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｜
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松

本

一

法
敎
の
名

は
、
臺
灣
の
日
本
統
治
時
代
に
出
版
さ
れ
た
丸
山

圭
治

『
臺
灣
宗
敎

査
報

書
』
に
す
で
に
現
れ
て
い
る1

）。
そ

の
九
七
頁
に

士
の
宗
敎

な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を

げ
た
あ
と
、

法
敎
に
つ
い
て
「
然
ル
ニ

別
ニ
法
敎
ト
云
フ
モ
ノ
ア
リ
。
其
ノ

徒
ノ
言
フ

ニ
ヨ
レ
バ
、
亦
タ
自
ラ
一
派
ヲ
ナ
セ
ル
モ
ノ
ヽ
如
キ

モ
、
必
竟

敎
ノ
一
部
タ
ル
ニ

ギ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
而
シ
テ
其

ノ
一
派
ニ
三

敎
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
弘
ク
臺
灣
ニ
行
ハ
ル
。
…
…

其
ノ
敎
ハ

ク
度
死
ノ
コ
ト
ニ
關
セ
ズ
、
專
ラ
度
生

行
事
ノ
中

特
ニ

押

ノ
法

ヲ
行
フ
モ
ノ
ナ
リ
（
標
點
は
筆

）」
と

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「

敎
ノ
一
部
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い

る
が
、
法
敎
の
一
派
に
三

敎
が
あ
り
、
ま
た
專
ら

押

の

法

を
行
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
後
の
「
巫

」
に
つ
い
て
の
項
に
は
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
法
師
」
を

げ

「
其
他
ニ
童

ノ
徒
ト
結
ヒ
テ
、
降
神
看
佛
字
等
ヲ
行
ヒ
、
禁
呪

符
水
ヲ
用
ヰ
テ
、
人
ノ
爲
ニ
病
ヲ
療
シ
災
ヲ
除
ク
モ
ノ
亦
之
ヲ
法

師
ト

ス
」
と
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
さ
き
の
「

押

ノ
法

ヲ
行
フ
」
と
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
は
現
在
の
法
師
の
役

に
相

當
す
る
。

劉
枝
萬
氏
は

究

と
し
て
、

後
こ
の
法
敎
の

究
に
取
り

組
み
、『
中
國

敎
の
祭
り
と
信
仰
』
下

2
）の

部
を
占
め
る

「
閭
山
敎
の
收
魂
法
」
と
名
附
け
ら
れ
た
部
分
で
は
、
閭
山
敎
を

傳
承
す
る
彰

縣
竹
塘

の

法
師
の
收
魂
法
を
詳
細
に
紹
介
し
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て
い
る
。
ま
た
『
臺
灣
の

