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は
じ
め
に

　

徳
宏
傣
族
景
頗
族
自
治
州
は
雲
南
省
の
西
端
に
位
置
し
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
（
ビ
ル
マ
）・
シ
ャ
ン
州
に
隣
接
し
て
い
る
。
全
体
的
に
海
抜

八
〇
〇
〜
二
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
の
起
伏
で
山
地
と
盆
地
が
連
な

り
、
漢
族
の
ほ
か
に
タ
イ
族
や
ジ
ン
ポ
ー
族
な
ど
の
少
数
民
族
が
暮

ら
す
。
こ
の
徳
宏
州
に
お
い
て
観
光
業
が
本
格
化
し
た
の
は
一
九
九

〇
年
代
か
ら
で
あ
る
。
亜
熱
帯
の
自
然
や
少
数
民
族
の
文
化
や
習
俗

が
有
力
な
観
光
資
源
と
見
な
さ
れ
、
今
日
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ

ン
ト
や
観
光
地
が
整
備
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
観
光
開
発
は
、
徳

宏
の
景
観
や
人
々
の
暮
ら
し
に
一
定
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
徳
宏
州
の
観
光
業
を
概
観
し
、
と
く
に
観
光
地
と
し
て
の

上
座
仏
教
の
仏
塔
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
な
が
ら
、
中
国
に
お
け
る
宗

教
観
光
の
特
徴
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
　
徳
宏
州
の
観
光
業

　

二
〇
〇
九
年
版
『
徳
宏
年
鑑
』
で
、
徳
宏
州
副
州
長
の
田
大
余
は

徳
宏
観
光
の
特
長
を
表
現
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
民
族
文
化
、

生
態
文
化
、
辺
関
文
化
、
珠
宝
文
化
、
抗
戦
文
化
の
五
つ
を
挙
げ
て

い
る
﹇
徳
宏
州
史
誌
辦
公
室
編2009 :  35

﹈。
ま
ず
「
民
族
文
化
」

と
は
、
タ
イ
〉
1
〈

族
・
ジ
ン
ポ
ー
族
・
ア
チ
ャ
ン
族
・
ド
ア
ン
族
・
リ
ス

族
と
い
う
徳
宏
の
五
つ
の
少
数
民
族
の
祭
り
や
景
勝
地
の
こ
と
を
指

し
、「
生
態
文
化
」
は
大
盈
江
、
瑞
麗
江
、
芒
市
河
な
ど
エ
ー
ヤ
ワ

デ
ィ
ー
川
の
支
流
と
そ
の
周
囲
に
広
が
る
亜
熱
帯
の
盆
地
や
山
地
の

仏
塔
の
あ
る
風
景 
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風
景
を
指
す
。
こ
の
地
勢
と
民
族
・
文
化
構
成
は
国
境
を
越
え
て

ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
シ
ャ
ン
州
へ
と
連
続
し
て
い
て
、
両
国
を
分
け
る

現
在
の
国
境
は
近
代
に
入
っ
て
ご
く
人
工
的
に
確
定
さ
れ
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
村
の
中
に
国
境
線
が
通
っ
て
い
た

り
、
中
国
側
住
民
の
家
の
裏
庭
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
だ
っ
た
り
す
る
こ
と

が
あ
り
、
こ
れ
を
「
一
寨
両
国
」、「
一
院
両
国
」
な
ど
と
呼
ん
で
、

一
種
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
仕
立
て
た
の
が
「
辺
関
文
化
」
の
謂
い
で

あ
る
。
ま
た
、
シ
ャ
ン
州
か
ら
瑞
麗
に
か
け
て
産
出
さ
れ
る
翡
翠
や

玉
を
内
地
に
運
ぶ
一
大
集
積
地
な
い
し
市
場
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
の
が
「
珠
宝
文
化
」、
一
九
四
〇
年
代
前
半
に
侵
入
し
た
日

本
軍
と
の
激
戦
地
や
、
戦
士
の
墓
地
、
記
念
碑
な
ど
が
、
観
光
業
に

お
け
る
「
抗
戦
文
化
」
の
内
実
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
特
色
│
│
少
数
民
族
の
文
化
、
亜
熱
帯
の
自
然
、
国
境

地
帯
な
ら
で
は
の
現
象
や
歴
史
│
│
は
、
内
地
の
中
国
人
や
外
国
人

に
と
っ
て
一
定
の
魅
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
徳
宏
州
に
と
っ

て
の
問
題
は
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
徳
宏
州
だ
け
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン

ト
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
と
ほ
ぼ
同
じ
広
さ
（
三
九
万
四
一

〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
雲
南
省
は
、
徳
宏
州
も
含
め
て
一
六

の
地
域
に
区
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
省
政
府
所
在
地
昆
明
、
伝

説
の
「
シ
ャ
ン
グ
リ
ラ
」
と
し
て
観
光
地
化
を
進
め
る
迪
慶
、
世
界

遺
産
の
麗
江
古
城
を
擁
す
る
麗
江
、
南
詔
王
国
の
歴
史
で
有
名
な
大

理
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
ラ
オ
ス
と
国
境
を
接
す
る
西
双
版
納
な
ど
が

あ
っ
て
、
徳
宏
よ
り
も
多
く
の
観
光
客
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
。



表１　雲南省の主な地区における観光業状況（2008年）

地　区 観光業総収入
（億元）

国内旅行者数
（延べ：万人）

海外旅行者数
（延べ：万人）

全省合計 663.00 10,250.08 250.21

昆　明 ① 197.12 ① 2,663.57 ①　70.06

大　理 ②　73.17 ③　921.64 ④　31.67

麗　江 ③　69.54 ⑦　578.91 ③　46.58

紅　河 ④　47.24 ②　950.13 ⑥　10.00

迪　慶 ⑤　44.50 ⑪　374.47 ②　51.99

西双版納 ⑥　41.17 ⑥　590.12 ⑤　11.31

徳　宏 ⑦　34.04 ⑬　354.94 ⑦　 7.02

注：丸数字は省内の順位。
出所：『雲南省統計年鑑』2009年版、375頁より作成。
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徳
宏
州
の
政
府
関
係
者
や
知
識
人
が
特
に
意
識
し
て
い
る
の
は
西

双
版
納
の
動
向
で
あ
る
。
西
双
版
納
は
タ
イ
族
自
治
州
と
し
て
タ
イ

族
の
祭
り
や
上
座
仏
教
風
の
風
俗
習
慣
な
ど
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル

し
て
お
り
、
全
国
的
な
知
名
度
も
高
い
。
こ
れ
に
対
し
て
徳
宏
州

は
、
同
じ
く
タ
イ
族
人
口
の
多
い
自
治
州
で
は
あ
る
が
、
普
段
の
服

装
や
建
築
物
な
ど
の
点
で
漢
化
が
進
み
、
西
双
版
納
ほ
ど
異
国
情
緒

を
感
じ
さ
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
タ
イ
族
文
化

を
同
じ
よ
う
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
も
、
い
つ
の
間
に
か
西
双
版
納
と
間

違
え
ら
れ
、
客
を
西
双
版
納
に
と
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
。
く

わ
え
て
徳
宏
州
は
タ
イ
族
の
み
な
ら
ず
ジ
ン
ポ
ー
族
の
自
治
州
で
も

あ
る
の
で
、
タ
イ
族
だ
け
を
前
面
に
押
し
出
し
て
宣
伝
す
る
の
は
政

治
的
に
望
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
る
。
近
年
で
は
む
し
ろ
、
タ
イ
族
文

化
で
の
勝
負
は
あ
る
程
度
諦
め
て
、
徳
宏
州
に
し
か
い
な
い
ジ
ン

ポ
ー
族
や
ド
ア
ン
族
の
文
化
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
方
が
、
観
光
戦
略
と

し
て
ま
だ
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
も
政
府
関
係
者

の
間
か
ら
聞
こ
え
て
く
〉
2
〈

る
。
ま
た
、
生
態
文
化
の
点
で
も
、
中
国
国

内
唯
一
の
熱
帯
地
域
で
あ
る
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
西
双
版
納
に
対
し

て
、
徳
宏
は
基
本
的
に
は
亜
熱
〉
3
〈
帯
と
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
し
て
も
イ

ン
パ
ク
ト
に
欠
け
る
と
い
う
の
が
現
地
の
観
光
業
関
係
者
の
考
え
で

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
徳
宏
州
の
観
光
業
の
よ
り
一
層
の
発

展
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
現
地
の
人
々
の
間
に
は
手
詰
ま
り
感
が
強

い
。

　

