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い
う
意
図
を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
ハ
ジ
ャ
リ
ー
は
こ
の
自
伝

執
筆
の
過
程
で
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
人
生
が
神
の
恩
寵
に
満
ち
て

い
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
思
い
至
る
こ
と
に
な
る
。
モ
リ
ス
コ
と

し
て
異
教
徒
に
囲
ま
れ
た
境
遇
で
育
ち
な
が
ら
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム

信
仰
と
ア
ラ
ビ
ア
語
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
を
守
り
通
す
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
神
の
特
別
の
恩
寵
が
あ
れ
ば
こ
そ

の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
人
生
最

後
の
旅
の
中
で
ハ
ジ
ャ
リ
ー
は
、
自
分
の
人
生
を
神
の
恩
寵
に
よ

る
様
々
な
奇
蹟
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
特
別
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
認

識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ジ
ャ
リ
ー
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
旅
と
は
物
理
的
な
現

実
世
界
を
移
動
す
る
と
同
時
に
、
旅
人
の
内
面
世
界
に
お
い
て
も

あ
る
種
の
移
動
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
ハ
ジ
ャ
リ
ー
は
、
キ

リ
ス
ト
教
世
界
と
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
の
間
を
横
断
し
、
ま
た
イ

ス
ラ
ー
ム
の
聖
地
へ
と
移
動
し
て
い
く
過
程
で
、
自
己
の
ム
ス
リ

ム
と
し
て
の
意
識
を
よ
り
高
め
、
内
面
世
界
に
お
い
て
も
イ
ス
ラ

ー
ム
的
な
境
地
へ
と
旅
を
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

コ
メ
ン
ト
４

神

崎

忠

昭

ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ
（
一
八
六
二
―
一
九
三
五
年
）
は
「
イ
ス

ラ
ー
ム
の
登
場
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
軸
で
あ
っ
た
地
中
海
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
衰
え
、
軍
事
的
に
も
ア
ラ
ブ
勢
力
は
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
や
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
圧
迫
し
、
さ
ら
に
教

義
的
に
も
東
方
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
西
方
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
分

断
を
決
定
づ
け
た
。
そ
の
結
果
、
ロ
ー
マ
教
皇
が
フ
ラ
ン
ク
王
国

の
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
に
戴
冠
す
る
に
至
り
、
こ
れ
ら
の
諸
要
因

に
よ
っ
て
、
農
村
を
基
盤
と
す
る
停
滞
的
な
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が

成
立
し
た
」
と
す
る
構
想
を
打
ち
出
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
研

究
に
画
期
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
ピ
レ
ン
ヌ
学
説
は
さ
ま
ざ
ま
に

史

学

第
八
〇
巻

第
二
・
三
号

一
三
六
（
二
三
四
）



批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
私
た
ち
は
ど
こ
か
で
十
字
軍
以
前
の
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
が
静
止
的
で
閉
鎖
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。

だ
が
、
た
と
え
ば
中
世
初
期
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
院
が
孤
立

し
た
存
在
だ
と
考
え
る
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
修
道
院

は
大
領
主
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
パ
リ
の

サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
は
、
六
世
紀
に
創
建
さ

れ
た
後
、
歴
代
の
フ
ラ
ン
ク
王
た
ち
の
尊
崇
を
集
め
、
広
大
な
所

領
を
集
積
し
た
。
九
世
紀
前
半
に
院
長
イ
ル
ミ
ノ
ン
が
著
し
た

「
所
領
台
帳polypticon

」
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば

二
四
所
領
を
擁
し
、
約
一
万
人
以
上
の
農
民
を
支
配
し
て
い
た
と

い
う
。
そ
の
よ
う
な
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
大
修
道
院
は
「
閉
鎖
的
な

再
生
産
圏
で
は
な
か
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
修
道
士
は
理

念
的
に
は
禁
欲
を
旨
と
は
し
て
い
る
が
、
現
存
す
る
当
時
の
修
道

院
の
豪
壮
な
建
物
や
遺
構
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
高
度
な
消
費

