吊
り

下

げ
ら
れ

て
い

る
。

ま

た

死
者
の

霊
を
呼

び

出

す
こ

と

が

あ
る

と
い

う
が、

死
者
の

霊
が

憑
依
し

た

時
に

は

彼
女
も
あ
の

世

に

行
っ

て

し

ま

う
の

で

息
が

で

き
な
く

な
っ

て

し
ま
う
と

い

・
つ

。

　

彼
女
は

簡
単
に

ト
ラ
ン

ス

状
態
に

な
る

。

ま
ず
吐
き
気
が

あ
り

目
を
閉
じ

て

歌

を
歌
う

。

ま
た

吐

き
気
が

あ
っ

て

か

ら

神
が

降
り

て

き

て

言
葉
を
い

う
。

そ

し
て

歌
と

言
葉
そ
れ

に

吐
き

気
と

あ

く
び

が

数
度
繰
り

返
さ
れ

る。

最
後
は

吐

き
気
と

大
き
な
あ
く
び

に

よ
っ

て

醒
め

る。

特
徴
的
な
の

は

歌
わ
れ

る

歌
と

言
葉
で、

そ

の

節
ま
わ

し

や

語
り
方
は

越
劇
の

も
の

そ
の

も
の

で

あ
る

。

東
膣

鎮
で

は

越
劇
が

好

ま
れ
て

い

る

が、

以
前
の

巫
婆
も

越
劇
の

よ
う
な
節
ま

わ
し

や

語
り

で

あ
っ

た

か

ど

う
か

は
不
明

で

あ
る

。

三
、

東
腫
鎮
に

お

け

る

宗

教
の

復
興

以

上
簡
単
に

東
謄
鎮
に

お

け

る
現
在
の

宗
教
の

状

況
に

つ

い

て

み

て

き

た
。
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明

星
大

学
研

究
紀

要
【
日

本
文
化

学
部
・
言
語

文
化

学
科】
第一
号

一
九

九
三

年

放
政

策
に

よ
っ

て

文
革
時
代
に

規
制
さ
れ

て

い

た

宗
教
が、

あ
る

程
度
規
制
の

緩

和
に

よ
っ

て

復
活
し
て

き

て

い

る

の

で

あ
る
が、

そ
れ
は

文
革
以

前
の

宗
教
．

信

仰
へ

の

回

帰
を
意
味
す
る

も
の

な
の

で

あ

ろ

う
か

。

そ
れ

に

つ

い

て

前
述
の

よ
う

に

東
謄
鎮
の

宗
教
を、

村
落
の

廟
・
村
落
を
越
え

た

寺
廟
や

教
会
・
姓
氏
の

祠
堂．

家
庭
で

祀
ら

れ
る

神
・

民
間
職
能
者
と

い

う
レ

ベ

ル

で

み

て、

そ
の

復
活
の

あ
り

様
に

つ

い

て

検
討

を
加
え
て

み

る

こ

と

に

す
る

。

　