次
に
徳
宏
州
の
観
光
業
の
経
年
的
な
変
化
を
見
て
み
よ
う
（
表

２
）。
徳
宏
州
で
は
一
九
八
八
年
八
月
に
州
旅
遊
局
が
設
立
さ
れ
、

一
九
九
〇
年
七
月
に
州
内
の
三
つ
の
県
│
│
潞
西
・
瑞
麗
・
畹
〉
4
〈
町

│
│
が
外
国
人
に
開
放
さ
れ
て
か
ら
観
光
業
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ

た
。
そ
の
後
の
統
計
資
料
に
よ
れ
ば
、
徳
宏
州
の
観
光
業
は
順
調
に

発
展
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、
現
地
の
知
識
人
た
ち
は
、
こ
う
し
た
統
計
資
料
を
鵜
呑

み
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
も
そ
も
観
光
客
数
を
正
確
に
数



表２　徳宏州を訪れた観光客の人数と経済収入

年 国内旅行者数
（延べ：万人）

海外旅行者数
（延べ：万人）

総収入
（万元）

1992 29.044 0.626 1,449.07
1996 113.660 2.340 46,400.00
2000 179.250 3.983 91,327.29
2004 247.200 4.380 215,500.00
2008 354.940 7.030 340,395.17

注：海外旅行者数には香港・台湾・マカオからの旅行者も
含む。総収入とは旅行者が当該地区で行った飲食、宿
泊、交通、土産品購入などによるすべての支出のこと。

出所：『徳宏年鑑』1993、1997、2001、2005、2009年版
より作成。
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え
る
手
間
暇
を
か
け

て
い
な
い
う
え
に
、

日
常
の
生
活
圏
が
最

初
か
ら
両
国
に
ま
た

が
っ
て
い
る
「
一
寨

両
国
」
の
よ
う
な
住

人
の
人
数
を
加
算
し

て
い
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
の
真
偽
は
お

く
と
し
て
も
、
筆
者

自
身
一
九
九
六
年
か

ら
二
〇
一
〇
年
ま
で

ほ
ぼ
毎
年
徳
宏
州
で

調
査
し
て
き
た
経
験

か
ら
、
こ
の
数
字
の
よ
う
に
一
本
調
子
の
発
展
と
は
見
な
し
難
い
事

例
も
い
く
つ
か
見
て
い
る
。
次
節
か
ら
は
そ
う
し
た
具
体
事
例
に
即

し
て
、
徳
宏
州
に
お
け
る
観
光
の
実
情
を
見
て
み
た
い
。

二
　
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
中
の
観
光
地

　

そ
も
そ
も
徳
宏
州
が
観
光
地
と
し
て
重
点
的
に
宣
伝
し
て
い
る
の

は
ど
の
よ
う
な
場
所
な
の
か
。
こ
こ
で
は
主
に
徳
宏
関
係
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
の
項
目
か
ら
分
析
し
て
み
た
。
分
析
の
仕
方
と
し
て
は
、
ま

ず
筆
者
が
こ
れ
ま
で
収
集
し
た
徳
宏
・
雲
南
・
中
国
そ
し
て
雲
南
タ

イ
族
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
約
四
〇
冊
の
中
か
ら
、
徳
宏
の
観
光

地
を
（
文
中
で
触
れ
る
だ
け
で
は
な
く
）
見
出
し
に
分
け
て
一
つ
一

つ
紹
介
す
る
形
式
の
も
の
二
五
冊
を
選
び
、
次
い
で
そ
の
見
出
し
に

な
っ
た
回
数
の
多
い
観
光
地
を
順
に
抽
出
し
〉
5
〈

た
。
表
３
は
そ
の
結
果

で
あ
る
。

　

ま
ず
気
付
く
の
は
、
上
座
仏
教
所
縁
の
場
所
が
上
位
を
占
め
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
徳
宏
に
は
一
五
世
紀
ま
で
に
主
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
方

面
か
ら
上
座
仏
教
が
伝
え
ら
れ
、
タ
イ
族
の
ほ
か
ド
ア
ン
族
や
ア

チ
ャ
ン
族
の
間
で
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
。
樹
包
塔
、
姐
勒
仏
塔
、

允
燕
仏
塔
は
い
ず
れ
も
上
座
仏
教
式
の
パ
ゴ
ダ
で
あ
り
、
菩
提
寺
も

地
元
の
タ
イ
語
で
ゾ
ン
・
シ
ャ
ン
（
宝
石
の
寺
）
と
呼
ば
れ
る
上
座

仏
教
の
寺
院
で
あ
る
。
ま
た
、
扎
朶
と
大
等
喊
に
つ
い
て
は
自
然
景

観
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
扎
朶
に
は
有
名
な
仏
足
石
の

仏
塔
が
、
大
等
喊
に
は
上
座
仏
教
寺
院
が
あ
り
、
説
明
文
の
中
で
言

及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
虎
跳
石
と
落
水
洞
、
扎
朶
、
大
等
喊
、

三
仙
洞
、
瑞
麗
江
な
ど
、
自
然
景
観
の
美
し
い
場
所
が
多
く
挙
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
に
も
、
徳
宏
各
地
の
温
泉
や
、「
独
樹

成
〉
6
〈
林
」
の
記
事
も
目
立
つ
。
こ
れ
ら
は
個
々
の
場
所
と
し
て
は
数
回

ず
つ
し
か
見
出
し
に
な
っ
て
い
な
い
が
、「
温
泉
」
や
「
独
樹
成
林
」

と
し
て
ま
と
め
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
四
二
回
と
二
五
回
取
り
上
げ
ら
れ



表３　ガイドブックの見出しで取り上げられた徳宏州の主な観光地

項　目 回数 宣伝ポイント

①樹包塔 16 仏塔と榕樹（ガジュマル）が一体化した奇観、省級文物保護単位

①姐勒仏塔 16
徳宏仏塔建築の冠、東南アジアで有名、国家重点保護文物だっ
たが文化大革命で破壊され再建

③南甸土司署 15 歴史、建築様式、省級重点文物保護単位*

④允燕仏塔 14 1982年雲南省重点文物保護単位に指定、タイ族仏教建築の精品

④菩提寺 14
徳宏上座仏教の古刹、漢族式とタイ族式が混合した建築様式、
省級文物保護単位

④虎跳石と落水洞 14 大盈江の絶景

⑦扎朶（地区） 13 扎朶景区、滝・仏塔・亜熱帯植物が一体化した景観

⑦大等喊（地区） 13 天然農村公園、水田・竹林・寺院が一体化した景観

⑨皇閣寺 12 上座仏教・大乗仏教・道教が併存

⑨三仙洞 12 仙人伝説、徳宏州名勝風景点

⑨畹町 12 国家級口岸の一つ、ミャンマーと一衣帯水

⑨瑞麗江 12 亜熱帯の自然景観、国家級風景名勝区

　温泉 （42） 法帕、孔雀泉、戸宛、龍窟、芒蚌など

　独樹成林 （25） 芒令、老刀弄、姐東崍、芒丙、三棵樹など

　一某両国 （24） 一寨両国、一院両国など、国境地帯を強調したもの

注：丸数字は順位。
　　*1996年に国家級文物保護単位にも指定されている。
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て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
仏
塔
」
や
「
寺

院
」
と
並
ん
で
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し

て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
は
特
に
目
新

し
い
話
と
は
言
え
な
い
。「
少
数
民
族
文

化
」
と
「
自
然
景
観
の
美
」
は
、
徳
宏
州
政

府
が
有
力
な
観
光
資
源
と
し
て
す
で
に
公
認

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
上
位
の
観
光
地
に

そ
れ
ら
の
要
素
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
の
は
当

然
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
二

つ
の
観
光
資
源
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
公
式

的
な
文
書
の
中
に
は
特
に
言
及
さ
れ
て
お
ら

ず
、
考
察
の
余
地
が
あ
る
。
現
実
に
は
こ
の

二
つ
の
観
光
資
源
は
必
ず
し
も
完
全
に
分

離
・
並
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し

ろ
政
府
は
両
者
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
観

光
地
と
し
て
の
魅
力
を
増
幅
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
仕

方
の
中
に
、
徳
宏
の
人
々
、
と
り
わ
け
タ
イ

族
の
暮
ら
し
と
宗
教
と
観
光
と
政
治
の
関
係

性
が
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
次
節
で

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
事
例
に
即
し
て

考
察
を
深
め
た
い
。
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三
　
仏
塔
観
光
の
現
状

　

観
光
資
源
と
し
て
の
「
少
数
民
族
文
化
」
と
「
自
然
景
観
の
美
」

の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
、
恰
好
の
材
料
と
な
る
の
は
仏
塔
で
あ

る
。
タ
イ
族
の
上
座
仏
教
に
せ
よ
、
主
に
漢
族
の
信
仰
を
集
め
る
大

乗
仏
教
に
せ
よ
、
一
つ
の
寺
院
が
観
光
地
と
し
て
見
出
し
で
取
り
上

げ
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
説
明
文
で
は
寺
院
の
歴
史
と
建
築
様
式
が
解