敎
と
民

信
仰
』
に
は
、
法
敎
に
關

す
る
論

「
臺
灣
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
」
と
「
臺
灣
の

敎
」
が

含
ま
れ
て
お
り
、

は

と
し
て
法
師
と
關
係
の
深
い
童

の

を
、
後

は
題
名
が
「

敎
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
法
敎
に

つ
い
て
も
そ
の
系
統
や
法
事
に
つ
い
て

し
て
い
る3

）。
そ
の
他

に
呂
理
政
氏
や
李
豐

氏
、

永
孟
氏
、
日
本
で
は
筆

や
古
家

信
平
氏
な
ど
に
よ
っ
て
、
法
師
の

究
が

め
ら
れ
、

で
は

臺
南
の
法
師
の
系
統
と
法
事
（
呪

儀
禮
）
に
つ
い
て
、
廣
範
な

査
を
行
っ
た

究
書
が
出
版
さ
れ4

）、
法
師
の

究
は

目
を
集

め
て
き
て
い
る
。
劉
氏
の

究
は
ま
さ
に
そ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

風

社
社
長
石
井

氏
の
「
は
じ
め
に
」
に
あ
る
よ
う
に
、
本

書
は
そ
の
劉
枝
萬
氏
の

稿
を

集
し
て
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の

容
は

が
「
法
敎

略
と

藏
科
儀
本
」
と
題
さ
れ
、

第
一

「
臺
灣
の
法
敎
に
つ
い
て
」、
第
二

「
臺
灣
の
法
敎

料
」、
そ
し
て
第
三

「

藏
科
儀
本
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第

一

は
法
敎
の

で
あ
り
、
臺
灣
の
法
師
の
系
統
と
彼
ら
が
行

う
法
事
に
つ
い
て

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
一
九
九
八
年

に

古
書
院
か
ら
出
版
さ
れ
た
中
村
璋
八

『
中
國
人
と

敎
』

に
、「
臺
灣
の
法
敎
」
と
し
て
收
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

第
二

は
第
三

で
紹
介
・
影
印
さ
れ
て
い
る
閭
山
敎
の
科
儀
本

に
つ
い
て
の
由
來
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
石
井
昌
子
氏
が
劉
氏

に
聞
き
取
り
を
行
っ
た
結
果
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ

こ
に
收
め
た

料
は
新
竹
縣
の
客
仔
師
の
一
派
の
も
の
で
、
一
八

一
六
年
か
ら
一
九
二
二
年
の

に
筆
寫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
。
劉
氏
に
よ
れ
ば
、
客
仔
師
は

州
の
客
家
の
出
自
を
示
す
も

の
で
、
儀
禮
の
系
統
と
し
て
は
三

派
か
閭
山
敎
で
、
福
建
系
の

法
師
に
伍
し
て
淸

時
代
に
は
活

が
目
覺
ま
し
か
っ
た
が
、
日

本
統
治
時
代
に
な
る
と

に

え
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の

料
は
、
出

が

ら
か
な
う
え
、
こ
の
壇
（
法
師
は

士
と
同
じ

よ
う
に
自
宅
に
壇
を
構
え
る
こ
と
が
多
い
）
の

ん
だ
っ
た
こ
ろ
の

儀
禮

容
を
傳
え
る
點
で
、
價
値
が
高
い
と
劉
氏
は

べ
て
い
る
。

こ
こ
に
影
印
さ
れ
た
科
儀
本
は

部
で
二
四
種

あ
る
が
、
表

１
の
「
備
考
」
に
よ
れ
ば
、「

神
」
に
關
わ
る
も
の
が
四
種

（
う
ち
一
種
は
法
事

容
を
含
む
）、
治
病
な
ど
法
事

容
に
關
わ
る

も
の
が
一
〇
種
、
後

で
考
察
さ
れ
る
符
式

が
一
種
、
法
事
で
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用
い
ら
れ
る

書
に
關
わ
る
も
の
が
一
種
、
敎
團
の
戒
律
に
關
わ

る
も
の
が
三
種
、
敎
團
の

部

書
が
三
種
、「
無
題
」
と
さ
れ

る
も
の
が
二
種
あ
る
。「
無
題
」
の
も
の
に
つ
い
て
は
痛
み
も
激

し
く
、

容
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
法
師
が
科
儀
本
を
使
用

す
る
時
に
は
、
書
い
て
あ
る
順
に
唱
え
た
り
、

を
つ
け
て
歌
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
儀
禮

容
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
唱
え
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
際
に
は
順
番
も

異
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
す
で
に
そ
の
儀
禮
自
體
が
滅
び
て
し
ま

