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李

献

環

著

婿
租
信
仰
の
研
究

日

比

野

丈

夫

李
戯
曲
埠
氏
の
大
著
『
矯
租
信
仰
の
研
究
』
が
出
て
か
ら
す
で
に
六
年
が
た
つ

た
。
こ
れ
を
熟
議
し
て
紹
介
す
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
私
に
課
せ
ら
れ
た
任
務

だ
っ
た
が
、
つ
い
俗
事
に
取
り
紛
れ
て
遅
延
し
て
い
た
の
は
著
者
に
射
し
て
は

も
と
よ
り
、
間
牢
界
に
謝
し
で
も
申
謬
け
な
い
し
だ
い
で
あ
る
。
本
書
は
第
一
篇

「
婿
租
傍
設
の
展
開
」
、
第
二
篇
「
歴
代
の
封
賜
よ
り
見
た
る
嬬
租
信
仰
の
消

長
」
、
第
三
篇

「
鳩
祖
信
仰
の
愛
生

・
俸
矯
及
び
そ
の
影
響
」
、
附
録
三
論
文
の

ほ
か
資
料
篇
「
有
関
矯
租
文
献
資
料
集
」
よ
り
な
り
、
計
七
五

O
頁
を
越
え

る
。
著
者
に
よ
る
と
、
中
図
の
民
閃
紳
信
仰
の
研
究
は
、
問
時
承
を
主
と
し
文
献

を
排
除
し
た
民
俗
準
的
方
法
の
み
に
は
頼
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
文
献
資
料
の

活
用
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
つ
ま
り
紳
が
鐙
験
を
あ
ら
わ
す
と
、
歴
代
の
王

朝
は
こ
れ
を
柁
典
に
編
入
し
封
賜
し
て
報
恩
の
意
を
表
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
記
録
は
こ
の
榊
の
信
仰
の
設
展
、出陣
拐
を
歴
史
的
に
も
の
が
た
る
も
の
だ

と
い
う
。
こ
の
考
え
に
は
私
も
全
面
的
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
、
か
つ
て
山

西
の
関
一
帝
廟
や
間
関
池
廟
の
由
来
を
調
べ
た
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
な
記
録
を
根

本
資
料
と
し
た
経
験
が
あ
る
。

ま
ず
矯
租
即
時
設
の
原
初
形
態
と
し
て
、
北
宋
末
期
(
一
二
世
紀
初
)
に
は
漠

然
と
一隅
建
地
方
の
航
海
安
全
の
紳
と
い
う
、
あ
い
ま
い
な
存
在
だ
っ
た
の
が
、

約
一
世
紀
後
の
南
宋
末
に
は
、
諸
問
団
鯨
泊
州
の
林
氏
の
女
と
、
本
籍
や
姓
氏
が

付
奥
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
元
代
か
ら
明
初
に
か
け
一
世
紀
徐
り
の

聞
に
、
い
ろ
い
ろ
の
停
裁
が
加
わ
り
、
婿
租
説
話
の
骨
組
が
形
作
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
婿
租
の
生
誕
が
五
代
の
闘
園
時
代
あ
る
い
は
宋
初
の
こ
と
と
さ
れ
、
生

日
を
春
一一
一
月
二
十
三
日
(
卒
日
は
秋
〉

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
閲
の

こ
と
で
、
道
教
の
紳
と
な
っ
て
明
初
に
は
す
で
に
『
太
上
設
天
妃
救
苦
霊
験

経
』
と
い
う
も
の
も
作
ら
れ
て
い
た
。
明
代
後
期
に
は
傍
数
と
も
結
び
つ
い
て

『
三
教
授
神
大
全
』
に
み
え
る
よ
う
に
、
そ
の
説
話
に
新
し
い
要
素
が
加
わ

り
、
さ
ら
に
『
西
遊
記
』
か
ら
多
く
の
題
材
を
取
り
入
れ
た
『
天
妃
娘
婿
停
』

と
い
う
章
回
小
説
も
あ
ら
わ
れ
た
。
設
話
の

一
部
は
袋
中
の
『
琉
球
神
道
記
』

や
菅
江
岡
県
澄
の
『
天
妃
縁
起
』
に
俸
承
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
日
本
人
に
も
知
ら