説
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
仏
塔
の
場
合
、
そ
れ
ら
と
と

も
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
の
は
、
周
囲
の
自
然
と
調
和
し
た
風
景

の
美
し
さ
で
あ
る
。
ま
た
、
扎
朶
や
尖
山
の
よ
う
に
、
自
然
景
観
が

メ
イ
ン
だ
が
仏
塔
と
寺
院
も
含
ま
れ
る
よ
う
な
観
光
地
の
場
合
、
説

明
文
の
中
で
仏
塔
に
特
に
言
及
す
る
パ
タ
ー
ン
が
目
立
つ
。
つ
ま
り

仏
塔
の
方
が
寺
院
よ
り
も
周
囲
の
自
然
景
観
と
調
和
的
な
も
の
と
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
単
に
認
識
や
先
入
観
の
問
題
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ

る
程
度
客
観
的
な
事
実
の
反
映
で
も
あ
る
。
地
元
の
人
々
に
よ
れ

ば
、
そ
も
そ
も
寺
院
は
僧
侶
の
修
行
場
所
、
仏
塔
は
仏
舎
利
の
供
養

場
所
と
い
う
具
合
に
、
建
て
ら
れ
る
目
的
が
本
来
異
な
る
の
で
、
寺

院
と
仏
塔
が
必
ず
一
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り

は
な
い
。
そ
れ
が
し
ば
し
ば
一
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
の
は
、
仏
塔
に
付
随
す
る
見
張
り
小
屋
が
寺
院
に
発
展
す
る
こ
と

が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
尖
山
や
扎
朶
の
寺
院
は
、
仏
塔
に
対

し
て
付
随
的
な
位
置
づ
け
で
あ
る
た
め
に
、
短
い
説
明
文
の
中
で
は

省
か
れ
や
す
く
な
る
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
徳
宏

の
有
名
な
仏
塔
は
、
開
け
た
盆
地
を
流
れ
る
河
の
畔
や
小
高
い
山
の

上
の
よ
う
な
、
自
然
景
観
の
美
し
い
場
所
に
建
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
そ
の
こ
と
は
、
仏
塔
の
由
来
や
伝
説
に
、
野
生
動
物
や
自
然
景

観
と
の
結
び
つ
き
を
語
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、
一
定
の
関
連

性
が
見
て
と
れ
る
（
表
４
）。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
自
然
環
境
と
上
座
仏
教
文
化
の
調
和
の

象
徴
に
な
り
や
す
い
仏
塔
は
、
現
在
観
光
地
と
し
て
ど
の
よ
う
な
状

況
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
具
体
例
を

見
て
み
よ
う
。

㈠
　
樹
包
塔

　

樹
包
塔
は
現
在
潞
西
市
の
小
学
校
の
敷
地
の
中
に
あ
る
。『
新
編

徳
宏
風
物
誌
』
に
よ
れ
ば
、
清
の
乾
隆
年
間
の
初
め
に
、
第
十
五
代

芒
市
安
撫
使
で
あ
る
放
作
藩
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
潞

西
の
町
は
多
く
の
戦
乱
を
経
験
し
た
が
、
決
し
て
陥
落
す
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
記
念
し
て
塔
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
塔
は

タ
イ
語
で
グ
ア
ン
ム
ー
・
ジ
ェ
レ
ッ
ク
（
鉄
の
城
の
仏
塔
）
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
こ
の
塔
は
一
時
荒
廃
し
た

が
、
そ
の
間
に
榕
樹
の
種
が
塔
の
割
れ
目
に
落
ち
て
発
芽
し
た
ら
し

く
、
塔
を
包
み
な
が
ら
成
長
し
て
写
真
１
に
見
る
よ
う
な
奇
観
を
呈

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
最
近
ま
で
、
ガ
イ



表４　徳宏州の主な仏塔の由来

仏　塔 由　　来

允燕仏塔 1949年、太平街の漢族と戦っていた盞達のタイ族土司が戦勝を祈願して小
高い丘の上に仏塔を建立した。

風平仏塔 第15代芒市土司放作藩が高僧を招いて盆地の中心に仏塔を建てさせた。

姐勒仏塔 ある場所で夜中光るものがあるので調べてみると熊の骨が出てきた。釈迦の
前世の骨であろうということになり、そこに仏塔を建てた。

洞上允仏塔 釈迦が孔雀に４回目に生まれ変わった時の舎利を収めて建てた。

弄安仏塔
ある沼地に一対の金の鴨がやってきて吉祥をもたらしたので、周囲に人家が
増えて村になった。後世人々は金鴨を釈迦の前世と考え、その場所に塔を建
てた。

景罕仏塔
ある人が景罕山で放牧していたら、ある場所で牛が跪いて草を食んだので、
掘ってみると兎の骨が現れた。釈迦が前世に兎であったときの骨だというこ
とになり、そこに仏塔を建てた。

出所：張・方［1988］、張［1992］、呉主編［2001］など。

写真１　樹包塔（2010年９月筆者撮影）
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ド
ブ
ッ
ク
に
は
一
定
し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
お
り
、
し
か
も
よ
り
早

い
ペ
ー
ジ
で
紹
介
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
省
レ
ベ
ル
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
で
も
徳
宏
州
を
代
表
す
る
観
光
地
と
し
て
特
に
選
ば
れ
て
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
仏
塔
は
他
の
多
く
の
仏
塔
と
違
っ
て
、
地
元
の
人
々

の
仏
教
行
事
の
対
象
で
は
な
い
。
例
え
ば
潞
西
で
は
、
雨
安
〉
7
〈

居
が
開

け
る
前
日
の
夜
、
仏
塔
に
た
く
さ
ん
の
蝋
燭
の
火
を
と
も
し
て
祈
り

を
さ
さ
げ
る
習
慣
が
あ
る
が
、
樹
包
塔
で
は
行
わ
れ
な
い
。
瑞
麗
方

面
で
は
ポ
イ
・
サ
ウ
サ
ム
（
二
十
三
日
の
祭
り
）
と
い
っ
て
、
傣
暦

一
〇
月
二
三
日
に
仏
塔
の
周
り
で
象
脚
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
踊
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る
行
事
が
盛
ん
だ
が
、
樹
包
塔
で
は
そ
れ
も
行
わ
れ
な
い
。
以
前
は

樹
包
塔
で
も
ポ
イ
を
や
っ
て
い
た
と
語
る
人
も
い
る
〉
8
〈

が
、
現
在
の
タ

イ
族
の
宗
教
的
活
動
場
所
と
し
て
は
、
す
で
に
機
能
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
の
樹
包
塔
の
紹
介
文
に
も

現
れ
て
い
る
。
姐
勒
仏
塔
や
允
燕
仏
塔
な
ど
に
つ
い
て
は
、
建
立
の

由
来
と
な
っ
た
伝
説
や
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
宗
教
行
事
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
が
、
樹
包
塔
に
つ
い
て
は
榕
樹
が
い
か
に
成
長
し
て
仏
塔

を
包
ん
だ
か
と
い
う
形
成
過
程
と
歴
史
の
記
述
が
中
心
で
あ
る
。
そ

し
て
時
に
は
「
自
然
景
観
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
紹
介
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
ほ
〉
9
〈

ど
、「
人
文
景
観
」
と
し
て
の
印
象
は
弱
め
ら
れ

て
い
る
。

　

も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
塔
が

観
光
地
と
し
て
も
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
樹
包
塔
は
六
〇
年
代
に
県
級
文
物
保
護
単
位
と
な
っ
た
が
そ

の
後
十
分
な
管
理
が
行
わ
れ
ず
、
一
九
八
五
年
に
修
復
さ
れ
た
後
、

省
級
風
景
名
勝
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
六
年
一
〇
月
に

筆
者
が
初
め
て
参
観
し
た
際
、
仏
塔
は
張
・
方
﹇1988

﹈
の
巻
頭
の

カ
ラ
ー
写
真
で
事
前
に
見
て
い
た
素
朴
な
様
子
と
は
打
っ
て
変
わ
っ

て
極
彩
色
に
塗
ら
れ
て
お
り
、
傍
ら
に
は
小
屋
が
設
け
ら
れ
て
漢
族

の
管
理
人
が
一
人
一
元
の
入
場
料
を
徴
収
し
て
い
た
。
二
〇
〇
五
年

に
出
版
さ
れ
た
徳
宏
州
の
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
到
徳
宏
撒
野
』
で

は
、
入
場
料
五
元
と
な
っ
て
い
る
﹇
羅2005 : 223

﹈。

　