っ
て
い
る
た
め
、
儀
禮
に
よ
っ
て
は
科
儀
本
に
よ
っ
て
儀
禮

容

を
推
測
す
る
こ
と
は

し
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
他
の
一
派
が

用
い
て
い
る
科
儀
本
（
お
よ
び
行
っ
て
い
る
儀
禮
の

容
）
と
、
比

較
し
な
が
ら

究
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
の

味
が
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
第
一
番
目
の
『
頭
壇

神
書
』
は
、「「

神
」
と
は
、

神
祇
の
降
臨
を
乞
う
科
儀
」
で
、「
三

夫
人

い
る
神
軍
は
も

と
よ
り
、
そ
の
他
閭
山
敎
の
五
營
乃
至
三
十
六
營
兵
將
護
衞
の
も

と
に
招

さ
れ
る
神
祇
は
、

敎
・
法
敎
の
高
神
位
を
は
じ
め
、

民

信
仰
を
反
映
し
た
地
方
神
や

菩
薩
・

庵

師
な
ど
の

佛
を
含
」
ん
で
い
る
と
い
う
。
あ
る
い
は
第
十
番
目
の
『
太
上

玄
科

嶽
分
錢
眞
經
』
は
「
生
命
が

殆
に
瀕
し
て
い
る
重
態
の

病
人
に
對
し
て
行
う
、
他
界
の
魂
魄

宰
神
に

金
し
て
贖
命
し
、

魂
魄
の
現

を

察
す
る
と
い
う
閭
山
法
場
で
あ
」
り
、「
趣
旨

は
、
法
師
が
神
童
（
童

）
を
「
關
」
の
法

に
よ
っ
て
神
懸
ら

せ
、
使

と
し
て
他
界
を
へ
め
ぐ
り
、

金
す
な
わ
ち
紙
錢
を

い
て
ま
わ
る
路
關
と
、
あ
と
に
魂
宮
で
魂
魄
の

態
を
確

す
る

看
魂
宮
の
段
落
に
わ
か
れ
る
」
と

べ
ら
れ
て
い
る
。
臺
南
の
東

嶽
殿
で

日
多
く
の
法
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
「
打

」
と

い
う
法
事
で
は
、
は
じ
め
に
神
將
そ
し
て
神
々
に
來
臨
を
願
う

「

神
」
が
あ
り
、「
召
魂
」
を
は
さ
ん
で
。
東
嶽
大

に

魂
の

解
放
を
願
う
た
め
に
法
師
が
地
獄
に
降
り
て
行
く
「
路
關
」
が
續

く
が
、
こ
の
よ
う
な
同

の
目

を
持
っ
た
法
事
で
用
い
ら
れ
て

い
る
テ
キ
ス
ト
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色

と
系
統
と
を

ら
か
に
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
點
で
劉

氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
、
こ
の
科
儀
本
の

容
と
性
格

と
を

ら
か
に
し
た
石
井
氏
の
作
業
は
貴
重
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の

書
は

體
で
八
〇
〇
頁
あ
ま
り
と
い
う
大

で
あ
る
が
、
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こ
の
う
ち
五
〇
〇
頁

を
占
め
る
の
が
、
後

の
「
符
式

の
解

讀
」
で
あ
る
。
符
式

と
は
劉
氏
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
書

の

決
ま
っ
た
書
き
方
を
書
式
と
い
う
の
に
な
ら
っ
て
、
符
令
の
書
き

方
を
符
式
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
を
一

に
ま
と
め
れ
ば
、
符
式

に
な
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
符
式

に
つ
い
て
は
、「
殊
に

庵

師
が
、
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い

る
か
ら
、

庵
敎
法
師
の
傳
抄
本
と
推
定
さ
れ
る
が
、
…
…
閭
山

敎
と
の

合
現

も
、
深
厚
で
あ
る
。
總
じ
て
、

容
は
あ
ま
り

敎
派
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
み
な
一

に

わ
れ
て
お
り
、

駁
な
民

信
仰
の
面
目
、

如
た
る
も
の
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

實
際
に
法
師
は
複
數
の
法
師
か
ら
敎
え
を
承
け
た
り
、

手
に
學

ん
だ
り
、
自
ら
ア
レ
ン
ジ
し
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
ど
の

派
の
傳
統
を
傳
え
る
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
特
定
し
づ
ら
い
の

で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
に
第
四

「
總

」
で
、
符
式

の

味
・

容
、
符

令
の
材
料
、
符
紙
の
材
質
と
色
、
符
令
の
書
寫

、
符
令
の

字
・
記
號
な
ど
に
つ
い
て

べ
ら
れ
る
が
、「
一
〇

符
令
の
構

と
天
人
相
關

宇
宙

」
は
、
續
く
「
各
符
の
解

」
を
讀
ん

で
い
く
場
合
、
ま
ず
目
を

す
べ
き
部
分
で
、「
符
令
を

立
し

た
人
體
に
見
立
て
、
上
部
の
書
き
出
し
を
符
頭
、
下
部
の
書
き

り
を
符
脚
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
記
號
が
設
定
さ
れ
て
い

る
」
と
し
て
、
そ
の
符
頭
、
符
脚
に
良
く
用
い
ら
れ
る
記
號
に
つ

い
て
解

し
て
い
る
。

第
五

「
各
符
の
解

」
は
、
こ
の
符
式

に

め
ら
れ
た
1

號
か
ら
123
號
ま
で
の
符
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
符
が
用
い
ら
れ