れ
た
。
前
者
は
明
代
後
期
に
中
園
と
琉
球
と
の
交
通
が
密
接
に
な
っ
た
た
め
で

あ
り
、
後
者
は
日
本
に
お
け
る
婿
祖
信
仰
が
九
州
か
ら
北
上
し
て
下
北
宇
島
に

ま
で
逮
し
た
結
果
で
あ
る
。
明
末
に
は
熔
租
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
や
設

話
を
集
大
成
し
た
『
天
妃
額
要
録
』
が
作
ら
れ
て
、
諸
問
田
沼
州
の
婿
租
廟
か
ら

刊
行
さ
れ
、
清
代
の
乾
隆
末
に
は
『
天
后
聖
母
聖
蹟
園
志
』
が
出
て
、
『
天
妃

願
聖
録
』
に
代
り
天
下
に
普
及
し
、

嬬
租
信
仰
の
慕
礎
文
献
と
な
っ
た
。

以
上
は
婿
租
信
仰
の
起
原
と
展
開
で
、
第
一
篇
の
き
わ
め
て
簡
単
な
要
約
で

あ
る
。
最
後
の
第
五
章

「
琉
球
奈
姑
婆
府開
設
考
査
」
は
直
接
に
婿
祖
廟
開
設
に
関

し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

『東
洋
史
研
究
』
第
一
七
巻
第
二
鋭
(
昭
和
三
二
年

九
月
〉
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
に
改
訂
を
加
え
た
と
い
う
。
第
二
篇
は
歴
代
の
封

賜
か
ら
み
た
矯
租
信
仰
の
境
涯
で
あ
る
。
文
献
に
み
え
る
最
初
は
宣
和
五
年
、

路
允
迫
が
高
麗
園
信
使
と
し
て
汲
遣
さ
れ
た
と
き
、
嬬
租
が
海
上
で
短
異
を
あ

ら
わ
し
た
の
で
順
済
の
胸
額
を
賜
い
、
紹
興
二
六
年
に
璽
恵
夫
人
に
封
じ
、
同

三
O
年
に
昭
際
、
乾
道
三
年
に
崇一陽
、
淳
照
二
一
年
に
善
利
の
夫
人
読
を
加

封
、
紹
照
四
年
に
は
女
神
最
高
位
の
盤
恵
妃
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
金
園
と
封
戟
の

さ
い
、
宋
で
は
一
幅
建
水
軍
の
活
躍
に
期
待
す
る
こ
と
が
大
き
く
、
そ
の
守
り
紳

で
あ
る
鰐
租
も
こ
れ
に
臨
応
じ
て
た
び
た
び
霊
異
を
あ
ら
わ
し
た
か
ら
で
、
そ
の
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後
も
引
き
績
き
助
順
、
願
街
、
英
烈
、
嘉
態
等
々
の
加
封
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
元
代
、
至
元
一
八
年
に
護
園
明
著
天
妃
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
海
運
の
安

全
に
鐙
験
を
期
待
し
た
か
ら
で
あ
り
、
大
徳
三
年
に
は
庇
民
、
延
祐
元
年
に
は

庚
湾
、
天
暦
二
年
に
は
一
渦
恵
、
至
正
四
年
に
は
輔
彦
一
一
の
封
読
が
加
え
ら
れ
、
全

図
的
な
航
海
守
護
紳
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。

明
初
に
も
海
運
の
安
全
を
祈
っ
て
、
洪
武
時
に
は
妙
盤
、
昭
慮
、
永
築
時
に

は
弘
仁
、
普
演
な
ど
の
封
放
が
加
え
ら
れ
た
。
永
築
の
加
封
は
制
御
和
ら
に
よ
る

南
海
経
略
に
嘗
り
船
中
に
婿
租
を
奉
杷
し
、
そ
の
た
び
に
鐙
験
を
こ
う
む
っ
た

た
め
、
園
家
的
傘
崇
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
た
結
果
で
あ
る
。
の
ち
に
は
琉
球
を

始
め
朝
鮮
、
日
本
へ
の
遺
使
船
も
そ
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

明
朝
の
鳩
租
に
制
到
す
る
封
賜
は
そ
の
後
殆
ん
ど
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
主
に