し
か
し
、
二
〇
一
〇
年
八
月
に
久
し
ぶ
り
に
樹
包
塔
を
訪
れ
る

と
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
街
に
面
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
た
入
口
は
閉

ざ
さ
れ
て
鍵
が
か
か
っ
て
お
り
、
周
囲
の
住
人
に
小
学
校
の
入
り
口

か
ら
入
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
や
っ
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
だ
っ

た
。
ま
た
、
管
理
人
の
小
屋
は
取
り
払
わ
れ
、
入
場
料
も
徴
収
さ
れ

な
く
な
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
地
元
の
人
々
の
あ
い
だ
で
、
樹
包
塔

の
観
光
地
化
は
あ
ま
り
評
判
が
よ
く
な
か
っ
た
。
樹
包
塔
が
い
く
ら

奇
観
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
高
さ
一
二
メ
ー
ト
ル
弱
の
小
さ
な
仏
塔

で
あ
り
、
一
般
の
観
光
客
に
と
っ
て
は
、
見
る
の
に
そ
れ
ほ
ど
時
間

が
か
か
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
小
学
校
の
敷
地
の
中
に
あ
る
た

め
、
周
囲
に
娯
楽
施
設
な
ど
も
な
い
。
写
真
で
見
て
も
あ
る
程
度
様

子
の
分
か
る
樹
包
塔
だ
け
を
、
小
額
と
は
い
え
わ
ざ
わ
ざ
お
金
を

払
っ
て
で
も
見
た
い
と
い
う
人
は
、
多
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
樹

包
塔
は
最
近
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
も
お
な
じ
み
の
観
光
地
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
が
、
近
く
の
菩
提
寺
・
五
雲
寺
・
観
音
寺
な
ど
と
一

緒
に
ま
と
め
て
散
策
コ
ー
ス
の
一
部
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
つ
つ
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
樹
包
塔
は
、
潞
西
を
象
徴
す
る
場
所
と
し
て
一
定

の
知
名
度
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
単
独
で
は
人
と
お
金
を
集
め

る
観
光
地
と
し
て
成
功
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
上
座
仏

教
的
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
な
い
点
で
、
徳
宏
タ
イ
族
の
文
化
を
十

分
に
代
表
し
て
い
る
と
も
言
い
難
い
。
樹
包
塔
は
そ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
内
で
の
存
在
感
に
比
べ
て
、
影
の
薄
い
観
光
地
と
な
っ
て
い
る
。



写真２　扎朶仏塔（2010年８月筆者撮影）
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㈡
　
莫
里

　

莫
里
は
瑞
麗
の
一
地
方
を
指
し
、
近
年
で
は
莫
里
自
然
景
区
と
い

う
自
然
公
園
的
な
エ
リ
ア
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
。「
莫
里
」
は

し
ば
し
ば
「
扎
朶
」（
ザ
ッ
ク
ド
ー
）
と
い
う
語
で
代
替
さ
れ
る

が
、
扎
朶
と
は
地
元
の
タ
イ
語
で
「
仏
足
石
」
を
意
味
す
〉
10
〈

る
。
こ
の

地
方
に
は
釈
迦
が
修
行
の
た
め
に
莫
里
を
訪
れ
、
去
り
際
に
仏
足
石

を
遺
し
て
い
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
そ
し
て
実
際
莫
里
に
は
仏

足
石
を
祀
っ
た
扎
朶
仏
塔
（
写
真
２
）
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
は
滝

と
寺
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
扎
朶
廟
、
扎
朶
瀑
布
な
ど
と
呼
ば
れ
て
一

つ
の
景
観
区
を
形
成
し
て
い
る
。

　

筆
者
が
一
九
九
八
年
に
芒
市
を
訪
れ
た
と
き
、
タ
イ
暦
四
月
二
三

日
（
陽
暦
二
月
一
九
日
）
の
ポ
イ
・
サ
ウ
サ
ム
に
合
わ
せ
て
、
芒
市

の
タ
イ
族
の
人
々
が
百
人
近
く
扎
朶
仏
塔
を
拝
み
に
行
く
と
い
う
の

で
、
同
行
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
、
彼
ら
の
話
に
よ

る
と
扎
朶
仏
塔
の
中
に
は
仏
足
石
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
は
聖
水
の

湧
き
出
る
泉
が
あ
っ
て
、
万
病
に
効
く
と
い
う
評
判
で
あ
っ
た
。
実

際
彼
ら
は
目
を
輝
か
せ
て
扎
朶
の
素
晴
ら
し
さ
を
筆
者
に
語
り
、
共

に
行
く
よ
う
熱
心
に
誘
っ
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。
当
時
の
扎
朶
仏
塔

は
白
を
基
調
と
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
、
そ
の
傍
ら
に
は
聖
水
と
さ
れ
る

低
温
の
温
泉
と
、
タ
イ
王
国
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
仏
教
徒
か
ら
贈
ら
れ

た
と
い
う
比
較
的
大
き
な
仏
像
を
祀
っ
た
簡
素
な
廟
が
建
っ
て
い

た
。
周
り
は
森
に
か
こ
ま
れ
て
い
た
が
、
塔
と
廟
の
近
く
は
開
け
た

草
原
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
は
多
く
の
人
出
で
混
雑
し
て
い
た
。
徳

宏
州
内
の
希
少
な
仏
足
石
の
聖
地
と
し
〉
11
〈
て
、
そ
の
名
声
は
タ
イ
族
の

間
で
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
二
〇
一
〇
年
八
月
、
改
め
て
芒
市
と
Ｎ
村
で
扎
朶
の
評

判
を
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
人
々
の
扎
朶
に
対
す
る
関
心
は
非
常

に
低
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
観
光
開
発
の
た
め

に
扎
朶
は
魅
力
を
失
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

筆
者
が
同
月
に
扎
朶
を
再
訪
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
一
帯
は
現
在

「
扎
朶
熱
帯
雨
林
風
景
区
」
と
い
う
自
然
公
園
に
な
っ
て
い
て
、
中

に
入
る
に
は
五
〇
元
の
入
場
料
が
必
要
だ
っ
た
。
仏
塔
は
園
内
の
駐



216

車
場
の
近
く
に
建
っ
て
お
り
、
そ
の
そ
ば
に
は
聖
水
の
泉
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
周
囲
は
熱
帯
植
物
園
風
に
整
備
さ
れ
、
仏
塔
自
身
も

金
色
に
塗
り
替
え
ら
れ
る
な
ど
、
か
な
り
人
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
そ
ば
に
あ
る
莫
里
奘
寺
は
、
外
観
は
上
座
仏
教
風
だ
が
、

上
座
仏
教
の
僧
侶
と
と
も
に
大
乗
仏
教
の
僧
侶
も
二
、三
人
止
住
し

て
い
〉
12
〈

て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
製
の
釈
迦
像
と
タ
イ
製
の
釈
迦
像
と
大
乗
仏

教
の
観
音
像
が
並
べ
て
安
置
さ
れ
て
い
た
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ

ら
の
仏
塔
や
寺
院
が
必
ず
し
も
扎
朶
風
景
区
の
最
重
要
ス
ポ
ッ
ト
で

は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
公
園
の
最
大
の
目
玉
は
、
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
山
奥
に
あ
る
扎
朶
瀑
布
で
あ
り
、
観
光

ガ
イ
ド
も
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
見
ら
れ
る
珍
し
い
熱
帯
・
亜
熱
帯
の

植
物
や
景
色
の
解
説
に
力
点
を
お
い
て
い
る
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
中

で
も
、
見
出
し
に
な
る
の
は
「
扎
朶
風
景
区
」
で
あ
っ
て
「
扎
朶
仏

塔
」
や
「
莫
里
奘
寺
」
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
風
景
の
添
え

物
な
の
で
あ
る
。

　

扎
朶
の
歴
史
的
由
来
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と

も
一
九
四
九
年
に
は
寺
院
が
再
建
さ
れ
、
ジ
ン
ポ
ー
族
の
僧
侶
が
住

持
と
し
て
招
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
九
年
に
は
ジ
ン
ポ
ー

族
の
村
が
こ
こ
に
移
転
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
僧
侶
が
亡

く
な
っ
て
寺
が
荒
れ
た
の
で
、
一
九
八
七
年
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の

人
々
も
含
め
て
近
隣
の
信
者
が
募
金
を
し
て
仏
塔
の
傍
ら
に
廟
を
建

て
直
し
た
。
そ
れ
か
ら
筆
者
が
一
九
九
六
年
に
訪
問
し
た
と
き
ま

で
、
周
辺
住
民
の
自
発
的
な
思
い
で
こ
の
仏
塔
が
維
持
さ
れ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
一
九
九
六
年
か
ら
、
州
政
府