生
活
を
営
ん
で
お
り
、
そ
の
維
持
や
領
民
の
生
計
の
た
め
に
、
市

場
か
ら
多
く
の
物
資
を
調
達
し
、
の
み
な
ら
ず
余
剰
を
生
み
、
広

い
地
域
に
わ
た
る
市
場
経
済
の
一
環
を
な
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
物
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
必
然
的
に
広
範
な

情
報
網
を
も
た
ら
し
た
に
違
い
な
い
。

筆
者
は
修
道
士
ラ
ウ
ー
ル
・
グ
ラ
ベ
ル
（
九
八
〇
年
頃
―
一
〇

四
六
年
頃
）
が
著
し
た
『
歴
史
五
巻
』
と
い
う
小
さ
な
「
窓
」
か

ら
一
〇
・
一
一
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
る
の
を
常
と
し
て
い

る
が
、
こ
の
本
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
を
核
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
例
を
示
し
て
い
る
。

ラ
ウ
ー
ル
は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
第
四
代
院
長
マ
イ
オ
ー
ル
ス

（
九
〇
六
頃
―
九
九
四
年
五
月
一
一
日
、
在
任
九
六
四
年
―
九
九

四
年
）
と
第
五
代
院
長
オ
デ
ィ
ロ
（
九
六
二
年
頃
―
一
〇
四
八
年
、

在
任
九
九
四
年
―
一
〇
四
八
年
）
の
時
代
に
生
き
た
。
こ
の
時
代

の
ク
リ
ュ
ニ
ー
は
「
至
聖
な
る
場
ク
リ
ュ
ニ
ーad

locorum

sanctissim
um

C
luniacum

」と
讃
え
ら
れ
、ク
リ
ュ
ニ
ー
の
歴
代

院
長
は
皇
帝
を
は
じ
め
、
多
く
の
聖
俗
貴
顕
の
尊
崇
を
深
く
集
め

て
い
た
。
修
道
院
長
マ
イ
オ
ー
ル
ス
は
、
皇
帝
オ
ッ
ト
ー
二
世
に

推
挙
さ
れ
、
教
皇
座
を
提
供
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
死
後
も
「
彼

の
聖
性
の
誉
れ
の
た
め
に
、
ロ
ー
マ
世
界
全
体
か
ら
、
男
も
女
も
、

俗
人
も
聖
職
者
も
、
数
多
く
の
者
が
押
し
寄
せ
、
そ
こ
か
ら
様
々

な
病
を
癒
さ
れ
る
と
い
う
恵
み
を
得
て
帰
」
り
、
疫
病
が
猛
威
を

振
る
っ
た
が
「
聖
人
た
ち
の
多
く
の
聖
所
に
お
い
て
、
こ
の
恐
る

べ
き
疫
病
の
治
癒
が
見
出
さ
れ
た
と
は
い
え
、
も
っ
と
も
多
く
の

人
々
が
集
ま
っ
た
の
は
三
人
の
聖
な
る
証
聖
者
の
教
会
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
ト
ゥ
ー
ル
の
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
オ
ド

ル
リ
ク
ス
、
そ
し
て
か
の
尊
ぶ
べ
き
師
父
マ
イ
オ
ー
ル
ス
で
あ
る
。

地
中
海
世
界
の
旅
人
た
ち
―
―
中
世
か
ら
近
世
へ
―
―

一
三
七
（
二
三
五
）



願
い
に
よ
っ
て
、
治
癒
の
恩
恵
が
見
出
さ
れ
た
」
と
い
う
。
マ
イ

オ
ー
ル
ス
の
時
代
、
九
八
一
年
に
献
堂
さ
れ
た
第
二
ク
リ
ュ
ニ
ー

聖
堂
は
、
そ
の
復
元
図
に
つ
い
て
不
明
の
点
は
な
お
多
く
存
す
る

が
、
賓
客
の
た
め
の
施
設
や
俗
人
の
墓
地
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
多
く
の
人
々
が
訪
れ
て
い
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。

外
か
ら
人
々
が
マ
イ
オ
ー
ル
ス
に
会
い
に
来
た
だ
け
で
は
な
い
。

彼
も
ま
た
修
道
院
の
外
へ
旅
し
て
い
た
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て

い
る
の
は
、
彼
が
「
サ
ラ
セ
ン
人
」
に
捕
ら
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
八
八
九
年
か
ら
九
七
五
年
に
か
け
て
南
仏
ラ
・
ガ
ル
デ
・
フ

