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本
書
は
タ
イ
ト
ル
を
﹁
和
魂
漢
神
﹂
と
す
る
よ
う
に
︑
中
国
の
民
間
で
信

仰
さ
れ
た
神
が
日
本
に
伝
来
し
て
か
ら
︑
徳
川
時
代
に
﹁
日
本
化
﹂
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
大
和
の
魂
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
主
旨
の
も
と
︑

神
話
伝
説
の
帝
王
で
あ
る
伏
羲
︑
神
農
︑
禹
︑
文
武
二
聖
の
孔
子
︑
関
帝
︑

守
護
神
の
媽
祖
︑
石
敢
当
︑
鍾
馗
と
い
う
八
つ
の
神
を
取
り
上
げ
て
︑
徳
川

日
本
に
お
け
る
受
容
と
変
容
を
考
察
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ

の
神
を
一
つ
の
章
に
宛
て
て
︑
徳
川
時
代
以
前
の
崇
拝
と
信
仰
の
様
相
を
紹

介
し
︑
徳
川
時
代
の
形
象
の
変
容
や
︑
祭
祀
方
法
の
変
化
︑
文
芸
作
品
の
中

の
独
自
的
表
象
な
ど
を
︑
一
次
資
料
で
説
明
し
て
い
る
︒
箇
条
書
き
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
の
に
加
え
︑
著
者
が
撮
影
し
た
多
様
な
写
真
と
資
料
の
図
絵

も
挿
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
門
外
漢
で
も
内
容
が
わ
か
り
や
す
い
一
冊
だ
と
言

え
る
︒

　
本
書
は
中
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
日
本
を
越
境
・
往
還
す
る
中
国

の
神
の
表
現
と
し
て
﹁
漢
神
﹂
と
い
う
の
は
差
し
支
え
が
な
い
が
︑
日
本
語

で
﹁
漢
神
﹂
と
言
う
場
合
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
に
﹁
諸
国
で
行
わ
れ
て
︑
牛
馬
を

殺
し
て
供
犠
し
た
﹂
と
記
録
さ
れ
た
神
を
指
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒
現
在

は
外
国
の
神
を
い
う
に
は
︑﹁
外
来
神
﹂﹁
異
神
﹂﹁
蕃
神
﹂
の
ほ
う
が
よ
く

使
わ
れ
て
い
る
︒
本
書
で
は
︑
外
に
拒
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

﹁
外
来
神
﹂
や
︑
耳
慣
れ
ぬ
異
貌
の
神
々
を
意
味
す
る
﹁
異
神
﹂
よ
り
も
︑
外

か
ら
入
り
込
ん
だ
後
に
定
着
し
︑
そ
の
国
︑
そ
の
土
地
で
信
仰
の
対
象
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹁
蕃
神
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
訳
語
と
し
て
適
切
だ
ろ
う
︒

　
中
国
の
神
が
徳
川
時
代
の
宗
教
思
想
︑
民
間
風
習
︑
そ
し
て
文
芸
作
品
に

吸
収
さ
れ
変
容
す
る
現
象
に
つ
い
て
︑
著
者
は
冒
頭
に
︑
地
方
化

（localization

）︑
土
着
化
（indigenization

）
と
い
う
宗
教
の
理
論
に
言
及
し
て

書 

評呉
偉
明

﹃ 
和
魂
漢
神 

︱
︱
徳
川
日
本
に
お
け
る
中
国
民
間
信
仰
の
在
地
化
﹄

吳
偉
明
﹃
和
魂
漢
神
：
中
國
民
間
信
仰
在
德
川
日
本
的
在
地
化
﹄

馬
　
　
冰
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い
る
が
︑
著
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
本
書
は
宗
教
専
門
の
研
究
書
と
い
う

よ
り
も
︑
む
し
ろ
文
化
史
の
視
座
で
神
や
信
仰
に
関
す
る
文
化
現
象
を
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
︒
信
仰
の
担
い
手
と
な
る
寺
院
や
石
碑
な
ど
の
遺
跡
を
紹

介
す
る
だ
け
で
な
く
︑
民
間
生
活
の
中
の
風
習
や
︑
小
説
︑
劇
と
い
っ
た
文

芸
に
お
け
る
虚
像
も
︑
中
国
か
ら
伝
来
し
た
蕃
神
が
近
世
に
受
容
さ
れ
変
容

し
た
こ
と
の
表
象
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
︒

　
中
国
に
起
源
す
る
民
間
信
仰
の
神
々
は
︑
日
本
に
入
り
込
む
と
強
い
流
動

性
を
示
し
︑
宗
教
学
で
い
う
土
着
化
︑
文
化
研
究
で
い
う
受
容
と
変
容
の
様

相
を
見
せ
る
︒
こ
の
点
に
注
目
し
て
徳
川
日
本
の
宗
教
と
信
仰
の
あ
り
方
︑

お
よ
び
日
中
文
化
交
流
史
を
検
討
す
る
場
合
︑
ま
ず
は
八
百
万
と
も
い
わ
れ

る
神
々
を
信
仰
す
る
徳
川
日
本
の
民
間
信
仰
の
中
の
位
置
付
け
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
︒