は
外
部
か
ら
の
融
資
で
扎
朶
の
観
光
開
発
を
は
じ
め
、
周
辺
の
広
大

な
地
域
の
土
地
使
用
権
を
買
い
取
っ
た
の
で
、
住
人
は
遮
放
地
区
へ

の
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
彼
ら
は
今
で
も
と
き
ど
き
仏
教
行
事

の
際
に
こ
の
公
園
に
や
っ
て
く
る
の
で
、
園
側
は
入
場
料
を
割
り
引

い
た
り
、
無
料
に
し
た
り
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
気
軽
に
寺
院
や

仏
塔
を
訪
れ
て
宗
教
活
動
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
く
な
っ
た
。

一
〇
年
前
、
扎
朶
の
祭
り
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
駆
け
つ
け
て
い
た
芒

市
の
人
々
も
、
入
場
料
が
必
要
に
な
っ
て
か
ら
す
っ
か
り
足
が
遠
の

い
た
と
い
〉
13
〈
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
信
者
に
と
っ
て
は
魅
力
が
半
減
し
た
扎
朶
だ
が
、

樹
包
塔
と
は
違
っ
て
、
観
光
地
と
し
て
は
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
観
光
ガ
イ
ド
の
話
で
は
毎
日
平
均
二
〇
人
程
度
の

旅
行
グ
ル
ー
プ
が
四
〜
五
団
体
、
莫
里
を
訪
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、

街
中
で
任
意
に
拾
っ
た
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
は
四
人
と
も
、
瑞
麗
で

も
っ
と
も
人
気
の
高
い
観
光
地
と
し
て
真
っ
先
に
莫
里
を
挙
げ
た
。

公
園
単
体
の
収
支
は
明
ら
か
で
な
い
う
え
に
、
園
内
の
ホ
テ
ル
が
開

店
休
業
状
態
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
す
べ
て
が
順
風
満
帆
で
は
な
い
よ

う
だ
が
、
少
な
く
と
も
徳
宏
の
亜
熱
帯
の
自
然
を
見
せ
る
看
板
観
光

地
と
し
て
の
役
割
は
果
た
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

㈢
　
勐
煥
大
金
塔

　

勐
煥
大
金
塔
は
二
〇
〇
七
年
に
芒
市
郊
外
の
雷
崖
山
山
頂
に
建
立
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さ
れ
た
新
し
い
仏
塔
で
あ
る
。
中
国
で
は
宗
教
施
設
を
新
た
に
建
設

す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
仏
塔
も
か
つ
て

存
在
し
て
い
た
仏
塔
を
再
建
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
も
と
の

仏
塔
は
か
な
り
小
規
模
で
、
タ
イ
族
の
古
老
た
ち
も
仏
塔
の
由
来
を

知
ら
な
い
ほ
ど
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
再
建

を
主
導
し
た
の
は
タ
イ
族
の
人
々
で
は
な
く
、
勐
巴
娜
西
珍
奇
園
と

い
う
テ
ー
マ
パ
ー
ク
を
経
営
す
る
漢
族
の
実
業
家
だ
っ
た
。
ま
た
、

仏
塔
の
外
観
は
わ
ざ
わ
ざ
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
職
人
を
招
い
て
仕
上
げ

た
た
め
い
か
に
も
上
座
仏
教
的
だ
が
、
内
部
に
は
釈
迦
如
来
と
共
に

薬
師
如
来
、
観
音
菩
薩
、
弥
勒
菩
薩
な
ど
大
乗
仏
教
の
仏
像
も
安
置

さ
れ
て
お
り
、
上
座
仏
教
の
み
な
ら
ず
大
乗
仏
教
の
要
素
も
取
り
入

れ
て
、
徳
宏
全
体
の
宗
教
文
化
を
表
象
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
作
ら

れ
て
い
る
（
写
真
３
）。

　

こ
の
仏
塔
が
完
成
し
た
あ
と
、
観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
は
こ
れ
を

盛
ん
に
宣
伝
す
る
傾
向
に
あ
る
。
省
級
や
国
家
級
の
観
光
地
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
例
は
ま
だ
少
な
い
が
、
潞
西
県
レ
ベ
ル
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
は
樹
包
塔
よ
り
も
優
先
的
に
こ
の
仏
塔
を
新
た
な
観
光
地
と

し
て
宣
伝
す
る
傾
向
に
あ
〉
14
〈

る
。
特
に
強
調
し
て
説
明
さ
れ
る
の
は
そ

の
外
観
と
規
模
で
、「
中
国
国
内
最
大
の
上
座
仏
教
式
仏
塔
」「
内
部

が
空
洞
構
造
に
な
っ
て
い
る
ア
ジ
ア
最
大
の
仏
塔
」
と
い
っ
た
表
現

が
目
立
つ
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
「
自
然
景
観
」
の
要
素
は
重
要
で
、

こ
の
仏
塔
の
近
く
に
あ
る
「
孔
雀
湖
」「
勐
巴
娜
西
珍
奇
園
」
な
ど

が
つ
い
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
孔
雀
湖
」
は
一
九
九
九
年
ま
で

「
芒
究
水
庫
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
工
の
貯
水
池
、「
勐
巴
娜
西
珍
奇

園
」
は
化
石
化
し
た
樹
木
片
や
奇
岩
の
展
示
お
よ
び
植
物
園
や
動
物

園
な
ど
か
ら
な
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
塔
の
裏
側
に

整
備
さ
れ
た
石
段
は
「
抗
日
戦
争
記
念
碑
」
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、

山
林
を
通
り
抜
け
る
遊
歩
道
に
な
っ
て
い
る
。

　

芒
市
の
タ
イ
族
の
人
々
が
、
こ
の
仏
塔
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
塔
が
ま
だ
で
き
た
ば
か
り
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
も
う
し
ば
ら
く
慎
重
に
見
守
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
タ
イ
族
に
と
っ
て
あ
ま
り
特
別

な
存
在
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
仏
塔
が
完
成
し
た
当
初
は
、
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筆
者
の
知
る
徳
宏
タ
イ
族
の
反
応
は
比
較
的
好
意
的
な
も
の
だ
っ

た
。
彼
ら
は
普
段
、
上
座
仏
教
寺
院
に
大
乗
仏
教
的
要
素
が
混
入
し

た
り
、
水
か
け
祭
り
が
観
光
イ
ベ
ン
ト
化
し
た
り
す
る
こ
と
に
対
し

て
批
判
的
な
の
だ
が
、「
徳
宏
の
発
展
の
た
め
に
巨
大
な
上
座
仏
教

の
仏
塔
を
建
立
し
て
く
れ
た
」
と
い
っ
て
珍
奇
園
の
社
長
を
褒
め
て

い
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
今
思
え
ば
、
そ
れ
は
あ

る
種
の
部
外
者
の
仕
事
に
対
す
る
軽
い
賛
辞
で
あ
っ
て
、
タ
イ
族
自

身
の
仏
塔
と
し
て
受
け
と
め
て
い
な
か
っ
た
せ
い
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
現
に
珍
奇
園
の
社
長
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
族
か
ら
の
寄
付
金

は
予
想
を
は
る
か
に
下
回
り
、「
タ
イ
族
の
人
々
は
本
当
は
上
座
仏

教
を
信
仰
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
感
想
を
抱
い
た
ほ

ど
だ
っ
た
と
い
〉
15
〈

う
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
二
〇
元
と
い
う
入
場
料
が

ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い
て
、
私
が
二
〇
一
〇
年
八
月
の
滞
在
中
に
話

を
聞
け
た
約
三
〇
名
の
芒
市
お
よ
び
Ｎ
村
の
タ
イ
族
の
中
に
は
、
建

立
当
初
の
祭
典
の
時
以
来
仏
塔
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
あ
る
人

は
い
な
か
っ
た
。
筆
者
が
彼
ら
に
、「
勐
煥
大
金
塔
で
ど
ん
な
仏
教

行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
か
見
に
行
き
た
い
」
と
い
う
と
、
そ
の
答
え

は
大
抵
「
何
も
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
。
あ
そ
こ
は
観
光
地
だ
か
ら
」

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
実
際
「
仏
〉
16
〈

日
」
に
塔
に
行
っ
て
み
る
と
、
近

く
の
村
か
ら
い
わ
ば
出
〉
17
〈

向
し
て
き
た
二
人
の
僧
侶
が
数
人
の
観
光
客

に
赤
い
糸
の
お
守
り
を
授
け
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
僧
侶
た
ち
の
話

に
よ
れ
ば
、
人
出
が
多
い
の
は
水
か
け
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
の
と

き
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
は
農
暦
一
日
と
一
五
日
に
少
し
人
が
増
え
る

と
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
行
動
パ
タ
ー
ン
は
い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教
を