る
目

、
符
の
構

と
構

素
に
關
す
る
分
析
な
ど
の
解

が

な
さ
れ
て
い
る
。
５
號
符
を
例
と
し
て
解

の

容
を
見
て
い
く

と
、
ま
ず

め
に
「
５
號
符
「
奉
敕
令
、
五
雷
大
將
軍

收
…
…

妖

鬼
怪

」（
五
雷
收
妖
符
）」
と
あ
っ
て
、
符
の
番
號
と
符

の

頭
お
よ
び
末
尾
の
句
、
そ
し
て
符
の
分

が
記
さ
れ
る
。

に
符
の

に
「
大
門
上
、
安
床
上
可
用
」
と
あ
っ
て
、
表
門
に

貼
り
、

臺
に
貼
る
べ
き
こ
と
、
辟

符
の
一
種
で
あ
る
五
雷
收

妖
符
で
あ
る
こ
と
、
3
號
符
と
4
號
符
と
組
み
合
わ
せ
て
三
幅
對

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
符
頭
が
三
淸
記
號

（
レ
點
三
つ
）
を

體
に
し
て
そ
の
下
に
あ
る
日

や
北
斗
七
星
、

南
斗
六
星
の
三
光
記
號
と
合
せ
て
、
分
離
式
二
重
符
頭
を
構

し
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て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

に
符
の
寫
眞
が
示
さ
れ
、

に
符

が

と
し
て
附
せ
ら
れ

て
い
る
。
符

は
三
段
に
分
か
れ
、

體
で
「
某
司
令
神
の
命
を

奉
じ
、
五
雷
大
將
軍
が

動
神
と
し
て
、
八
卦

師
・
神
農
大

・
南
極
先
師
・
九
天
玄
女
・
鬼
谷
先
師
・
雲
夢
山
先
師
・
巧

先
師
・
六
丁
六
甲

神
の
加
勢
と
い
う
仰
々
し
い
陣
容
で
、
總
出

陣
し
て
天
降
り
、
病
家
に
赴
き
、
患

に
祟
っ
て
い
る
す
べ
て
の

靈
を
征
討
し
、

滅
し
て
治
癒
し
、
も
っ
て
一
家
に
永
く
安
寧

を
保
た
せ
る
」
と
い
う

味
を
示
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ

で
も
「
八
卦

師
（
3
・
4
・
6
・
10
・
32
・
77
・
97
各
號
符
參

照
）」
の
よ
う
に
神
名
の
い
く
つ
か
に
は
、「
他
に
こ
の
番
號
の
符

に
見
え
る
」
と
い
う
參
照
の
た
め
の

記
が
括
弧

に
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
參
照
は
符
の
解

に
し
ば
し
ば
現
れ
、
相
互

參
照
の
便
が
圖
ら
れ
て
い
る
。

後
に
符
脚
は
、「『
印
』
字
を

に

っ
て
『

』
部
首
と
『

』
に
し
、
中
に
『
罡
』
字
を
は
め

こ
ん
だ
『
罡
印
』
二
字
の
重
複
式
で
あ
る
」
と
し
、「

體
と
し

て
は
、
均
整
が
と
れ
た
、
莊
重
な
符
令
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

し
か
し
こ
の
解

で

目
す
べ
き
は
解

の
後
に
附
せ
ら
れ
た

「
附
記
」
で
あ
る
。
こ
こ
の
附
記
に
は
1
と
2
が
あ
る
が
、
1
に

は
「
八
字
髭
型
五
雷
記
號
」
に
つ
い
て
解

さ
れ
、
2
で
は
こ
の

5
號
符
が
4
號
符
3
號
符
と
組
に
な
っ
て
い
る
の
に

目
し
て
、

「
複
數
の
組
み
符
令
」
に
つ
い
て
、「
二
符
組
」、「
三
符
組
」、「
四

符
組
」、「
五
符
組
」、「
六
符
組
」、「
十
四
符
組
」
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
例
を

