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本
書
は
、
難
解
極
ま
る
イ
ェ
ー
ナ
後
期
の
『
イ
ェ
ー
ナ
体
系
構
想

Ⅲ
』（
以
下
『
体
系
構
想
Ⅲ
』）
や
『
精
神
現
象
学
』（
以
下
『
現
象
学
』）

を
、
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
論
稿
と
合
わ
せ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践

哲
学
構
想
と
い
う
視
点
か
ら
、
丹
念
に
読
み
解
き
、
ま
た
適
切
な
コ

メ
ン
ト
を
つ
け
、
し
か
も
わ
か
り
や
す
く
噛
み
砕
い
た
表
現
で
叙
述

し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
現
象
学
』
の
研
究
、
と
り
わ
け
そ
れ
を
中
心
と
し
た
イ
ェ
ー
ナ

期
後
期
の
研
究
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
中
で
も
多
く
の
研
究
者
の
関

心
を
駆
り
立
て
、
魅
了
し
て
き
た
。
近
年
は
、
ド
イ
ツ
で
の
ヘ
ー
ゲ

ル
全
集
の
刊
行
ほ
ぼ
完
了
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ベ
ル
リ
ン
期
の
講

義
録
を
中
心
と
し
た
研
究
や
、
イ
ェ
ー
ナ
期
以
前
の
研
究
も
盛
ん
に

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、『
精
神
現
象
学
』
と
そ
こ

に
至
る
形
成
過
程
の
研
究
は
、
や
は
り
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
中
心
に
位

置
し
て
い
る
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
著
者
は
、
ま
さ
に
そ

こ
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
（
実
践
哲
学
）
の
歩
み

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。

　

こ
の
時
代
に
つ
い
て
の
研
究
蓄
積
は
膨
大
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
に

多
様
な
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
解
釈
は
、
そ
の

時
代
の
研
究
者
の
関
心
に
も
大
き
く
左
右
さ
れ
た
。
例
え
ば
、『
体

系
構
想
Ⅲ
』
や
『
現
象
学
』
を
、
承
認
論
を
軸
に
読
み
取
る
と
い
う

試
み
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
新
自
由
主
義
の

広
が
り
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
。
近
年
は
、
ピ
ピ
ン
ら
が
ド
イ

ツ
観
念
論
の
読
み
直
し
を
行
い
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル

を
超
越
論
的
主
観
性
の
継
承
者
と
し
て
位
置
付
け
た
が
、
著
者
も
こ

の
視
点
を
維
持
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
や
分
析
哲
学
と
関
連
付
け
た
新
た
な
解
釈
も
示
さ
れ
て
い
る
。

【
書
評
】

小
井
沼
広
嗣
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践
哲
学
の
構
想　

精
神
の
生
成
と
自
律
の
実
現
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
〇
年
）

ヘ
ー
ゲ
ル
実
践
哲
学
の
現
代
的
地
平
を
問
う
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さ
て
、
著
者
は
、
本
書
の
企
図
を
端
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
共
同
主
観
性
と
い
う
視
座
を
含
み
も
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
概

念
は
、
け
っ
し
て
超
越
論
哲
学
の
モ
チ
ー
フ
そ
の
も
の
を
棄
却
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る

そ
れ
が
も
つ
制
約
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
積
極
的

意
義
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
…
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
概
念
は
、
…

個
人
の
自
律
と
共
同
性
と
を
同
時
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
野
心
的
な

狙
い
を
も
つ
も
の
と
し
て
解
決
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
。」

（
七
頁
）
こ
の
意
図
に
沿
っ
て
、
本
書
は
三
部
で
構
成
さ
れ
る
。
第

一
部
が
、『
体
系
構
想
Ⅲ
』
に
お
け
る
意
志
論
と
人
倫
構
想
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
承
認
論
だ
け
で
な
く
、
ル
ソ
ー
の
国
家
論

と
の
対
決
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
自
の
意
志
論
と
人
倫

構
想
を
提
示
し
て
い
る
。
第
二
部
は
、『
現
象
学
』
に
お
け
る
、「
自

己
意
識
」
章
か
ら
「
精
神
」
章
ま
で
の
精
神
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
を