信
仰
す
る
漢
族
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
た
ち
の

話
で
は
、
こ
の
仏
塔
は
そ
の
周
囲
の
道
路
や
遊
歩
道
が
ジ
ョ
ギ
ン
グ

コ
ー
ス
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
塔
そ
の
も
の
に

入
る
人
は
あ
ま
り
多
く
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

勐
煥
大
金
塔
は
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
西
双
版
納
経
由
で
聖
な
る
菩
提

樹
の
苗
木
を
移
植
し
、
聖
遺
物
を
埋
納
す
る
儀
式
を
し
、「
宗
教
活

動
場
所
」
と
し
て
登
録
す
る
な
ど
、
あ
く
ま
で
宗
教
施
設
と
し
て
建

立
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
珍
奇
園
の
社
長
や
彼
を
間
接
的
に
経
済

支
援
し
た
州
政
府
は
明
ら
か
に
観
光
地
と
し
て
の
利
用
を
意
図
し
て

お
り
、
一
部
か
ら
「
宗
教
施
設
で
金
儲
け
を
し
て
い
い
の
か
」
と
い

う
批
判
の
声
も
出
て
い
る
。
と
は
い
え
、
観
光
業
の
発
展
と
い
う
目

標
の
前
に
そ
う
し
た
原
則
論
は
か
す
み
が
ち
で
あ
り
、
な
に
よ
り
地

元
の
タ
イ
族
に
と
っ
て
は
そ
う
し
た
論
争
自
体
、
縁
遠
い
も
の
に
す

ぎ
な
〉
18
〈

い
。

四
　
分
析

　

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
徳
宏
州
の
主
な
観
光
資
源
は
「
少
数
民
族

文
化
」
お
よ
び
「
自
然
景
観
の
美
」
で
あ
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い

る
。
特
に
「
少
数
民
族
文
化
」
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
「
中
国
西
部
大

開
発
雲
南
行
動
計
画
」
で
「
民
族
文
化
大
省
」
を
目
指
す
と
表
明
し

た
雲
南
省
に
と
っ
て
、
文
化
的
に
も
観
光
産
業
的
に
も
重
要
で
あ
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る
。
た
だ
し
、
徳
宏
タ
イ
族
の
場
合
、「
少
数
民
族
文
化
」
が
か
な

り
の
部
分
上
座
仏
教
と
い
う
「
宗
教
」
と
重
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
、「
宗
教
」
の
観
光
資
源
化
と
い
う
現
象
が
起
こ
り
、
勐
煥
大
金

塔
の
ケ
ー
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、「
宗
教
で
金
儲
け
を
し
て
い
い

の
か
」
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
現
在
の
政
府
な
い
し
共
産
党
は
、

基
本
的
に
経
済
成
長
を
第
一
に
考
え
て
い
る
の
で
、
宗
教
の
観
光
資

源
化
に
は
比
較
的
積
極
的
で
あ
る
。
旅
遊
局
は
あ
ら
ゆ
る
少
数
民
族

文
化
の
観
光
資
源
化
の
可
能
性
を
探
っ
て
お
り
、
他
地
域
の
観
光

ブ
ー
ム
な
ど
も
素
早
く
取
り
入
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
観

光
客
の
な
か
か
ら
盲
目
的
に
宗
教
を
信
仰
し
た
り
、
迷
信
に
惑
わ
さ

れ
た
り
す
る
人
が
現
れ
る
の
は
、
共
産
主
義
思
想
の
観
点
か
ら
し
て

望
ま
し
く
な
い
。
そ
の
た
め
主
に
宗
教
局
な
ど
が
そ
れ
に
苦
言
を
呈

す
役
回
り
と
な
る
が
、
よ
ほ
ど
重
大
な
問
題
が
起
こ
ら
な
い
か
ぎ

り
、
そ
う
し
た
声
は
あ
ま
り
大
き
く
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
宗
教
」
の
観
光
化
は

政
府
や
観
光
業
関
係
者
の
主
導
で
行
わ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
徳
宏

タ
イ
族
の
人
々
自
身
の
発
案
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
地
元
の
タ
イ

族
は
観
光
化
に
積
極
的
に
反
対
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
煩
わ
し
い
と
感
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
樹

包
塔
で
五
元
の
入
場
料
を
徴
収
し
て
い
た
の
と
同
じ
こ
ろ
、
上
座
仏

教
の
古
刹
で
あ
る
菩
提
寺
で
も
一
元
の
入
場
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が

試
み
ら
れ
た
が
、
数
年
で
取
り
や
め
に
な
っ
た
。
日
常
的
に
寺
に
寄

進
を
し
た
り
、
社
交
の
場
と
し
て
出
入
り
し
た
り
し
て
い
る
地
元
の

人
に
と
っ
て
い
ち
い
ち
入
場
料
を
取
ら
れ
る
の
は
納
得
で
き
な
い
。

し
か
し
観
光
客
だ
け
か
ら
徴
収
し
、
常
連
か
ら
は
徴
収
し
な
い
、
と

い
う
ふ
う
に
区
別
す
る
の
も
実
際
に
は
面
倒
な
こ
と
で
、
観
光
客
と

見
な
さ
れ
た
人
か
ら
苦
情
を
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
こ

の
試
み
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
寺
院
が
「
文
物

保
護
単
位
」
な
ど
に
指
定
さ
れ
る
と
、
改
築
の
際
に
原
状
を
維
持
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
自
由
に
増
築
し
た
り
、
建
築
様
式
を
変
え
た
り
す
る

こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
、
地
元
の
人
々
が
不
満
を
感
じ
る
と
い
う
こ

と
も
起
き
て
い
〉
19
〈

る
。
つ
ま
り
、「
宗
教
」
の
核
心
的
部
分
に
つ
い
て

は
、
中
国
共
産
党
と
し
て
も
観
光
を
通
し
て
宣
伝
す
る
の
は
あ
ま
り

望
ま
し
く
な
い
ば
か
り
か
、
熱
心
に
そ
の
「
宗
教
」
を
実
践
し
て
い

る
地
元
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
あ
ま
り
観
光
資
源
化
さ
れ
た
く
な
い

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
現
地
の
タ
イ
族
の
宗
教
実
践
と
は
乖
離
す
る
形
で
、

観
光
化
の
過
程
に
お
い
て
「
宗
教
文
化
」
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。「
宗
教
文
化
」
は
、
具
体
的
に
は
寺
院
の
建
築
様
式
や
イ
ベ
ン

ト
化
し
た
宗
教
行
事
な
ど
の
総
称
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、

一
九
九
〇
年
代
か
ら
観
光
業
と
の
関
連
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
徳
宏
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
に
勐
巴
娜
西
珍
奇
園

が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
「
仏
文
化
」（
宗
教
文
化
）
を
観
光
資
源
と

し
て
重
視
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
の
が
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
最
初
で

あ
っ
〉
20
〈

た
。
こ
の
「
宗
教
文
化
」
と
い
う
概
念
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
一
見

「
宗
教
」
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
際
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に
は
宗
教
の
教
義
的
な
核
心
部
分
を
は
ず
し

0

0

0

、
宗
教
色
を
脱
色
し
た

0

0

0

0

周
縁
的
な
文
化
を
暗
に
想
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
宗
教
」
を
観

光
資
源
化
し
よ
う
と
す
る
と
、
地
元
の
人
々
の
宗
教
感
情
か
ら
し
て

も
共
産
党
の
政
治
方
針
か
ら
し
て
も
問
題
が
多
い
の
で
、
建
築
様
式

や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
教
義
に
触
れ
ず
に
す
む
部
分
を
観
光
資
源
化
し

て
、「
宗
教
文
化
」
と
総
称
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
〉
21
〈

る
。

　
「
自
然
景
観
の
美
」
は
、
い
わ
ば
こ
の
よ
う
に
脱
色
さ
れ
た
「
宗

教
文
化
」
を
再
び
彩
る
た
め
の
便
利
な
要
素
で
あ
る
。
周
り
の
自
然

環
境
に
溶
け
込
ん
だ
建
築
物
の
美
し
さ
な
ら
ば
、
い
く
ら
詳
述
し
て

も
賛
美
し
て
も
、
政
治
問
題
化
す
る
危
険
は
な
い
。
し
か
も
自
然
や

環
境
は
今
流
行
り
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
国
内
外
共
に
関
心
が
高
〉
22
〈

い
。

こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
か
つ
て
は
ほ
と
ん
ど
迷
信
と
同
一
視
さ
れ

て
い
た
い
わ
ゆ
る
精
霊
信
仰
や
原
始
宗
教
も
、
自
然
と
共
生
し
て
き

た
少
数
民
族
の
智
慧
の
一
種
と
し
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
も
肯
定
的
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
仏
塔
の
あ
る
風
景
は
、
宗