げ
て
解

し
て
い
る
。「
五
符
組
」
は
特
に
多
く
、

五
營
が
そ
の
根
幹
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ

の
附
記
は
符
に
關
す
る
解

の
補

の

味
が

い
が
、
他
に
も

九
天
玄
女
や
白
鶴
仙
師
な
ど
の
神
々
、
關

（「
八
字
す
な
わ
ち
生

年

日
時
に
よ
っ
て
、
必
然

に

す
る
、

病
を
含
め
た
も
ろ
も

ろ
の
災
厄
」）
な
ど
の
民

宗
敎

が
し
ば
し
ば
言

す
る

念

に
つ
い
て
の
解

・
考
察
が
見
え
て
い
る
。
こ
こ
は
劉
氏
の
廣
く

て
深
い
學
識
が
惜
し
げ
も
な
く
披
露
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、

符
の

究
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
お
よ
そ
中
國
・
臺
灣
の
民
俗

宗
敎
に
關
心
を

く
も
の
に
と
っ
て
は

も
興
味
深
い
部
分
と
い

え
る
。
實
際
筆

も
は
じ
め
て
こ
の
本
を
手
に
し
た
と
き
、
氣
が

附
い
た
ら
こ
の
部
分
だ
け
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
讀
み

め
て

い
た
覺
え
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解

・
考
察
は
、
符
の
解

の
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中
に
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
解

が
決
し
て
符
の
構

の
分
析
と
い
う
だ
け
に

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
は
い
え
こ
の
解

は
、
や
は
り
符
の

究
に
力
點
が
置
か
れ

て
い
る
こ
と
は

い
な
い
。
符
の
圖
形
そ
れ
ぞ
れ
の

味
を
解

讀
し
た

究
と
し
て
は
、H

en
ry

D
o
re,

R
esea

rch
es

in
to

C
h
in
ese

su
p
erstitio

n
s,
V
o
l. Ⅲ

に
先

が
あ
る
が５

）、
そ
れ
以

降
學

究
に
値
す
る
よ
う
な

究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
っ

て
よ
い
。
劉
氏
の
分
析
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
第
一

を
踏
み
出

し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
こ
の
分
析
を
も
と
に
、
各
符
の
使
用

目

、
登
場
す
る
神
々
、
用
い
ら
れ
る
語
句
、
そ
し
て
記
號
な
ど

の
相
關
關
係
に
つ
い
て
計
量
分
析
を

め
る
こ
と
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
。
劉
氏
は
後

の
「
總

」
の

後
に
「
本
符
式

載

の
符
令
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
靈
界
に
お
け
る
、
息
詰
ま
る

よ
う
な
、

え

の
な
い
、
鬼
神
の
闘

に
他
な
ら
な
い
。
…
…

正
神
は
必
ず

鬼
に

っ
て
、
衆
人
に
無
病
息
災
の
平
安
な
生
活

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
、
庶
民
の
は
か
な
い
願

が
に
じ
み
出

て
い
る
の
で
あ
る
」
と

べ
、
こ
こ
に
は
庶
民
の
願

が
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
を

し
て
い
る
。
長
年
に
わ
た
っ
て
民
俗
宗
敎

の

究
に
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
て
き
た
、
劉
枝
萬
先
生
な
ら
で
は
の

感

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
Ａ
５
版
、
八
一
六
頁
、
風

社
、

二
〇
一
九
年
一

、
八
〇
〇
〇
圓
（

別
））

１
）

丸
山
圭
治

『
臺
灣
宗
敎

査
報

書
』（
臺
灣
總
督
府
、
一

九
一
九
年
）。

2
）

劉
枝
萬
『
中
國

敎
の
祭
り
と
信
仰
』
下
（
櫻
楓
社
、
一
九
八

四
年
）。

3
）

劉
枝
萬
『
臺
灣
の

敎
と
民

信
仰
』（
風

社
、
一
九
九
四

年
）。

4
）

戴

志
〔
ほ
か
〕『
臺
南
傳
統
法
派

其
儀
式
』（
臺
南
市
政
府

局
、
二
〇
一
三
年
）。

5
）

H
en
ry
D
o
re,

R
esea

rch
es
in
to
C
h
in
ese

su
p
erstitio

n
s,

V
o
l. Ⅲ

（
臺
灣
・

出
版
復
刻
、
一
九
六
六
）。
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