カ
ン
ト
の
統
覚
論
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
論
を
検
討
し
つ
つ
明
ら
か
に

す
る
。
同
時
に
「
共
同
主
観
性
」
の
萌
芽
や
テ
ー
マ
を
見
出
し
、
両

者
の
批
判
的
継
承
と
し
て
「
共
同
主
観
性
」
に
基
づ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の

自
己
意
識
論
を
展
開
す
る
。
第
三
部
は
、「
精
神
」
章
「
道
徳
性
」

で
カ
ン
ト
の
「
最
高
善
」
と
の
対
決
を
軸
と
し
て
「
幸
福
」
の
問
題

を
扱
い
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
〈
悪
の
克
服
〉
の
問
題
の
解
決
と
し
て

の
徳
福
一
致
の
可
能
性
を
示
し
、
最
後
に
「
精
神
」
章
の
「
良
心
」

に
お
け
る
相
互
承
認
論
を
提
示
し
て
い
る
。

　

本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、ま
ず
「
自
律
」
と
「
共
同
主
観
性
」

が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
著
者
は
自
律
に
つ
い
て
、
単
な
る
形
式
的

な
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
他
者
関
係
や
歴
史
性
の
中
で
具
体
化

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
律
は
、
他

者
と
の
経
験
に
お
け
る
自
己
形
成
（
陶
冶
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
自
律
は
、
複
数
の
他
者
と
の
間
の
共
同
主
観
性
の
中

で
陶
冶
を
通
し
て
実
質
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
共
同
主
観

性
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
的
な
「
自
由
と
共
同
」
の
思
想
や
カ
ン
ト
的

倫
理
共
同
体
の
理
念
が
実
質
化
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の

読
み
は
、
本
書
の
叙
述
の
中
で
、
説
得
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
評
者
が
気
に
な
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
論
点
を
四
つ
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
一
つ
目
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践
哲
学
へ
の
ル
ソ
ー

か
ら
の
影
響
を
ど
の
程
度
の
も
の
と
考
え
る
か
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
か

ら
の
意
志
論
（
一
般
意
志
と
個
別
意
志
の
両
立
の
問
題
）
の
影
響
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、著
者
は
特
に『
体

系
構
想
Ⅲ
』
に
そ
れ
を
見
て
い
る
。
つ
ま
り
フ
ィ
ヒ
テ
受
容
を
す
る

上
で
、
ル
ソ
ー
的
捉
え
直
し
が
あ
っ
た
と
す
る
。
二
つ
目
は
『
現
象

学
』
の
「
自
己
意
識
」
章
の
「
承
認
」
概
念
の
捉
え
方
で
あ
る
。
著

者
は
、「
純
粋
承
認
概
念
」
の
最
後
の
段
階
に
つ
い
て
、「
第
三
の
段

階
と
し
て
、「
二
重
の
意
味
で
の
自
分
自
身
へ
の
還
帰
」
が
成
立
す

る
。
自
己
意
識
は
「
ふ
た
た
び
自
分
自
身
と
同
等
に
な
る
」
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
同
時
に
「
他
者
を
ふ
た
た
び
解
放
し
自
由
に
す
る
」
こ
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と
で
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
二
重
の
自
己
還
帰
は
、
決
し

て
自
他
が
互
い
へ
の
関
係
を
断
ち
切
る
仕
方
で
自
己
同
等
性
を
回
復

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
な
る
存
在
と
の
媒
介
を
通
じ
た
自

己
同
等
性
を
獲
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」（
一
六
二
頁
）
と
述
べ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
三
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
「
日
本

ヘ
ー
ゲ
ル
学
会
」
の
合
評
会
で
評
者
の
竹
島
あ
ゆ
み
氏
が
、「
他
者

を
ふ
た
た
び
解
放
し
自
由
に
す
る
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
な
く
フ
ィ

ヒ
テ
の
立
場
で
は
な
い
か
と
質
問
し
て
い
た
。
そ
の
当
否
は
と
も
か

く
と
し
て
、
こ
の
箇
所
を
含
む
承
認
の
概
念
の
記
述
を
ど
う
読
む
の

か
は
、『
現
象
学
』
の
承
認
論
を
考
察
す
る
上
で
肝
要
で
あ
る
。
三

つ
目
は
「
精
神
」
章
「
良
心
」
に
お
い
て
相
互
承
認
が
成
り
立
つ
の

か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。「
良
心
」
に
お
け
る
相
互
承
認
の
成
立

に
つ
い
て
は
著
者
の
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
の
、
こ
こ
で
成
立
し
た

「
良
心
」に
つ
い
て
は
、〈
実
体
の
主
体
化
〉が
テ
ー
マ
と
な
る「
宗
教
」

章
や
「
絶
対
知
」
章
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な

い
）。
ま
た
こ
の
「
良
心
」
は
、「
絶
対
知
」
章
で
登
場
す
る
「
美
し

き
行
動
す
る
良
心
」と
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
か
も
重
要
で
あ
る
。

四
つ
目
は
、現
代
思
想
で
も
問
題
と
な
る
、「
他
者
性
」
や
「
差
異
性
」

を
ど
う
捉
え
る
か
で
あ
る
。
上
記
の
合
評
会
で
も
、
承
認
が
最
終
的

に
達
成
す
る
自
己
同
等
性
の
回
復
に
お
い
て
、
他
者
の
異
質
性
が
十

分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
質
問
が
出
て
い

た
。
同
一
性
の
哲
学
か
差
異
の
哲
学
か
と
い
う
単
純
な
問
題
で
は
な

い
の
は
確
か
で
あ
る
（
こ
の
点
は
著
者
も
十
分
踏
ま
え
て
い
る
）
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
常
に
ま
と
わ
り
つ
く
問
題
で
も
あ
る
。
他
に
も
、「
経

験
的
な
幸
福
主
義
と
カ
ン
ト
の
厳
格
主
義
的
な
二
分
法
を
共
に
乗
り

越
え
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
企
図
」（
二
六
九
頁
）
が
成
功
し
て

い
る
の
か
否
か
、
な
ど
多
く
の
論
点
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
評
者
が
思
う
に
、
一
八
〇
〇
年
前
後
の
ド
イ
ツ
は
、

哲
学
の
み
な
ら
ず
、
文
学
や
芸
術
に
お
い
て
も
、
質
量
共
に
も
っ
と

も
豊
か
な
時
代
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
結
果
、
古
い
体
制
に
激

震
が
走
る
と
と
も
に
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
哲
学
、

文
学
、芸
術
の
新
し
い
動
き
が
さ
ら
に
活
発
化
し
た
時
代
で
も
あ
る
。

『
現
象
学
』
に
は
、
ル
ソ
ー
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
影
響
の
み
な

ら
ず
、
シ
ラ
ー
や
ゲ
ー
テ
な
ど
同
時
代
人
の
影
響
も
散
見
さ
れ
る
。

ゲ
ー
テ
の
生
命
観
、
シ
ラ
ー
の
人
間
観
は
、
例
え
ば
「
理
性
」
章
の

観
察
す
る
理
性
や
行
為
す
る
理
性
な
ど
の
成
り
立
ち
に
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
哲
学
を
継
承
す
る
シ
ラ
ー
は
、
ル
ソ
ー

に
対
し
て
も
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
る
。「
人
間
の
美
的
教
育
に

つ
い
て　

一
連
の
書
簡
」
の
初
版
の
冒
頭
で
、「
人
間
を
作
る
も
の

が
理
性
で
あ
る
と
す
る
と
、
人
間
を
導
く
も
の
が
感
情
で
あ
る
」
と

も
述
べ
て
、
シ
ラ
ー
独
自
の
衝
動
論
を
展
開
す
る
。
当
時
の
文
化
的

視
点
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践
哲
学
を
構
想
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
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最
後
に
、
著
者
の
文
体
は
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
応
答
形
式
で
、
難
解

な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章
も
小
気
味
よ
く
解
釈
で
き
る
。
重
厚
な
専
門
書

で
あ
る
が
、
同
時
に
入
門
書
と
し
て
も
た
い
へ
ん
手
に
取
り
や
す
い

著
作
で
あ
る
と
考
え
る
。
ぜ
ひ
、
本
書
を
通
し
て
、
難
解
な
ヘ
ー
ゲ

ル
の
世
界
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。