教
の
観
光
地
化
と
い
う
難
し
い
問
題
を
回
避
し
な
が
ら
、
自
然
の
美

し
さ
に
宗
教
的
神
秘
性
を
加
味
し
て
、
少
数
民
族
文
化
と
生
態
文
化

を
同
時
に
印
象
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

こ
の
徳
宏
州
の
宗
教
観
光
を
全
国
的
な
傾
向
の
な
か
で
ど
の
よ
う

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
筆
者
は
そ
れ
を
十

分
に
論
じ
る
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ご
く
簡
単

だ
が
そ
の
糸
口
の
一
つ
と
し
て
、
観
光
に
関
す
る
論
文
件
数
を
中
国

の
「
知
網
」
で
概
観
し
て
み
た
い
。
知
網
と
は
、
中
国
国
家
教
育
部

が
主
管
し
、
清
華
大
学
が
運
営
し
て
い
る
学
術
文
献
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
）
で
、
中
国
全
土
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
主
な

学
術
雑
誌
の
一
九
九
四
年
以
降
の
掲
載
論
文
を
ほ
ぼ
網
羅
的
に
検

索
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
中
国
学
術
期
刊

網
絡
出
版
総
庫
の
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
捜
索
を
使
っ
て
、
各
論
文
の
主
題
部
分

に
「
観
光（
旅
游
）」「
自
然
」「
宗
教
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索

を
か
け
、
ヒ
ッ
ト
し
た
論
文
数
を
一
覧
表
に
し
た
の
が
表
５
で
あ

る
。
検
索
日
は
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
二
日
で
、
複
数
語
検
索
を
利

用
し
た
が
、
左
側
の
単
語
ほ
ど
優
先
さ
れ
る
の
で
、
単
語
の
順
番
を

入
れ
替
え
る
と
異
な
る
結
果
が
出
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
欄
は
「
観

光
」
に
関
す
る
議
論
の
中
で
重
視
さ
れ
て
い
る
話
題
の
順
番
、
第
二

欄
は
「
宗
教
観
光
」
に
関
す
る
議
論
の
中
で
重
視
さ
れ
て
い
る
話
題

の
順
番
、
第
三
欄
は
「
自
然
観
光
」
に
関
す
る
議
論
の
中
で
重
視
さ

れ
て
い
る
話
題
の
順
番
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
第
一
欄
を
見
る
と
、「
旅
游
」
と
の
関
連
度
が
高
い
の
は

「
発
展
」「
経
済
」「
資
源
」
な
ど
、
経
済
関
連
の
語
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
以
下
は
「
文
化
」「
自
然
」「
歴
史
」
な
ど
、
観
光
資
源
と
し

て
予
想
し
や
す
い
ワ
ー
ド
が
並
ぶ
が
、
こ
の
な
か
で
「
宗
教
」
は
最

下
位
で
あ
る
。
農
業
観
光
は
世
界
的
な
ア
グ
ロ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
流
行



表５　CNKIにおける「旅游」「宗教」「自然」などに関する学術論文数

第一欄 第二欄 第三欄

検索ワード 論文件数 検索ワード 論文件数 検索ワード 論文件数

旅游 147,469 宗教 75,405 自然 634,095

旅游＋発展 65,838 旅游＋宗教 1,396 旅游＋自然 14,690

旅游＋経済 41,262 旅游＋宗教＋文化 989 旅游＋自然＋発展 8,050

旅游＋資源 39,782 旅游＋宗教＋発展 825 旅游＋自然＋資源 7,627

旅游＋文化 28,163 旅游＋宗教＋資源 587 旅游＋自然＋文化 4,927

旅游＋自然 14,690 旅游＋宗教＋歴史 487 旅游＋自然＋経済 4,736

旅游＋歴史 13,122 旅游＋宗教＋経済 419 旅游＋自然＋歴史 2,811

旅游＋民族 7,115 旅游＋宗教＋自然 393 旅游＋自然＋民族 1,472

旅游＋農業 6,643 旅游＋宗教＋民族 324 旅游＋自然＋農業 1,050

旅游＋度暇 3,473 旅游＋宗教＋民俗 253 旅游＋自然＋度暇 742

旅游＋民俗 2,997 旅游＋宗教＋度暇 55 旅游＋自然＋民俗 687

旅游＋宗教 1,396 旅游＋宗教＋農業 52 旅游＋自然＋宗教 337

注：それぞれのキーワードは筆者が重要と考えたものを任意で挙げているので、実際には
ここに挙げたものよりも高い関連度を示す単語が存在する可能性はある。
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を
受
け
て
近
年
中
国
で
も
よ
う
や
く
議
論
さ
れ
始
め
た
も
の

だ
が
、「
宗
教
」
は
そ
れ
よ
り
も
注
目
度
が
低
い
。
宗
教
観

光
が
迷
信
復
興
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を

表
明
す
る
論
文
も
多
く
、
少
な
く
と
も
中
国
で
は
「
宗
教
」

と
「
観
光
」
が
本
来
結
び
つ
き
に
く
い
面
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　

宗
教
観
光
に
関
す
る
論
文
群
（
第
二
欄
）
に
つ
い
て
ま
ず

注
目
さ
れ
る
の
は
、
経
済
関
連
の
語
と
同
等
か
そ
れ
以
上
に

「
文
化
」
や
「
歴
史
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
欄
の
自
然
観
光
に
関
す
る
論
文
群
で
は
経
済
関
連
の
語

の
ほ
う
が
や
は
り
優
位
な
の
で
、
こ
こ
で
も
宗
教
と
経
済
発

展
と
を
直
接
結
び
つ
け
に
く
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
勐
煥
大
金
塔
の
建
設
過
程
で
見
ら
れ
た
宗
教
と
金
儲
け

の
問
題
は
、
徳
宏
州
の
み
な
ら
ず
全
国
的
に
共
通
の
課
題
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

徳
宏
州
の
ケ
ー
ス
と
全
国
的
傾
向
の
違
い
に
示
唆
を
与
え

て
く
れ
そ
う
な
の
は
、「
民
族
」
と
「
民
俗
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る
。
中
国
で
は
、
人
々
の
生
活
文
化
を
指
す
と

き
、
多
数
派
を
占
め
る
漢
族
に
つ
い
て
は
「
民
俗
」
を
使
う

が
、
少
数
民
族
に
つ
い
て
は
「
民
族
文
化
」
と
使
い
分
け
る

傾
向
が
あ
る
。「
風
情
」
と
い
う
語
と
組
み
合
わ
せ
る
と
き

も
、
少
数
民
族
に
つ
い
て
は
「
民
族
風
情
」
で
あ
り
、
漢
族

に
つ
い
て
は
「
民
俗
風
情
」
と
な
る
。
こ
の
使
い
分
け
は
い
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つ
も
常
に
絶
対
に
守
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
前
提

で
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
第
三
欄
に
お
い
て
自
然
観
光

が
「
民
俗
」
よ
り
も
「
民
族
」
と
の
親
和
性
の
ほ
う
が
高
い
結
果
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
徳
宏
タ
イ
族
の

知
識
人
た
ち
が
普
段
よ
く
こ
ぼ
す
の
は
、「
漢
族
は
、
少
数
民
族
に

は
大
し
た
文
化
や
歴
史
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
少
数
民
族
を

自
然
と
結
び
付
け
、
暗
に
野
蛮
と
見
な
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
近
年
の
「
自
然
」
は
「
野
蛮
」
と
関
連
付
け
ら
れ
る
よ

り
も
、「
環
境
保
護
」
と
い
う
（
ポ
ス
ト
か
ハ
イ
パ
ー
か
は
知
ら
な

い
が
）
よ
り
モ
ダ
ン
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
「
宗
教
」
を
加
え
れ
ば
、
自
然
に
人
文
的
要

素
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
欄
の
「
宗
教
観
光
」
の
文
脈
で

は
、「
民
俗
」
と
「
民
族
」
の
あ
い
だ
に
あ
ま
り
差
が
な
い
こ
と
も
、

そ
う
解
釈
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
ま
た
、「
自
然
観
光
」
の
論
文

群
は
「
宗
教
」
へ
の
関
心
が
低
い
が
、「
宗
教
観
光
」
の
論
文
群
で

は
「
自
然
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。「
宗
教
」
の
観
光
化
の
た
め
に

「
自
然
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
「
宗
教
観
光
」
の
展
開
が
中
国
に
お
け
る
「
少
数
民
族
」「
宗
教
」

「
自
然
」
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
容
さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
結
局