民
閲
信
仰
と
し
て
漕
濯
に
従
事
す
る
舟
師
た
ち
の
閲
に
ひ
ろ
が
り
、
運
河
沿
線

の
要
地
で
廟
記
さ
れ
る
と
と
が
多
く
な
っ
た
。
清
代
で
も
政
府
と
婿
租
と
の
関

係
は
琉
球
に
糾
問
す
る
加
封
船
が
加
護
を
受
け
た
の
に
始
ま
り
、
肇
輔
問
に
嬢
っ
た

鄭
成
功
の
子
の
経
を
討
伐
す
る
に
さ
い
し
(
康
照
一
九
|
一
一
一
一
年
〉
簸
異
を
あ

ら
わ
し
て
天
后
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
は
朱
一
血
貝
の
鋭
(
康
照
六

O
年
〉
、
林

爽
文
の
天
地
舎
の
飢
(
乾
隆
四
九
|
五
三
年
〉
が
卒
定
さ
れ
た
と
き
に
一
踊
佑
群

生
、
闘
相
紳
賛
明
な
ど
の
封
放
を
賜
っ
た
。

第
三
篇
は
一
渦
建
の
一
僻
地
に
愛
生
し
た
矯
租
信
仰
が
、
各
地
に
停
揺
し
た
経

過
と
影
響
を
の
べ
て
い
る
。
田
技
生
時
期
は
北
宋
の
元
結
元
年
(
一

O
八
六
)
の

こ
ろ
、

訪問
回
鯨
寧
海
銀
に
紳
異
が
あ
ら
わ
れ
、
聖
一
屯
と
い
う
と
こ
ろ
に
廟
記
さ

れ
た
の
に
始
ま
り
、

宣
和
五
年
の
高
麗
遺
使
船
の
遭
難
を
救
い
、
の
ち
宋
・
金

の
水
上
載
に
お
け
る
一
繭
建
水
師
の
活
躍
と
と
も
に
、
そ
の
信
仰
が
各
地
に
ひ
ろ

が
っ
た
。
廟
は
青
田
豚
内
で
は
江
口
、
白
湖
の
も
の
が
古
く
、
調
州
に
作
ら
れ

た
の
は
年
代
的
に
は
か
え
っ
て
新
し
い
よ
う
で
あ
る
。
廟
の
分
布
は
も
ち
ろ
ん

一
喝
建
に
多
い
が
、
北
は
祈
江
(
杭
州
、
寧
波
、
温
州
、
台
州
)
、
江
蘇
(
松
江
、

蘇
州
、
銀
江
、
江
寧
)
、
南
は
庚
東
(
と
く
に
潮
州
)
方
面
へ
も
停
播
し
た
。

元
代
に
は
江
掘
削
に
お
い
て
漕
運
の
代
表
的
守
り
紳
と
し
て
官
民
か
ら
強
い
信
仰

を
獲
得
し
、
さ
ら
に
北
に
進
ん
で
山
東
、
河
北
の
海
岸
地
域
や
運
河
の
沿
線
に

進
出
し
た
。
庚
東
で
は
潮
州
の
ほ
か
庚
州
、
雷
州
、
麹
州
な
ど
で
勢
力
を
機
張

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

政
協
湖
島
は
元
代
に
中
園
の
領
土
と
な
っ
て
か
ら
、
中

園
人
の
移
住
が
始
ま
り
、
明
代
に
は
そ
の
数
が
ま
す
ま
す
多
く
、

鳩
租
の
澗
廟

も
あ
ち
こ
ち
に
作
ら
れ
た
。
牽
輔
円
が
寅
際
に
中
園
と
関
係
を
も
っ
た
の
は
明
代

か
ら
で
、
嘉
靖
、
高
暦
の
聞
に
一
漏
建
の
貿
易
船
が
来
て
先
住
の
倭
一
商
と
取
引
き

し
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
居
住
し
た
の
が
初
め
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
通
説

