
Y
o
g
a
v
a
s
i
s
t
h

a

と
輝
 
(
藤

吉

)

Y
o
g
a
v
a
s
i
s
i
t
h

a
と
暉

藤

吉

慈

海

一

普
通

に

く
Y
o
g
a
v
a
s
i
s
i
t
h
a

と
呼
ば
れ
、

三
三
萬
二
千

の

シ
ロ
ー
カ
よ

り

な

つ

て

い
た
と
思

わ
れ
る

こ
の
作

品
が
何
時

の
頃

の
作

で
あ
る

の
か
、
印
度
に
お
け

る
他

の
多
く

の
作
品

と
同
檬
に
決
定
し
に
く

い
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
大
禮

に

お
い
て
過
去

一
千
年
近
く
、

ウ
パ

ニ
シ
ャ
ツ
ド
や
バ

ガ
パ

ッ
ト
ギ
ー
タ
τ
と
同

じ
基

礎
の
上
に
立

つ
最

も
重
要
な
作
品

の

一
つ
と
L

て
、
印
度
入
の
精
神
生
活

の
上
に
重
要
な
働

を
な
し
て
來

た
も

の
で
あ
る

こ
と
は
疑

い
な

い
。
し

か
し
從

來
こ
の
作
品
は
少
藪

の
學
者
を
除

い
て

一
般

の
印
度

の
學
者

の
間

に
は
注
意
せ

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
す

く
な

か
つ
た
よ
う
で
あ

る
。

し
か
し
作
品
自
身

は
美

し
い

S
i
m
i
l

e
と

M
e
t
a
p
h
o
r
に
よ
つ
て
文
學
的

に

飾
ら
れ
、

わ
か
り
や
す

い
文
鐙

で
書

か
れ
て

い
る
。

こ
の
作

品
の
著
者

ヨ

ガ

ヴ

ァ
ー
シ
ュ
ト

ハ
自
身
、

「
若
し

こ
の
哲
學
を
研
究
し
、

理
解

し
、

こ

れ

を
薩

得
す
る
な
ら
ば
、

人
は
何
等
他
に
解
脱

の
道
を
求

め
る
を
要

し

な

い
し

(
二

・

吋
八

・
三
五
)
と

の
べ
、
「
そ
れ
は
す

べ
て
の
拶
を

止
め
、

心
に
猫
特

の
慰

を

與
え

(
二
。

一
〇

・
九
)
喜
と
苦

を
越

え
た

最
高

の
祝
編

に
導

き

(
二

・
二

○

・
七
)
毎

日
こ
れ
を
學
ぶ
入

は
神

の
意
識

を

得

る

に

至

る

(
三

・
八

・

一

五
)

こ
れ
は
確

か
に
智

慧
の
倉
庫

で
あ
り
、

そ

の
何
庭

に
も
最
上
の
も

の
を
藏

し
て
い
る
」
(
三

・
八

・
三

一
)

と
述

べ
て

い
る
。

こ
れ
に
よ

つ
て

み

る

と
、

臼
ー
ガ
ヴ

ァ
ー

ン
シ
ュ
ト

ハ
ね
彼
以
前

に
存
在
し
た
即
度
教
や
佛
教

や
ジ
ヤ
イ

ナ
教
等

の
印
度

思
想

の
中

の
最

良
の
も

の
を
吸
牧

し
、
彼

自
身
の
も

の
と
し
て

新

に
語

つ
て
い
る

-
種

の
解
腕
の
書
と

い
う
こ
と
が
出
來
よ
う
。

二

次
に
中
國
な
ら
び
に
日
本

の
暉
と

の
關
蓮
に
お

い
て
、

ヨ

ガ
ヴ

ァ
ー

シ
シ

ュ
ト

ハ
を
考
察
し
て
み
る
と
き
、
自
ら
實

蹉

の
聞
題

が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。

ヨ
ー
ガ
ヴ

ァ
シ
シ

ュ
ト

ハ
は
か
く
言
う
。
「
絶
野
を
眞

に
知
る

た
め

に

は
、

わ
れ
わ
れ
は
絶
封

の
中
に
鑛

が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(
VI
b
.
2
2
1
-
5
)
そ

れ
で
、
如

何
に
し
て
こ
の
鑛
大
を
な
す

か
は
、

こ
の
實
相

の
性
格
を
知
る

こ
と

と
同
檬

に
重

要
な
吾

々
の
生
命

の
問
題

で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
れ
は

ヨ
ー.
ガ
ヴ

ァ
ー

シ
シ

ュ
ト

ハ
に
お

い
て
は

ヨ
ー
ガ
と
呼
ば

れ

て

い
る
」
。
(
V
l
a
,
 
13
,
 
3

v
a
.
 
1
2
8
.
 

5
0
-
5
1)

ヨ
ー
ガ
鄙

ち
眞
實

の
自
己

の
自
畳

の
道

は

二
つ

の
方

向

を
持

つ
て
い
る
。
邸

ち

(
a
)
限
界

が
あ
り
不
完
全

で
あ
る
個

の
否
定
と

(
b
)

完
全

で
あ
り
普
遍

で
あ
る
眞
實

の
自
己
肯
定

の
道

と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ

の
個
は
知
、
情

意

の
三
者

か
ら
成
立

つ
て

い
る
が
、

こ
れ
ら
の

三
つ
の
も

の
は
、

そ
の
根
抵
に
お

い
て
は

な
る
も

の
で
あ
る
。

し
か
る
に
眞

實

の
自
己
は
箪

に
絶
勢
的
意
識

で
あ
る

の
み
な

ら
ず
、

絶
封
的
安
息

で
あ
り
、

ま
た
絶
樹
的
祀
幅

で
あ
る
。

そ
れ

で
眞
實

の
自
己

の
自
畳

の
方

法
も
ま

た
此

の

三

つ
の
プ

ロ
セ

ス
に
そ

つ
て
、
あ
る

い
は
そ
の

い
ず

れ
か
の

一
つ
に
そ

つ
て
ゆ

く
。

何
と
な
れ
誠
そ
れ
は
た
だ

一
つ
の
プ

ロ
セ

ス
の
四
っ
の
異

っ
た
ア

ス
ペ
ク
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ト
に
す
ぎ
な

い
か
ら

で
あ
る
。
印

ち

に
は
わ
れ
わ
れ
が
輩
な
る

個
人

で
は

な
く
し
て
無
限
な
る
絶
封

で
あ
る
と

い
う
知
的
な
確
信
を
持

つ
こ
と
。

に
は

欲
望
や
執
着

や
好
悪

や
、

こ
れ
を
得
た

い
と
か
彼
れ
を
得
た

い
と
か
、

こ
れ
を

得
た
と
か
彼
を
得

た
と
か
、
す

べ
て
わ
れ
わ
れ
が
個
で
あ

る
と

い
う

こ
と
に
ま

つ
わ
る
感
情
を
否
定
す
る

こ
と
。

こ
の
否
定
の
プ

ロ
セ
ス
に
そ

つ
て
、

わ
れ
わ

れ
は
平
静

で
あ
る

と
か
、
全
世
界
が
兄
弟

で
あ
る
と

い
う

同
朋

の
意
識

と
か
、

あ
る

い
は
、

わ
れ
わ
れ
が
す

べ
て
の
存
在
と

一
つ
で
あ
る
と

い
う
宇
宙
的
な
感

情
を
積
極
的
に
陶
冶
す

る
こ
と
や
更
に
は
ま
さ
に
幌
惚
境

に
入
り

つ
つ
あ
る
眞

實

の
自
己

へ
の
愛
な
ど

を
持

つ
こ
と
。

に
は
わ
れ
わ
れ

の
内
的
存
在

の
外
的

象
徴

で
あ
る

P
r
an
a

印

ち
呼
吸

の
調
節
・に
よ

つ
て
、
生
命

の
不
漸

の
活
動

性

を
止
め
る
實
陵
。

つ
ま
り
呼

吸
の
と
ど
ま
る
経
験

と
意
識

の
と
ど
ま
る
経
瞼
と

は
相
樹
憲
す

る
も

の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ

の
日
常

生
活
に

お
い
て
は
如
何
に

一

時
的

の
も

の
で
あ

る
と
し
て
も
、

プ

ラ
ー
ナ
を
と
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
意
識
が

止
る
。
そ

の
休

止
を
延
ば
す

こ
と
に
よ

つ
て
亥
第

に
生
命

の
不
断

の
活
動
性
を

も
止
め
る
實
践

で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
三
つ
が

ー
ガ
ヴ

ァ
ー

シ
シ
ュ
ト

ハ
に
よ

れ
ば
、
眞
實

の
自
己

の
自
畳

の
方
法

で
あ
る
。

こ
の
中

に
は
印
度

で
獲
見
さ
れ

た
最
良

の
方
法
が
す

べ
て
含
ま

れ
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。

三

ヨ

ガ
ヴ

ァ
ー

シ
シ
ー
ト

に
お
い
て
は
眞
實

の
自
己

の
自
畳

の
道

に
七
つ

の
段
階
が
説

か
れ
て

い
る
。

つ
ま
り
實
相
界
に
お

い
て
は
、

こ

の
眞
實

の
自

己

は
常
に
自
畳

さ
れ
て
お
り
、
個

は
常

に
絶
饗
と

一
で
あ

る
が
、
個

人

の
立
場

に

お
い
て
は
、

そ
れ
は
熱

意
と
努
力

の
如
何
に
よ

つ
て
長
短

さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
。

ヨ
ー
ガ
ザ

ァ
ー

シ
シ
ュ
ト

ハ
に
お

い
て
は
七

つ
の
段
階

が

つ
く
ら
れ
て

い
る
。

(1)
 個
人
が
個
人
的

生
活
の
色

々
の
悪
を
意
識

す
る
に
至
つ
て
、

そ
れ
を
超
越

し

よ
う
ど
望
む

S
q
b
h
e
g

c
h
h
鋤
(
2
)
彼

が
自
己

と
世
界

の
性
格
に

つ
い
て
よ
く
思

惟

し
研
究
す
る

v
i
cha
a
n
鋤
(
3
)哲
學
的
思
索

に
よ

つ
て
あ

ら
わ

と
な

つ
た
自

己

の
究
極
的
非
實

在
性

を
知
り
、

個

が
次
第
に
不
確
か
な
も

の
と
な
り
、

ま
た

感
畳
的
な
も

の
で
な
く
な
る
T

a
n
u
m
a
n
a
s
a
 
(
4
)

彼
が
そ

の
内
に
眞

の
自
己

の

存
在
す

る
こ
と
を
感
じ
は
じ
め
る

S
a
t
tv
p
a
tt
i
(
5
)

す

べ

て

の
欲

望
を
超
越

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
外
界

の
野
象

に
饗

す

る

執
着

が
途

に

克
伏

さ

れ

る

A
sp
a
s
m
m

s
a
k
t
i
(
6
)

絶
甥

の
中

に
お
い
て
は
、
す

べ
て
の
も

の
は
實
在

し

な

い
と

自
畳
さ
れ
る
P

a
d
a
r
t
h
a
b
h
a

a
s
n
aま
た
他

の
讃
み
方
を
す
る
と
、

個

が
自
ら

究
極

の
實

在
で
あ

る
と
思
う
P

d
a
t
ha
b
h
p
v
p
(
7
)
絶
封
と

一
に

な

つ
た

神
秘
的
豊
瞼
が
意
識

の
中

に
お
い
て
自
畳
さ
れ
る
T
u
r
y
a
g
aこ
れ
が
言
詮
を

絶
す
る

A
i
v
a
v
n
a

に
入
る
最

後

の
門
戸
で
あ

る
。

こ
の
第
七

の
段
階
に
佳
む

人
を
J
i
v
a
n
m
ukt
a

ち
解
腕
せ
る
人
と
呼
ぶ
。

そ
れ

か
ら
先
は
膣
得
さ
れ

え
な

い
解
脱

と
呼
ば

れ
る
状
態

で
あ
る
。

(I
I
I
.
 
1
1
8
,
 
2
-

1
9
)

四

眞
實

の
自
己

の
自
畳

の
最
後

の
設
階

に
あ
る
聖
者

(
解
腕
者
)

の
生

活
は
、

そ
の
圭
観
的
経
験

の
立
場
か
ら
は
、
既

に
超
越
さ
れ
否
定
さ
れ
て
い
る

個
人

の

最
後

の
生
活

で
あ
る
が
、
容
襯
的

に
は
此
の
世

の
中
に
彼

の
前

の
意
志

の
物

質

的
結
果
と
し

て
な
お
縫
績

し
て

い
る
個

と
し

て
の
最

後

の
生
活
で
あ
る
。

そ
れ

は
實
在
と
し

て
は
も
は
や
存

在
し
な

い
。
い
わ
ば
前

の
主
観
的

個
性

の
物

質
界

に
お
け
る
影
で
あ
る
。

ジ

ー
ザ

ァ
ン
ム
ク
タ
の
場
合
、

そ

の
解
腕
者

の
個
性
は

完
全

に
解
清
し
、

精
神
や
思
想

の
世
界
で
は
も

は
や
個
で
あ
る
と
實
際

に
は
感

じ
て
い
な

い
が
、

し
か
し
前

の
個
性

の
結

果
ま
た
は
過
ぎ
去
り

つ
つ
あ

る
影
と

し
て
形
而
下

の
世
界
に
生
き
て

い
る
よ
う

に
見

え
、
否
實
際

に
生
き
て

い
る
。

彼

の
生
活
は
他
入
に
と

つ
て
は
實

在
で
あ

る
が
、
彼

の
心

の
中
で
は

一
つ
の
幻

影

で
あ
り
、

彼
が
そ

の
中
に
意
識
的

に
存

在
し
て
い
る
眞

の
自
己
に
と

つ
て
は

非
實

在
で
あ
る
。

翻
ち

ヨ
ー
ガ
ヴ

ァ
ー
シ
シ
ュ
ト

ハ
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
が

ジ
ー

Y
o
g
a
v
a
s
i
s
i
t
h
a

と
輝
 
(
藤

吉
)
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Y
o
g
a
v
a
s
i
s
i
t
h
a

と
輝
 
(
藤

吉
)

ヴ

ァ
、
ン
ム
ク
テ
イ
J
i
v
a
n
m
u
k
t
i

即

ち
ま
だ
生
き
て

い
る
間

に
膿

験

さ

れ

る
解

説

の
襯

念
で
あ
る
。

次

に
こ
の
よ
う
な
解
腕

の
生
活
に

つ
い
て
は
澤
山

の
記
述
が
あ
る
が
、

そ
の

よ
う
な
解
腕
人
が
如
何
に

こ
の
世

の
中
に
生
活
し
如
何
に
振
舞

つ
て

い
る
か
に

つ
い
て
コ

ー
ガ
ヴ

ァ

シ
シ

ュ
ト

ハ
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

快
樂
も
彼

を
喜
ば
せ
ず
、

苦
痛
も
彼
を
苦
し

め

な

い
。
(
VIb
.
 
1
6
9
,
 

1
)
非

常
に
烈

し
く
且
つ
永
く
績
く
喜
や
苦

の
状
態
に
勤

し
て
も
、

そ

の
心

の
中
に
好

悪

の
感
情

は
な

い
。
(
V
Ib
.
 
198
,
 
2
7
)
世
俗
的
な
行
爲

に
鞠
し

て
外
見
上
は

關
與
し
て

い
る
が
、
如
何
な
る
甥
象

に
勢
し
て
も
心

の
、中

に
は
何
等

の
執
着
も

な

い
。
(
VIb
.
 
1
6

9
.
 
8
.

)
彼

の
行
爲
は
誰
れ
を
も
苦
し
め
な

い
。
そ
し
て
彼

は

理
想
的
な
市

民
で
あ
る

か
の
如
く
、

ま
た
す
べ
て
の
人

の
友
人

で
あ
る
か

の
如

く
振
舞
う
。

彼

は
外
見
は
非
常

に
忙
し
く
見
え
る
が
、
心

は
常

に

平
静

で

あ

る
。

(
VIb
 9
8
,
 
5
.)
ま
た

カ
ー

ス
ト
や
宗
教
上

の
主
義
信
條

や
、

生
活

の
段

階

(
as
ra
m
a)
や
慣
習
や
、

色

々
の
聖
典

の
制
限

か
ら
自
由

で
あ

る
。

(
VI
a

1
2
2
,
 

2
.)
そ
し
て
彼

は
至
上

の
祀
隔

の
中

に
安
ら
か
に
息

つ
て

い

る
。

(
V
I
a

1
2
2
,
 
4

)
彼

は
自

分
に
何

か
得

た
い
た
め
に
働

き
は
し
な

い
。
彼

は
常

に
幸
幅

で
あ

る
が
、
決

し
て
そ
の
喜
を
何

か
他

の
も

の
に
ま

つ
わ
り

つ
け

は
し
な

い
。

彼

の
顔
に
は
常
に
快
活
な
光
澤
が
あ

ふ
れ
て
い
る
。

(
V
Ia
 
1
1
6
,
 

3
.)
彼

は
心

に
何
等

の
汚
れ
も
と
ど
め
ず
、

時

に
慮
じ
て
友
人

と
交
わ

る
。
敬
慶
な
人

と
交

る
時

は
彼
も
敬
慶

で
あ
り
、

悪
者

に
封
し
て
は
彼
も
悪
者

に
み
え
る
。
子
供

た

ち
と
交
る
時
は
子
供

の
よ
う

に
灘
び
、

若
入
た
ち

の
中

で
は
若
人

と
な

る
。
ま

た
老
人

の
中

で
は
恰

か
も
老
人

で
あ
る

か
の
如
く
振
舞
う
。

彼

は
勇
氣

の
あ

る

人

々
の
間

で
は
勇
氣

に
み
ち

て
お
り
、

他
人

の
悲
し
み
を
自

ら
も

分
け
持

つ
。

(
v
,
 77
,
 
1

3
,
 
1
4
.

)
外

に
あ

ら
わ
れ
た
す

が
た
に
關

す
る
限
り
解
腕

し

た
人

と

無
知
な
る
人
と

の
間

に
は
何
等

の
相
異
は
な

い
。
し
か
し
そ
の
相
異

は
解

腕
し

た
人

に
は
全

々
な

い
欲
望
が
、

無
知
な
る
人

に
は
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

(
I
V
,
 
1
5
,
 

3
7
)

ヨ
ー
ガ
ヴ

ァ
ー
シ
シ
ュ
ト

ハ
に
よ
れ
ば
、

解
腕
せ
る
個
人
は
肉
艦

の
死
後
、

個
と
し

て
全
く
存
綾
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う

こ
と
は
な

い
。
解
脱

せ
る
入

々
は

自
獲
的

に
個
入

と
し

て
存
在
し

つ
づ
け
、
宇
宙
的
な
活
動

に
参

與
し
、
知
識

を

普
及
せ
し
め
て
他

の
入

々
の
解
脱

の
働
を
た
す
け
る
。

ヨ

ガ
ヴ

ァ
ー

シ
シ
ュ

ト

ハ
に
よ
れ
ば
解
脱

の
中
心
は
、

絶
封
印

ち
ブ
ラ

ァ
マ
ン
と

の
完
全
な

一
致

の

意
識
的
自
畳

で
あ
る
。

五

ヨ

ガ
帥

ち
眞
實

の
自
己

の
自
畳

の
道
が
、

ヨ
ー
ガ
ヴ

ァ
ー
シ
シ

ュ
ト

ハ
に

お
い
て
も
、
限
定
的

不
完
全
な
る
個

の
否
定
と
完
全

に
し
て
普
遍

的
な
る
眞
實

の
自
己

の
肯
定

の
三
面
を
も

つ
て
い
る
黙
は
、

中
國
な
ら
び
に

日
本
に
稜
達
し

た
輝
に
お
け
る
眞

室
妙
有

と
い
わ

れ
、
絶
勢
否
定
印

絶
封
肯
定

の
論
理
と
相
通

ず
る
も

の
が
あ
る
。
次

に
眞
實

の
自
己

の
自
畳

の
方
法
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た

三

つ
の
方
法
は
第

一
、
第

二
は
暉

に
お
い
で
も
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

第

三
の
プ

ラ
τ
ナ
の
習
練

に

つ
い
て
は
、
藪
息
襯
と
通
ず
る
も

の
が
あ
り
、

瞑

想
の
初
期

の
段
階
に
は
特
に
漿
働

さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

し
か
し

ヨ
ー
ガ
に
説

く
呼
吸
の
停
止
と
意
識

と

の
相
關

々
係
や
、

入
定
の
膿
験
等

に

つ
い
て
は
今
後

の
比
較
研
究
に
ま
た
ね
ば
な

ら
ぬ
。

ま
た
眞
實

の
自
己

の
自
畳

に
お
け

る
七
段

階
に

つ
い
て
は
、

十
牛
圖

や
六
牛
圖
と
比
較

研
究
す
る
と
き
、

十
牛
圖

に
第

十

入
郷
垂
手

の
あ
る

こ
と
は
大
乗
の
向

下
慈
悲
門
を
象
徴
す
る
も

の
で
あ

つ
て
、

ヨ
ー
ガ
に
こ
れ
を
敏
く
き
ら

い
の
あ
る

の
は
中
國
中
世
思
想
家
を
し
て
、

ヨ
ー

ガ
を
外
道
暉
と
批
難
せ
し
め
た

一
理
由
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
中
國

の
暉

が
時

に

そ

の
言
詮
簡
潔

に
す
ぎ
高
踏

的
な
る
に
比
し
、

正
統
的
な
印
度

の
ヨ
ー
ガ
が
分

析
的
に
し
て
論
理
的

で
あ
る

こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。
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