「
自
然
と
と
も
に
暮
ら
す
少
数
民
族
」
と
い
う
旧
来
の
語
り
を
強
化

す
る
だ
け
な
の
か
、
今
後
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

注〈
1
〉 

本
稿
で
主
に
取
り
上
げ
る
「
タ
イ
族
」
は
、
中
国
で
「
傣
族
」

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
そ
の
中
で
も
特
に
徳
宏
州
に
住
ん
で
い
る
人
々

を
指
す
。
タ
イ
王
国
や
ラ
オ
ス
な
ど
に
住
む
い
わ
ゆ
る
広
義
の
タ
イ

系
民
族
に
含
ま
れ
る
が
、
特
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
シ
ャ
ン
州
で
シ
ャ
ン

族
と
呼
ば
れ
る
人
々
と
の
親
縁
性
が
高
い
。
な
お
、
徳
宏
州
の
二
〇

〇
八
年
の
人
口
構
成
は
『
徳
宏
年
鑑
』
二
〇
〇
九
年
版
、
五
〇
頁
に

よ
れ
ば
全
州
総
人
口
一
一
八
・
五
〇
万
人
、
そ
の
う
ち
漢
族
六
一
・
九

四
万
人
、
タ
イ
族
三
五
・
四
四
万
人
、
ジ
ン
ポ
ー
族
一
三
・
六
万
人
、

リ
ス
族
三
・
〇
七
万
人
、
ア
チ
ャ
ン
族
三
・
〇
四
万
人
、
ド
ア
ン
族

一
・
四
一
万
人
。
ち
な
み
に
徳
宏
州
の
総
面
積
は
一
万
一
五
二
六
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

〈
2
〉 

実
際
、
ド
ア
ン
族
文
化
を
紹
介
す
る
三
台
山
の
ド
ア
ン
族
博
物

館
や
、
ジ
ン
ポ
ー
族
の
広
山
民
族
文
化
村
な
ど
が
、
二
〇
一
〇
年
ま

で
に
相
次
い
で
整
備
さ
れ
て
い
る
。

〈
3
〉 

中
国
で
は
一
般
に
西
双
版
納
が
唯
一
の
熱
帯
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
徳
宏
は
州
内
の
那
邦
盆
地
や
莫
里
を
熱
帯
気
候
と

し
て
い
る
﹇
徳
宏
傣
族
景
頗
族
自
治
州
志
編
纂
委
員
会
編1994 : 

110

﹈。

〈
4
〉 

州
内
に
は
他
に
盈
江
県
、
隴
川
県
、
梁
河
県
が
あ
り
、
順
次
開

放
さ
れ
た
。
畹
町
は
一
九
九
九
年
か
ら
瑞
麗
に
編
入
さ
れ
た
。

〈
5
〉 
抽
出
さ
れ
た
項
目
総
数
は
五
八
一
で
あ
る
。「
扎
朶
」
と
「
莫

里
」
の
よ
う
に
表
記
が
違
っ
て
も
同
一
地
域
を
指
す
場
合
は
同
じ
項

目
と
し
て
数
え
た
。
ま
た
、
一
冊
の
中
で
紹
介
さ
れ
る
順
番
、
説
明
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文
の
中
で
触
れ
ら
れ
る
特
定
の
要
素
、
よ
く
使
わ
れ
る
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
、
関
連
し
て
挙
げ
ら
れ
る
観
光
地
な
ど
も
チ
ェ
ッ
ク
し
た
。

〈
6
〉 
巨
大
な
榕
樹
の
こ
と
。
独
特
な
根
の
張
り
方
を
す
る
た
め
、
一

本
だ
け
で
何
本
も
の
木
が
生
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
あ

る
。

〈
7
〉 

夏
安
居
と
も
い
い
、
地
中
の
虫
な
ど
の
活
動
が
活
発
に
な
る
雨

季
の
三
か
月
間
、
無
用
の
殺
生
を
せ
ず
に
済
む
よ
う
に
僧
侶
が
寺
院

に
こ
も
り
、
外
出
を
慎
む
習
慣
。

〈
8
〉 

一
九
九
八
年
に
六
〇
歳
だ
っ
た
地
元
の
タ
イ
族
の
女
性
は
昔
な

ん
ら
か
の
祭
り
を
し
て
い
た
と
語
り
、
一
九
九
六
年
に
四
〇
歳
だ
っ

た
地
元
の
タ
イ
族
の
男
性
は
、
自
分
の
父
親
の
代
に
は
樹
包
塔
で
ポ

イ
・
サ
ウ
サ
ム
を
し
た
ら
し
い
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
多
く
の

人
々
は
「
知
ら
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
筆
者
は
土
司
の
関
係
者
が

私
的
に
参
拝
す
る
仏
塔
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

〈
9
〉 

例
え
ば
張
・
楊
編
著
﹇1993

﹈、
陳
﹇2000
﹈、
王
・
張
﹇2004

﹈

な
ど
。

〈
10
〉 

瑞
麗
を
主
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
研
究
し
て
い
る
小
島
敬
裕

に
よ
れ
ば
、「
ザ
ッ
ク
ド
ー
」
の
原
語
は
仏
足
石
を
意
味
す
る
ビ
ル

マ
語
の
「
セ
ッ
ド
ー
」
で
あ
る
。

〈
11
〉 

こ
の
他
に
少
な
く
と
も
一
か
所
に
仏
足
石
が
、
も
う
一
か
所
に

釈
迦
の
影
が
写
っ
た
と
さ
れ
る
岩
が
あ
る
が
、
主
に
タ
イ
族
の
人
々

に
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
観
光
地
と
し
て
も
未
開
発
で
あ
る
。

〈
12
〉 

現
地
の
人
々
や
研
究
者
の
話
か
ら
考
え
て
、
少
な
く
と
も
上
座

仏
教
の
僧
侶
は
本
物
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。

〈
13
〉 

こ
の
経
緯
は
、
張
﹇1992 : 244

﹈、
徳
宏
州
人
民
政
府
編
﹇1998 : 

265

﹈、
年
鑑
編
集
部
編
﹇1997 : 145

﹈
の
ほ
か
、
公
園
の
従
業
員
や

芒
市
の
タ
イ
族
へ
の
二
〇
一
〇
年
八
月
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
い

て
再
構
成
し
た
。

〈
14
〉 

雲
南
省
レ
ベ
ル
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
は
、『
雲
南
民
族
村

鎮
旅
游
』﹇2009

﹈
で
徳
宏
州
の
「
最
重
要
景
点
」
と
し
て
勐
煥
大

金
塔
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
〇

九
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
潞
西
県
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
三
冊
が
す
べ

て
、
勐
煥
大
金
塔
を
一
番
最
初
に
紹
介
し
て
い
る
。

〈
15
〉 

タ
イ
族
の
人
々
は
自
分
の
村
の
寺
の
た
め
な
ら
、
不
平
を
言
い

な
が
ら
で
も
数
十
元
か
ら
時
に
は
数
百
元
に
も
の
ぼ
る
寄
進
を
す
る

が
、
珍
奇
園
の
社
長
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
勐
煥
大
金
塔
へ
の
寄
進
は

一
人
当
た
り
一
〜
五
元
程
度
だ
っ
た
。

〈
16
〉 

仏
日
は
雨
安
居
の
期
間
中
、
七
日
に
一
度
信
者
が
五
戒
を
授
か

り
寺
院
に
寝
泊
ま
り
す
る
行
事
。
布
薩
日
。

〈
17
〉 

僧
侶
た
ち
は
近
く
の
村
か
ら
三
日
に
一
度
三
人
ず
つ
交
代
で
勐

煥
大
金
塔
に
来
て
い
た
。

〈
18
〉 

勐
煥
大
金
塔
を
め
ぐ
る
建
設
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
、
別
稿

に
書
く
予
定
で
あ
る
。

〈
19
〉 

こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
書
く
予
定
で
あ
る
。

〈
20
〉 

観
光
資
源
と
し
て
の
「
宗
教
文
化
」
を
論
じ
た
も
の
と
し
て

は
、
李
﹇1990

﹈、
楊
﹇1995

﹈、
朱
﹇1996

﹈、
林
﹇2003

﹈
な

ど
。「
仏
文
化
」
に
言
及
し
た
珍
奇
園
の
ペ
ー
ジ
はhttp://www.

dh169 .net/pubnew
s/doc/read/dhfg/438325506 .132659255 /

index.asp
だ
が
、
現
在
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

〈
21
〉 

「
宗
教
文
化
」
の
生
成
に
つ
い
て
は
、N

agatani ﹇2010

﹈
も
参
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照
の
こ
と
。

〈
22
〉 

国
家
宗
教
事
務
局
が
刊
行
す
る
雑
誌
『
中
国
宗
教
』
で
も
、
田

﹇2001
﹈
が
仏
教
と
環
境
保
護
の
組
み
合
わ
せ
を
新
鮮
で
発
展
的

テ
ー
マ
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
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