で
は
中
閣
の
海
賊
、
林
道
乾
や
林
鳳
が
明
軍
の
迫
撃
を
逃
れ
て
益
組
問
へ
行
っ
た

よ
う
に
俸
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
事
寅
は
な
い
。

蓬
湾
の
中
園
人
は
赤
飯
(
ゼ
l

ラ
ン
ジ
ア
)
を
中
心
と
し
て
設
展
し
、
鄭
氏
が
オ
ラ
ン
ダ
に
取
っ
て
代
る
と
そ

の
数
は
一
層
増
加
し
た
が
、
み
な
婿
租
を
信
仰
し
、
清
代
に
は
全
島
に
ひ
ろ
ま

っ
た
。
蔓
岨
問
で
は
鹿
耳
門
、
安
卒
、
赤
僚
の
廟
が
も
っ
と
も
古
く
、
清
代
の
中

期
以
降
は
北
港
の
朝
天
宮
が
全
島
の
嬬
租
信
仰
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

沖
縄
の
嬬
租
信
仰
も
明
と
の
交
通
が
盛
ん
に
な
り
、
中
園
人
が
那
覇
に
来
往

す
る
に
及
ん
で
始
ま
っ
た
も
の
で
、
そ
の
居
住
地
で
あ
る
久
米
村
の
唐
営
に
最

初
の
嬬
祖
廟
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
上
天
妃
宮
で
、
つ
い
で
那

覇
の
町
に
も
琉
球
王
の
設
議
に
よ
っ
て
下
天
妃
宮
が
立
て
ら
れ
た
。
中
園
か
ら

の
崩
封
使
船
に
は
鳩
租
を
紀
っ
て
行
っ
た
が
、
那
覇
に
入
港
す
る
と
鼓
祭
儀
伎

を
も
っ
て
紳
僅
を
上
天
妃
宮
に
迎
え
入
れ
た
の
で
あ
る
。
清
代
に
な
る
と
乾
隆

二
一
年
、
久
米
島
で
坐
篠
し
た
朋
封
使
船
が
嬬
租
の
嬢
異
に
よ
っ
て
救
助
さ
れ

た
の
を
感
謝
し
て
、
そ
こ
に
も
天
后
宮
が
立
て
ら
れ
た
。
薩
摩
は
明
代
に
は
中

国
と
も
っ
と
も
深
い
関
係
に
あ
り
、
通
商
の
た
め
、
あ
る
い
は
倭
定
に
技
致
さ
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れ
て
き
て
同
地
に
居
住
す
る
中
園
人
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
心
は
坊
/
津
と
都

城
の
二
地
で
、
そ
こ
に
は
往
時
、

終
租
を
祭
犯
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡

が
少
く
な
い
。
と
く
に
坊
ノ
津
の
笠
砂
御
崎
、
野
閃
獄
の
娘
婿
澗
は
有
名
で
、

同
級
は
娘
鳩
山
と
も
呼
ば
れ
た
。
野
聞
と
は
娘
婿
の
夜
一耳目
ー
を
靴
っ
て
日
本
化
し

た
の
だ
と
い
う
設
を
な
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
思
い
過
ご
し
で
あ
ろ

う
。
長
崎
で
は
中
園
か
ら
の
来
航
船
が
船
内
の
矯
租
像
を
上
陸
さ
せ
(
菩
薩
揚

げ
)
、
一
時
的
に
奉
犯
す
る
場
所
と
し
て
同
郷
人
の
集
合
所
で
あ
る
舎
館
な
ど

が
利
用
さ
れ
、
そ
れ
が
も
と
と
な

っ
て
麿
寺
に
設
展
し
た
。
唐
寺
の
起
原
は
来

航
の
中
園
人
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
な
く
、
例
数
徒
で
あ
る
こ
と
を
誼
明
す
る
た
め

に
立
て
た
の
だ
と
い
う
設
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
一
隅
済
寺
(
瀦
州

寺
〉
、
興
一昭
寺
(
南
京
寺
)
、

崇
一
服
寺

(
一
隅
州
寺
)
の
い
わ
ゆ
る
長
崎
の
三
唐
寺

に
は
、
仰
殿
と
並
ん
で
鳩
組
殿
が
立
て
ら
れ
た
の
は
そ
の
由
来
を
も
の
が
た
つ

て
い
る
。
府
組
信
仰
が
元
放
以
後
に
は
東
日
本
へ
も
停
播
し
た
例
と
し
て
、
常

陸
と
下
北
竿
島
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
常
陸
で
は
徳
川
光
園
に
招
聴
さ
れ
た
中
園