レ
ネ
に
拠
点
を
有
し
て
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
た
ち
は
、
捕
ら
え

た
マ
イ
オ
ー
ル
ス
の
身
代
金
と
し
て
は
銀
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
要

求
し
、
彼
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
宛
て
て
「
悪
魔
ベ
リ
ア
ル
の
群
が
私

を
取
り
囲
み
、
死
の
罠
が
私
を
捕
ら
え
た
。
私
と
、
私
と
と
も
に

捕
ら
え
ら
れ
た
者
ら
の
た
め
に
身
代
金
を
送
っ
て
ほ
し
い
」
と
手

紙
を
認
め
た
。
留
守
を
預
か
る
修
道
士
た
ち
は
修
道
院
を
飾
る
装

飾
を
剥
が
し
、
身
代
金
を
用
意
し
た
と
い
う
。
彼
が
捕
ら
え
ら
れ

た
の
は
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
帰
途
で
あ
っ
た
。
マ
イ
オ
ー
ル
ス
は
フ

ラ
ン
ス
国
内
の
マ
ル
ム
ー
テ
ィ
エ
修
道
院
、
サ
ン
・
モ
ル
・
デ
・

フ
ォ
ッ
セ
修
道
院
、
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ル
・
ヴ
ィ
フ
修
道
院
、

サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
修
道
院
、
レ
オ
メ
修
道
院
、
フ
ェ
カ
ン
修
道

院
な
ど
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
ス
イ
ス
の
ペ
イ
エ
ヌ
修
道
院
、
ラ

ヴ
ェ
ン
ナ
の
サ
ン
・
ア
ポ
リ
ナ
ー
レ
・
イ
ン
・
ク
ラ
ッ
セ
修
道
院
、

パ
ル
マ
の
サ
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
修
道
院
、
パ
ヴ
ィ
ア
の
サ
ン

タ
・
マ
リ
ア
修
道
院
、
ロ
ー
マ
の
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
・
チ
ェ
ロ
・

ド
ー
ロ
修
道
院
、
サ
ン
・
パ
オ
ロ
・
フ
オ
ー
リ
・
レ
・
ム
ー
レ
教

会
な
ど
の
霊
的
指
導
に
携
わ
っ
て
お
り
、
移
動
し
続
け
て
い
た
の

だ
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
は
「
一
所
定
住
」
を
厳
守
す
る
と
さ

れ
る
が
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
戒
律
そ
の
も
の
に
、
第
五
三
条

「
賓
客
へ
の
も
て
な
し
」、
第
六
一
条
「
外
部
の
修
道
士
へ
の
も
て

な
し
」、
第
六
七
条
「
旅
に
お
け
る
修
道
士
の
ふ
る
ま
い
」
な
ど

の
規
定
が
あ
る
こ
と
が
、
修
道
院
お
よ
び
修
道
士
が
外
界
と
の
交

流
を
保
ち
、
移
動
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

さ
ら
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
を
超
え
、
人
々
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
も

向
か
っ
た
。『
歴
史
五
巻
』
が
描
く
有
名
な
一
〇
三
三
年
の
大
巡

礼
、
あ
る
い
は
生
涯
に
四
度
の
聖
地
巡
礼
を
行
い
、
そ
の
帰
途
に

没
し
た
と
い
う
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
フ
ル
ク
三
世
（
九
七
二
―
一
〇
四

〇
年
）
の
生
涯
が
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。
一
一
世
紀

末
以
降
に
比
べ
れ
ば
、
確
か
に
は
る
か
に
少
な
い
巡
礼
の
記
録
し

か
な
い
。
だ
が
残
る
記
録
に
よ
れ
ば
、
巡
礼
者
た
ち
は
何
カ
月
も

か
け
、
あ
る
場
合
に
は
ム
ス
リ
ム
船
に
乗
り
、
聖
地
を
目
指
し
た
。

わ
ず
か
と
は
い
え
ど
も
、
た
と
え
記
録
に
は
残
ら
な
く
と
も
、
移

動
の
必
要
と
欲
求
は
あ
り
続
け
た
と
筆
者
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

史
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