ま
ず
村
落
の

廟
で

あ
る

が

東
膣
鎮
で

は、

上
街
で

も
下
街
で

も
毎
月
一

日

と

十

五

日

に

人

が

き
て

拝
さ

れ

て

は

い

る
も
の

の
、

石
板
殿
で

は

神
像
も
復
活
さ

れ
て

お

ら

ず、

か

つ

て

お

こ

な
わ
れ
て

い

た
祭
日

や

「

宿
夜
」

も
お

こ

な
わ

れ
て

い

な

い
。

ま
た

く
る
人
々

も
年
輩
の

女
性
た

ち
が

主
で

あ
る

。

東
勝
鎮
の

中
で

上
街
か

ら

東
に

歩
い

て

二

十
分

ほ

ど

の

格
渓
沈
と
い

う
村
で

は、

文
革
中
に

破
壊
さ
れ

た

村
の

廟
を
一

九
八

六

年
に

神
像
を

含
め

て

復
活
さ
せ

て

い

る
。

こ

こ

で

は

「

宿

夜
」

も
お

こ

な
っ

て
い

る
。

こ

の

よ
う
な

違
い

は

ど

こ

か

ら

起
こ

っ

て
い

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

か

つ

て

は

東
勝
鎮
の

上

街
も
下
街
も
い

く
つ

か

の

大
き
な
姓
氏
に

よ

っ

て

運
営
が

な
さ
れ

て

い

て、

下
街
の

場
合
で

は

周
・

趙
・

桜
の

三
姓

氏
が

持
ち

回

り
で

さ

ま

ざ
ま
な
行

事
の

費
用
を
分
担
し

て

い

た
。

そ
れ
が

解
放

後
な

く
な

り、

文
革
の

破
壊
か

ら、

神
々

に

対
す
る

敬
神
の

念
が

よ
み

が

え
っ

て

も
そ

れ

は

個
人
的
な

も
の

で

あ
り、

姓
氏
や

村
に

関
す
る

儀
礼
は

復
活
し

て
い

な
い

。

格
渓

沈
村
で

は

ほ

と

ん

ど

が
一

つ

の

姓

氏
で

あ
る

の

で、

ま
と

ま

り
が

よ
く
現

在
で

は

村
の

廟
で

は

な
い

の

に

も
か

か

わ

ら

ず
費
用
が

集
ま
っ

た

の

で

あ

る。

東
膣
鎮
で

み

る

な

ら
復
活
後
の

廟
は、

か

つ

て

の

第
一

義
的
に

村
の

平
安
の

た

め
に

機
能
し

て

い

た
廟
か

ら

個
人

的
な
信
仰
の

対

象
へ

と

そ
の

性
格
が

変
わ

っ

た

と

い

え
よ

う
。

　

次
に

村
落
を
越
え

た
寺
廟
で

あ
る

が、

こ

れ

に

は

文
革
後
に

復
活
し

た

雲
岩
寺

と

香
火
岩
寺
そ

れ
に

蓮
堂
が

あ
る
一

方、

聖
堂
は

復
活
し

な

か

っ

た
。

聖
堂

に

つ

70

い

て

は

か

つ

て

い

た

尼
が

文
革
で
い

な
く
な
っ

て

現
在
い

る

人
々

は

そ
の

後
に

住

ん

だ
人
々

で

あ
る

こ

と

が

大
き
い

と

思
わ

れ
る

。

同
じ

よ
う
に

尼
が

い

た

蓮
堂
で

も
文
革
で

住
宅
と

さ

れ
た

の

だ

が、

尼
の

養
女
が

住
み

続
け
て
い

た

た

め

に

復
活

は

容
易
で

あ
っ

た
ろ

う
と

考
え

ら
れ

る
。

雲
岩
寺
と

香
火

岩
寺
は

前
述

し

た

よ
う

に

年
輩
の

女
性
た

ち

め

熱
心

な

努
力
に

よ
っ

て

復
活
が

な

さ

れ
た

。

ま

た

そ
れ

だ

け

に

雲
岩
寺
や
香
火
岩
寺
は
彼
女

た

ち

に

と

っ

て

意
味
の

あ
る

も
の

で

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

が

で

き
よ

う。

祀
ら
れ
て

い

る

仏

や
神
々

は

像
は

今
は

ま

だ

な

い

に

し

て

も、

で

き

る

だ
け

元

の

と

お

り

に

祀
ろ

う
と
し

て

い

る
。

そ
こ

で

は

仏
教
．

道

教
の

神
々

が
一

緒
に

並

べ

ら

れ、

「

神
々

の

連
合
国
」

と

い

わ
れ

る

他
の

地

域
の

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　　
きり

漢
民
族
の

祀
り
方
と

同
じ

状
況
が

出
現
し

て
い

る。

彼

女
た

ち
は

神
々

が

仏
教
や

道

教
の

神
だ

か

ら

祀
っ

て

い

る

の

で

は

な
く、

彼
女
た

ち

に

利
益
が

あ
る
か

ら

祀

っ

て

い

る
の

で

あ
る

。

　

こ

れ

ら
の

寺
廟
に

対
し
て

キ

リ

ス

ト

教
会
は

全
く
性
格
が

異

な
る。

文

革
以

前

は

教
会
堂
も
な
く
個
人
の

家
で

礼
拝
を
し

て
い

た

の

が、

現
在
で

は

信
者
数
も
多

く
な
っ

て

教
会
堂
を
持
つ

ほ

ど
に

な
っ

た
。

さ

ら

に

教
会
に

は
若
い

人

々

が

来
て

い

る
。

一

神
教
で

あ
る

キ

リ
ス

ト

教
が

信
者
数
を
増
や
す
の

は

何
故
で

あ
ろ
う

か
、

こ

れ
は
東
勝
鎮
だ

け

で

み

ら

れ
る

現
象
で

は

な
く、

浙
江
省
の

他
の

農
村
や

漁

村
で

も
大
き
な
教
会
堂
を
み

か

け

た
。

伝
統
的
な
宗
教
信
仰
で

は

な

く、

ま

た

共
産
主
義
と

も
違
う、

新
し

い

価
値
と

し
て

キ
リ
ス

ト
教
は

捉
え

ら

れ

て

い

て、

そ

れ

で

多
く
の

特
に

若
い

信
者
を
獲
得
し

て

い

る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

　

東
謄
鎮
で

は

姓
氏
の

祠
堂
が

復
活
す
る

様
子
が

み

ら

れ
な
い

。

前
述
の

よ

う
に

い

く
つ

か

の

姓
氏
が
い

る

の

で、

姓
氏
を
統
合
す
る

よ
う
な
祠
堂
の

復
活
は

難
し

い
。

そ
れ
に

位
牌
は

以
前
は

二

枚
作
っ

て
一

枚
を
中
堂
に
一

枚
を

祠

堂
に

納
め

て

い

た

の

だ
が、

現
在
は

葬
式
の

後
で

焼
く
よ
う
に

な
っ

て

い

て

位
牌
自
体
に

対
す

る
関
心

が

な
く
な
っ

て

き
て

い

る
。

文
革
の

影
響
は

以
外
と
大
き
い

の

か

も
知

れ
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な

い
。

前
述

の

山
根
村
の

よ

う
に、

同
じ
姓
氏
が

ほ

と

ん

ど

で

あ

る
村
落
で

は

祠

堂
や

祖
先
祭
祀
で

あ
る

「

冬
至
酒
」

が

復
活
し．
て

い

る

が、

東
謄
鎮
で

は

そ
の

動

き
は

な
い

。

　

家
庭
で

祀
ら
れ
る

神
の

な
か

で

多
い

の

は、

筆
者
の

み

た
範
囲
で

は

吐
神
が

多

か
っ

た
、

た

だ

や
は

り

年
輩
の

婦
人

た
ち

の

家
で

あ
り、

若
い

人

々

は

竈
に

仕

神

を
か

つ

て

祀
っ

て

い

た

場
所
が

そ
の

ま
ま

に

残
さ

れ
て

い

て

も
無
関
心

で

あ
る

。

ま

た

吐

神
以
外
の

他
の

神
々

が

祀
ら

れ

る

こ

と

が

あ
る

が

こ

れ

も
主
婦

た

ち
に

よ

っ

て
い

る

こ

と

が

多
い

。

　

宗
教
職
能
者
は

か

つ

て

い

た
男
性
の

道
士
・

風
水
（
日

子）

先
生
や

童
身
と

い

わ

れ
る

シ

ャ

ー

マ

ン

は

い

な
く
な
っ

て
い

る
。

道
士

や

童
身
は

活
動
の

場
が

老

爺

殿
で

あ
り、

ま

た

文
革
中
に

禁
止

さ
れ、

忘
れ
ら

れ
て

い

た
。

そ

れ
に

対
し
て

女

性
の

シ

ャ

ー
マ

ン

で

あ
る

巫
婆
は

文
革
中
の

伝
統
の

中
断
に

も

関
わ

ら

ず
復
活
し

て

い

る
。

前
述
の

事
例
の

よ
う
に、

彼
女
が

巫
婆
と

し
て

活
動
す
る

前
か

ら

人
々

が

彼
女
の

も
と

に

来
た

と

い

う
こ

と
は、

巫

婆
を
待
ち
望
ん

で
い

た、

必

要
と
す

る

人
々

が

い

た

と

い

う
こ

と
で

あ

る
。

　

中
国
社
会
は、

共
産
主
義
革
命
（
解
放
）
・

文
化
大
革
命
・

経
済
開
放
政
策
な
ど

に

と
も
な
っ

て

大
き
な

社
会
の

変
革
を
経
験

し
て

き
て

い

る
。

宗
教
も
無
縁
で

な

く
解
放
後
規
制
が

強
ま

り、

文
革
中
は
宗
教
活
動
は

中
断
さ

せ

ら

れ

た。

開
放
政

策
に

よ
っ

て

宗
教
が

復
活
し
て

き

た
の

で

あ
る
が、

そ
れ

が

以
前
の

も
の

へ

の

回

帰
な
の

か

ど
う
な
の

か

に

つ

い

て

最
後
に

述
べ

て

終

わ
り

と

す
る

。

　

確
か

に

東
膣
鎮
の

場
合、

雲
岩

寺
や
香
火
岩
寺
の

祭
日

や

神
々

の

祀
り
方
を
み

る
と、

で

き
る

だ

け
以

前
と

同
じ

よ
う
に

し

よ
う
と

す
る

意
識
が

働
い

て

い

る
よ

う
に

思
わ

れ
る

。

し
か

し
一

方
で

老
爺
殿
で

の

村
の

公
的
な
儀
礼
は

お

こ

な
わ

れ

ず、

ま

た

姓
氏
の

祖
先

を
公
的
に

祀
る
祠
堂
も
復
活
し

て

お

ら
ず、

一

族
の

祖
先

祭
祀
で

あ
る
冬
至

酒
も

復
活
し

て

い

な
い

。

そ
れ
に

対
し

て、

聖
堂
で

野
鬼
を
祀

現

代
中

国
農
村
に

お

け

る
宗

教
復
興

秀
村
研
二

り

慰
労
す
る

「

七

月
半」

が

な
さ

れ
る

よ

う
に

な
っ

た
の

は

示
唆
的
で

あ
る

。

ま

た

死

者
と

の

関
わ
り
で

い

え
ば、

死
者
が

あ
の

世

で

苦
し

ん

で

い

る
の

を
夢
で

み

て、

香
火
岩
寺
で

死
者
の

た

め

に

供
物
と

紙
銭
で

あ
る
「

経
朝
」

・
「

千

張
」

を
供

え

て
い

る

人

が
い

た

り、

巫

婆
が

死
者
の

霊
と

も
関
わ
る

こ

と

も
覚
え

て

お

き
た

い
。

村
で

あ
る

と

か

姓
氏
で

あ
る

と

か

公

的
な

性
格
を
持
つ

も
の

と

関
わ

る

も
の

は

復
活
せ

ず、

個
人

的
も
し

く
は

家
族

に

関
連
す
る
願
い

を
中
心
と

す
る

も
の

と

し

て

宗
教
が

復
活
し

て
い

る

と

み

る

こ

と
が

で

き
る
。

そ

こ

で

は

病
気
や

健
康

、

家
族
の

安
全、

事
業
が

う
ま

く
い

く
こ

と
な

ど
現
世
利
益
的
な
こ

と

が

祈
ら
れ
る

の

で

あ
る

。

神
・

鬼
・

祖
先

と
い

う
漢
民
族

の

宗
教
観
念
に

お

い

て、

東
膣
鎮
の

場
合
に

は

現
在
ま

で

の

と

こ

ろ
で

は、
．

祖
先
が

抜
け

落
ち
る

形

で

宗
教
の

復
興
が

な
さ
れ
て

き
て
い

る

と
い

う
こ

と

が

で

き
る

の

か

も
し

れ
な
い
。

　
ま
た

伝
統
的
宗
教
と

は

異

質
で

あ
り
な
が

ら
人
々

を
集
め

て

い

る

キ
リ

ス

ト

教

の

存
在
は

興
味
深
い

。

若

い

信
者
が

多
い

だ

け
に

新
し
い

個
人

の

救
済
の

宗
教
と

し
て

キ

リ

ス

ト
教
が

受
け
入

れ

ら

れ

て

い

く
の

か、

他
の

神
々

と

同
じ

よ

う
に

「

神
々

の

連
合
国
」

の
一

つ

に

な
っ

て

い

く
の

か

は

今
後
の

問
題
で

あ

る。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　（
一

般

教
育
　
講
師
　
文
化

人

類

学
）

註
（
1）

　
本
論
は

第

四
三
回
日

本
民

俗
学
会
年
会

（一
九

九一
年、

於
國

學
院
大

学∀
に

お

い

て

「

中
国
浙

江
省
の

宗

　

教
事
情

　
臨

海
市

東
滕
鎮
に

お
け
る

宗
教

復
興
の

現
状

　」
と

題
し

て

発

表
し
た

も
の

の

一
部
で

あ

る。
な
お

　

本
研
究
は

文

部
省
科

学
研
究

費
に

よ

る
「
越
系

文

化
の

比

較
研

究」
（
研

究
代

表
者

　
鈴
木

満
男）
の

一
環
と

　

し
て

な
さ

れ
た

。

（
2V

　
調
査
は
｝
九

九
〇

年
十
月

二

十一
日
よ

ワ
十
二

月｝
日

ま
で

で
あ
っ

た
が、
こ

の

う
ち
東

膵
鎮
に

は

十
月
二

　

十
五

日

よ
り
十
一
月
二

十
日

ま
で

滞
在
し
た。
な

お
調
査

は
日

本
語
と

現
地

語
か

ら
標

準
語
へ

の

通

訳
二

人
を

　

介
し

て
お

こ

な
っ
た
た

め、

調
査
と

し
て
の

限
界
が

あ
っ

た。

（
3）

越

劇
と

は
十

九
世

紀
後
半

よ
り

今
世
紀
の

前
半
に

か

け
て

上

海
を

中
心
と

す
る
地
方
で

完
成

さ
れ
て

い

っ

た

　

演
劇
の

様
式
で

あ
る。
最
初
は

男
性

で
な
さ

れ
て

い

た

の

が
一
九

二

〇

年
代
か

ら
三
Q
年
代
に

か

け
て

女
性
が71
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、

明
星
大

学

研
究

紀
要
【
日

本
文

化
学
部

二
言

語
文
化

学
科一
第一
号
　一
九
九

三

年

72

　
　

演
技
す

る
も
の

と

な

り
人
気

を
得
る

よ
う
に

な
っ

た。
（
銭
法
成

編

『

中
国
越

劇
し

〔
4∀
　
本
論

で
述
べ

る
祭
H
な
ど

の

日

に

ち
は

全
て

太

陰

太
陽
暦
に

よ

る
も
の

で
あ
る。
東

縢
鎮
で

は

公

式
的
に

は

　
　
太
陽

暦
が
用

い

ら
れ
て

い

る

が．

定
期
市
の

日

を
含
め

て

行
事
に

は
太
陰

太
陽

暦
が
用

い

ら
れ

る。

（
5）
　
筆

者
の

調

査
に

同
行
し
た

共
産

党

員
や

通

訳
た
ち

は
宗

教
に
対

し
て

「
迷
信」
だ
と

し
て

冷
淡
な

態

度
を

と

　
　
っ
て

い

た
が．

籤
に

だ
け
は

関
心

を

示
し

喜
ん

で
や
っ
て

い

九。

〔
6）
　
現

在
で

も
聖

書・
讃

美
歌
は

不
足
し
て

い

て

持
っ

て
い

る
人
は

少

な
い。

〔
7）
　
東
膵
鎮
で

は
か

つ

て

古
い

家
で

は

同
じ

家
に

親

子
兄
弟

が一
緒
に

住
み、
四

世

代
が

同

居
す
る

こ

と
が

理
想

　
　
と
さ

れ
た。
そ

の

よ
う

な
家
屋

の

例
を一
例
あ
げ

る
が、
こ

の

家
に

は
八

家
族
三
七

入
が

住
む。
一
家

族
だ
け

　
　
血

緑
関

係
が

な
い

が．
こ

れ
は

共

産
革

命
後
の

土

地

改
革
の

時
に

住
み

込
み

の

下

女
に一
番
良
い

部
屋

が

与
え

　
　
ら

れ

そ
の

子
ど

も
と

孫
た
ち
が

住
む。

中

野
謙
二、
「
生
活
と

宗

教」、

渡
辺

欣

雄、
「
漢
民

族
の

宗
教

銭
　
法

成
編．
『
中
国
越

劇』、
野

村
浩一
他
編
『
も
っ
と

知
り
た

い

中
国
11』、
弘

文
堂、

社
会

人
類

学
的

研
究

　』、．
第一
書

房、
一
九
九
一
年。

浙

江
入
民

出
版
社、
　　
九

八
九

年。

」

一
九
九一
年。
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」

套間
　　　 ．
後天井 套間

正 房 正房
．
中堂 正房 正 房

偏房

噛 幽

　　 里天井　 ，

偏房．

偏房 偏房

　」

偏房 偏房

附房 門 附 房

　　外天井

（天井は庭 の こ と）

」

（
8｝
　
漢

民
族
の

宗

教
は
し

ば
し
ば

シ

ン

ク

レ

テ
ィ

ズ

ム

で

あ
る
と

い

わ

れ
る
が、

そ
れ

よ

り
は

人
身

が

そ
の

時
の

　
　
必

要
に

応
じ
て
一
番
効

果
の

よ
い

神
々

に

対
し
て

選
択

的
に

接
し
て

い

る
（
瞳
辺

欣
雄

「
漢
民

族
の

宗
教
し
。

参

考
文
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忠、
「
道

教
の

神
々
b 、

平
河
出

版
杜．
　一
九
八

六

年。

、
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