借
心
越
に
よ
っ
て
、
水
戸
城
下
と
磯
油
田
・
磯
原
と
に
柁
ら
れ
、
下
北
半
島
で
は

同
地
の
船
主
に
よ
っ
て
水
戸
か
ら
勘
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
第
三
篇
の
お
お
ま
か
な
筋
書
き
で
あ
る
。
附
録
と
し
て
、
第
一
に
壁

掛円の
朱
滋
褒
落
の
成
立
と
そ
の
鳩
租
信
仰
、
第
二
に
宋
元
時
代
中
園
人
の
彫
湖

と
喜
一間
に
関
す
る
知
識
、
第
三
に
苅
議
成

・
詩
庚
兄
弟
の
事
蹟
に
つ
い
て
の
三

論
文
を
枚
放
し
て
い
る
。
第
三
の
も
の
は
、
患
界
の
定
説
と
さ
れ
て
き
た
、
清

都府庚
が
宋
の
提
血
中
市
舶
の
官
職
に
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
し
、
ま
た
か
れ
が
ア
ラ

ブ
人
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
断
じ
た
新
設
で
あ
る
。

本
書
を
通
識
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
著
者
が
沓
来
の
通
説
を
徹
底
的
に
見

直
そ
う
と
し
て
、
根
本
資
料
に
随
嘗
り
を
し
て
い
る
熱
意
が
到
る
と
こ
ろ
に
見

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
が
婿
租
研
究
を
手
が
け
ら
れ
た
の
は
早
稲
田
大
暴

哲
風
子
科
在
四
月
子
中
で
、
昭
和
一
八
年
そ
れ
を
ま
と
め
て
卒
業
論
文
に
さ
れ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
研
究
は
貨
に
四
十
徐
年
に
わ
た
り
紹
え
ま
な
く
績
け

ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
聞
に
、

婿
祖
に
関
し
て
あ
ら
ゆ
る
停
承
と

文
献
資
料
を
捜
集
し
て
比
較
検
討
し
、
紙
密
な
考
誼
を
重
ね
て
着
買
な
結
論
を

導
き
出
す
よ
う
に
つ
と
め
ら
れ
て
き
た
。
と
く
に
資
料
と
し
て
は
泡
大
な
地
誌

類
を
庚
く
渉
磁
し
て
、
従
来
見
落
さ
れ
て
い
た
関
係
記
事
を
意
義
附
け
た
こ
と

な
ど
、
著
者
濁
特
の
見
識
が
到
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
本
書
は
鳩
租

信
仰
の
歴
史
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
宋
元
以
後
、
明
清
に
わ
た
っ
た
中
園
の
東
南

海
岸
地
帯
の
出
演
遜
、
護
湾

-
沖
縄

・
日
本
と
の
海
上
交
通
史
の
解
明
の
上
に

も
、
一
大
功
績
を
残
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
教
え
ら
れ
た
こ
と
の
う

ち

て

二

書
き
漏
ら
し
た
こ
と
を
拾
え
ば
、
従
来
は
元
代
の
著
作
と
考
え
ら
れ

て
い
た

『
三
数
授
神
大
全
』
は
、
明
代
に
な
っ
て
新
奮
材
料
を
取
捨
し
て
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
鄭
和
の
南
海
経
略
は
永
繁
三
年
か
ら
宣
徳
六
年
に
至

る
ま
で
七
回
で
あ
っ
た
と
す
る
設
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
永
築
五
年
の
第
二
回

出
使
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
飾
和
と
は
直
接
関
係
が
な
く
、
質
は
王
且
貝
通
(
王

E
R
弘
と
同
人
〉
が
行
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の

大
著
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
般
理
な
し
と
し
な
い
。
も
っ
と
も
初
歩
的
な
一

例
を
あ
げ
れ
ば
、
明
末
の

『
天
妃
回
閉
塞
録
』
に
婿
租
の
出
自
を
の
べ
た
と
こ
ろ

に
み
え
る
、
道
士
の
玄
通
、
玄
微
秘
法
な
ど
が
、
乾
隆
末
の

『
天
后
聖
母
聖

蹟
園
士
山
』
で
は
玄
を
い
ず
れ
も
元
に
作
っ
て
い
る
こ
と
に
特
別
の
理
由
を
求
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
康
岡
山
脅
の
隷
を
避
け
た
の
に
過
ぎ
な
い

と
思
う
。
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