　
本
書
は
近
世
の
日
本
で
見
ら
れ
た
文
化
表
象
と
し
て
信
仰
︑
風
俗
︑
文
化

な
ど
を
あ
る
程
度
カ
バ
ー
し
て
い
る
︒
著
者
は
明
確
に
指
摘
し
て
い
な
い
が
︑

日
本
在
来
の
神
仏
の
多
く
は
︑
目
に
見
え
る
信
仰
対
象
や
︑
文
献
に
残
さ
れ

た
記
述
な
ど
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
の
に
対
し
て
︑
蕃
神
の
ほ
と
ん
ど

は
徳
川
日
本
に
お
い
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
夥
し
い
蕃
神
の
中
で
も
︑
牛
頭
天
王
の
よ
う
に
信
仰

が
現
在
ま
で
定
着
し
て
い
る
例
と
比
べ
︑
本
書
で
取
り
扱
っ
て
い
る
神
々
は

決
し
て
メ
ジ
ャ
ー
な
存
在
で
は
な
い
︒
伏
羲
と
神
農
は
儒
学
者
の
よ
う
に
知

識
の
あ
る
人
た
ち
だ
け
に
は
認
識
さ
れ
て
崇
拝
さ
れ
た
が
︑
徳
川
日
本
で
は

そ
れ
ほ
ど
浸
透
し
て
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
中
国
商
人
が
集
住
し
た
長
崎
の
関

帝
信
仰
や
媽
祖
信
仰
に
も
︑
ま
た
琉
球
の
石
敢
当
に
も
︑
強
い
地
域
性
が
見

ら
れ
︑
日
本
全
土
に
は
普
及
し
て
い
な
い
︒
い
ず
れ
も
徳
川
時
代
の
日
本
人

に
な
じ
み
の
な
い
神
だ
と
推
測
で
き
る
︒

　
次
位
的
な
信
仰
で
あ
り
な
が
ら
︑
徳
川
日
本
を
多
角
的
に
考
察
で
き
る
こ

と
は
︑
蕃
神
の
研
究
と
し
て
従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
学
術
価
値
で
あ
る
︒

本
書
で
は
複
数
の
信
仰
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
多
方
面
か
ら
外
来

し
た
信
仰
の
あ
り
か
た
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
中
国
の
民
間
信
仰
が
日
本
に
根
付
き
︑
今
も
信
仰
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
は
︑
民
間
信
仰
の
多
様
さ
と
︑
江
戸
時
代
の
民
間
に
よ
る
日
中
交

流
史
の
一
端
が
窺
え
る
し
︑
政
権
間
の
﹁
鎖
国
﹂
と
い
う
政
策
の
中
で
も
特

定
の
地
域
で
は
民
間
交
流
が
絶
た
れ
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
︑
盛
ん
に
行
わ
れ

た
と
い
う
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
古
く
か
ら
日
本
人
の
信
仰
対

象
と
な
っ
た
蕃
神
が
江
戸
時
代
に
民
間
に
浸
透
し
︑
他
の
神
仏
と
も
習
合
し

た
現
象
か
ら
は
︑
近
世
宗
教
と
信
仰
思
想
の
変
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

一
方
︑
江
戸
時
代
に
町
人
文
化
︑
都
市
文
化
︑
生
活
文
化
と
大
衆
文
化
が
栄

え
た
こ
と
を
社
会
的
背
景
と
し
て
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
蕃
神
が
日
本
人
の
手

に
よ
っ
て
そ
こ
に
加
え
ら
れ
て
︑
江
戸
文
化
に
す
っ
か
り
融
合
し
た
︒
こ
う

し
て
中
国
の
要
素
を
利
用
し
て
日
本
文
化
が
構
築
さ
れ
る
︑
と
い
う
結
論
が

裏
付
け
ら
れ
る
︒

　
例
え
ば
︑
中
国
人
の
商
人
が
活
動
し
て
い
た
長
崎
は
︑
媽
祖
信
仰
と
と
も
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に
関
帝
信
仰
の
中
心
と
な
っ
た
︒
ま
た
九
州
は
石
敢
当
の
主
な
信
仰
地
域
で

あ
る
︒
無
論
︑
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
地
域
性
が
形
成
さ
れ
た
の
は
︑
近
世
に

海
を
挟
ん
で
中
国
と
日
本
の
間
を
行
き
来
し
た
人
々
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

蕃
神
へ
の
信
仰
は
中
国
人
圏
を
越
え
︑
日
本
人
の
風
習
に
適
応
し
た
内
容
と

形
式
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
歌
舞
伎
︑
浄
瑠
璃
と
い
っ
た
日
本

独
自
の
芸
能
に
も
関
帝
な
ど
の
蕃
神
が
出
現
し
︑
徳
川
時
代
の
日
本
人
が
享

受
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
中
国
の
民
間
信
仰
と
し
て
の
﹁
漢

神
﹂
は
︑
徳
川
日
本
に
お
い
て
完
全
に
日
本
風
の
魂
へ
と
取
り
替
え
ら
れ
て

し
ま
っ
た
︒

　
本
書
で
は
︑
蕃
神
に
関
す
る
文
化
表
象
を
主
に
﹁
宗
教
﹂﹁
風
習
﹂﹁
文

芸
﹂
に
意
図
的
に
分
類
し
て
論
じ
て
い
る
が
︑
三
者
の
間
に
は
明
確
に
は
区

別
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
︒
ま
た
先
述
し
た
関
帝
信
仰
の
例
か
ら
見
て
み
る

と
︑
そ
も
そ
も
中
国
か
ら
伝
来
し
た
信
仰
は
︑
人
々
の
移
動
に
よ
っ
て
生
活

と
と
も
に
定
着
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
の
で
︑
習
慣
と
し
て
生
活
の
中
で
普

通
に
行
わ
れ
︑
文
芸
作
品
に
も
表
現
さ
れ
た
︒
本
書
で
は
︑
関
羽
の
御
迎
人

形
と
山
鉾
が
﹁
宗
教
﹂
の
文
化
現
象
と
さ
れ
る
が
︑
毎
年
行
わ
れ
る
祭
り
と

し
て
一
種
の
﹁
風
習
﹂
と
し
て
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
関
羽
を
描
い

た
絵
画
や
︑
関
羽
を
扱
う
随
筆
・
小
説
は
﹁
文
芸
﹂
の
表
象
と
さ
れ
て
い
る

が
︑
こ
れ
ら
は
関
帝
信
仰
が
普
及
し
て
い
る
所
以
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

こ
の
よ
う
に
︑
民
間
信
仰
は
生
活
に
浸
透
し
て
い
る
た
め
︑
宗
教
の
厳
粛
的

信
仰
は
風
習
と
し
て
も
定
着
す
る
可
能
性
が
あ
り
︑
多
種
多
様
な
文
芸
作
品

に
登
場
す
る
こ
と
も
あ
り
え
る
︒﹁
宗
教
﹂﹁
風
習
﹂﹁
文
芸
﹂
と
い
う
三
者

の
境
界
は
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
︑
本
書
で
用
い
ら
れ
た
分
類
方
法
は
検
討
し

直
す
余
地
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
︒

　
日
本
に
渡
来
し
た
中
国
の
蕃
神
は
︑
決
し
て
本
書
で
取
り
扱
っ
て
い
る
八

神
に
限
ら
れ
ず
︑
他
に
も
泰
山
府
君
︑
七
福
神
︑
摩
多
羅
神
な
ど
数
多
く
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
の
蕃
神
も
日
本
に
伝
来
し
て
か
ら
日
本
の
宗
教
思
想

や
生
活
風
習
な
ど
の
中
に
受
容
さ
れ
て
変
容
し
て
い
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
神
々
の
土
着
化
︑
あ
る
い
は
受
容
と
変
容
に
は
︑

普
遍
的
な
要
素
が
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
︒

　
宗
教
も
思
想
も
信
仰
も
︑
起
源
地
を
離
れ
る
と
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
時
代

と
現
地
の
状
況
に
応
じ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
形

象
で
あ
ろ
う
が
︑
機
能
で
あ
ろ
う
が
︑
み
な
基
本
的
性
格
を
ベ
ー
ス
に
し
て

信
仰
が
築
か
れ
る
︒
古
代
の
理
想
的
な
治
世
君
王
で
あ
る
伏
羲
︑
治
水
の
神

と
さ
れ
る
禹
︑
人
々
に
医
療
と
農
耕
の
術
を
教
え
た
神
農
︑
そ
し
て
︑
忠
義

を
貫
く
武
将
の
関
羽
︑
儒
教
の
聖
人
で
あ
る
孔
子
な
ど
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
信
仰

の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
芯
と
し
て
一
貫
す
る
も
の
が
︑
神
が

神
で
あ
る
こ
と
を
支
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
彼
ら
は
脱
線
せ
ず
に
変
容
し
え

る
の
で
あ
る
︒
中
国
の
神
々
は
徳
川
日
本
で
は
文
化
の
一
要
素
と
し
て
吸
収

さ
れ
る
結
末
に
な
っ
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
神
が
日
本
風
の
魂
を
カ
バ
ー
し
て

不
変
の
安
定
的
な
も
の
に
な
る
過
程
を
明
確
に
す
れ
ば
︑﹁
和
魂
漢
神
﹂
の

土
着
化
の
真
髄
に
よ
り
迫
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒




