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天
台
止
観
の
身
体
観
に
つ
い
て

と
く
に
自
按
摩
を
中
心
と
し
て

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
嘱
託
）

影

山

教

俊

１

身
体
観
を
考
え
た
経
緯
に
つ
い
て

は
じ
め
に
、
こ
れ
ま
で
天
台
止
観
業
の
作
法
と
そ
の
実
際
を
理
解
す
る
た
め
、
現
代
医
学
の
神
経
生
理
・
生
化
学
に
も
と
づ
く
身
体
観

に
立
っ
た
研
究
方
法
か
ら
考
察
を
試
み
た
。
心
理
療
法
と
し
て
の
「
自
律
訓
練
法
」
と
『
天
台
小
止
観
』
と
の
文
献
的
な
比
較
研
究
を
始

め
、
ま
た
天
台
止
観
業
の
生
理
学
的
な
考
察
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
結
果
は
、
ほ
ぼ
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
東
洋
的
修
行
法
の
心
理
学

的
、
生
理
・
化
学
的
な
研
究
成
果
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
う
ち
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
初
期
の
成
果
で
あ
る

「
超
越
瞑
想
（

）
の
生
理
学
的
効
果
」
の
報
告
な
ど
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
＊
１
。

こ
の
研
究
方
法
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
は
、
自
律
訓
練
法
な
ど
を
含
め
て
、
東
洋
的
修
行
法
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
る
変
性
意
識
状

態
（

）
は
、
生
理
的
に
は
身
体
の
活
動
機
能
の
賦
活
化
（

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
的
）
の
状
態

を
抑
制
し
て
、
疲
労
回
復
、
保
護
機
制
、
負
担
除
去
、
達
成
能
力
の
回
復
、
正
常
化
お
よ
び
治
癒
に
属
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
性
化

（

エ
ネ
ル
ギ
ー
補
充
的
）
さ
せ
る
と
い
う
認
識
に
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
意
義
づ
け
が
で
き
な
か
っ
た
。

と
く
に
自
律
訓
練
法
と
『
天
台
小
止
観
』
の
三
昧
状
態
を
誘
導
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
比
較
に
お
い
て
も
、
第
八
章
「
魔
事
を
覚
知
せ

よ
」、
第
九
章
「
病
患
を
治
す
」
は
共
に
特
殊
事
項
と
し
て
、
心
理
学
的
、
生
理
学
的
な
意
味
づ
け
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
現
在
私
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た
ち
が
常
識
的
に
理
解
し
て
い
る
西
洋
医
学
的
な
身
体
観
、
神
経
生
理
・
生
化
学
に
も
と
づ
く
身
体
観
と
、『
天
台
小
止
観
』
な
ど
の
文

献
が
撰
述
さ
れ
た
時
代
の
生
命
概
念
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
と
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
か
ら
だ
と
気
づ
い
た
。

こ
こ
で
『
天
台
小
止
観
』
の
中
で
意
義
づ
け
の
で
き
な
い
箇
所
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

○
『
天
台
小
止
観
』
に
は
調
身
と
し
て
、
そ
の
坐
法
を
示
す
場
合
、「
半
跏
坐
で
あ
っ
て
も
、
全
結
跏
で
あ
っ
て
も
、
左
脚
が
右
脚
の
上

に
な
る
」
＊
２
、
そ
の
指
示
は
何
故
か
。

○
ま
た
坐
禅
を
組
む
た
め
の
「
法
界
定
印
」
な
ど
の
印
相
と
し
て
は
「
左
の
掌
を
も
っ
て
右
手
の
上
に
置
く
」
＊
３
、
そ
の
指
示
は
何
故

か
。

○
ま
た
「
自
按
摩
の
法
の
ご
と
く
に
し
て
、
手
足
を
差
異
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
」
＊
４
と
あ
る
が
、
こ
の
自
按
摩
と
は
、
そ
の
実
際
と

は
何
な
の
か
。

○
坐
禅
を
組
む
と
は
「
口
は
軽
く
結
び
、
舌
を
挙
げ
て
上
齶
に
向
け
る
」
＊
５
の
は
何
故
か
。

○
意
識
が
沈
ん
で
い
る
時
（
沈
の
相
）
に
「
意
識
を
鼻
端
に
集
中
し
」、
意
識
が
散
漫
に
な
っ
て
い
る
時
（
浮
の
相
）
に
「
意
識
を
臍
の

な
か
に
集
中
す
る
」
＊
６
と
な
ぜ
心
が
静
ま
り
安
定
す
る
の
か
。

○
ま
た
関
口
真
大
博
士
も
指
摘
し
て
い
る
『
天
台
小
止
観
』
に
示
さ
れ
る
丹
田
は
「
臍
下
一
寸
を
憂
陀
那
と
名
づ
く
」
＊
７
で
あ
り
、

『
摩
訶
止
観
』
は
「
臍
の
下
を
去
る
こ
と
二
寸
半
な
り
」
＊
８
と
二
つ
の
丹
田
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。

こ
の
よ
う
に
意
義
づ
け
の
で
き
な
い
箇
所
に
つ
い
て
、『
天
台
小
止
観
』『
摩
訶
止
観
』
な
ど
の
文
献
に
具
体
的
な
説
明
は
な
い
。
し
か

し
、
天
台
大
師
は
そ
の
時
代
の
生
命
概
念
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
統
一
的
に
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
く

に
天
台
大
師
の
身
体
観
を
論
ず
る
た
め
に
、
六
世
紀
ま
で
に
流
布
し
て
い
た
陰
陽
五
行
説
に
も
と
づ
く
中
国
的
な
身
体
観
と
、
四
大
理
論

に
も
と
づ
く
イ
ン
ド
仏
教
的
な
身
体
観
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
理
解
を
進
め
た
。
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ま
ず
天
台
大
師
の
最
も
晩
年
の
撰
述
で
あ
る
大
部
の
『
摩
訶
止
観
』
か
ら
、
病
気
（
病
患
）
と
い
う
身
体
性
に
直
接
関
わ
る
記
述
を
抜

き
出
し
、
そ
れ
を
『
天
台
小
止
観
』、『
六
妙
法
門
』、『
禅
門
修
証
』、『
禅
門
口
訣
』
な
ど
の
修
行
論
に
見
ら
れ
る
病
気
（
病
患
）
と
比
較

対
照
し
て
、
お
お
よ
そ
天
台
大
師
三
〇
才
代
か
ら
六
〇
才
代
ま
で
の
身
体
観
を
探
っ
て
み
た
。

す
る
と
天
台
大
師
の
六
〇
才
代
の
最
も
晩
年
の
撰
述
で
あ
る
『
摩
訶
止
観
』
の
「
観
病
患
境
」
の
身
体
観
に
は
、『
天
台
小
止
観
』
第

九
章
「
治
病
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
三
〇
才
代
に
撰
述
さ
れ
た
『
禅
門
修
証
』
第
六
章
第
四
節
「
明
治
病
方
法
」
の
構
成
要
素
と
ほ
と
ん

ど
相
応
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
は
天
台
大
師
が
青
年
時
代
か
ら
あ
る
一
貫
し
た
身
体
観
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
晩
年
の
『
摩
訶
止
観
』

に
い
た
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
天
台
大
師
の
身
体
観
は
、
六
世
紀
ま
で
に
流
布
し
て
い
た
陰
陽
五
行
説
に
も
と
づ
く
中
国
的
な
身
体
観
と
、
四
大
理
論
（
三

大
理
論
）
に
も
と
づ
く
イ
ン
ド
仏
教
的
な
身
体
観
が
併
存
し
、
折
衷
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
折
衷
の
あ
り
方
は
、

あ
く
ま
で
も
中
国
伝
統
の
『
黄
帝
内
経
』
な
ど
を
中
心
と
し
た
身
体
観
、
陰
陽
五
行
説
の
気
の
生
理
学
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
を
前
提
と

し
て
、
そ
の
上
に
イ
ン
ド
仏
教
よ
り
継
承
し
た
四
大
論
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
を
折
衷
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
意
味
で
天
台
大
師
の
身
体
観
は
二
つ
が
併
存
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
気
の
生
理
学
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
が
色
濃

く
見
ら
れ
、
そ
れ
は
生
命
現
象
を
は
じ
め
、
自
然
界
や
人
間
界
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
離
合
集
散
し
て
見
よ
う
と
す
る
気
の
概
念
で
あ
っ

た
。
私
た
ち
人
間
を
「
心
ー
気
ー
身
体
」
と
い
う
機
能
的
構
造
に
よ
っ
て
把
握
し
、
気
の
生
理
学
を
媒
介
と
し
て
心
と
身
体
の
関
係
を
理

解
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
「
経
絡
」
と
い
う
気
の
流
れ
る
ル
ー
ト
の
発
見
を
発
見
し
、
こ
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
身
体
全
体
に
気
が
め
ぐ

り
、
臓
腑
（
蔵
府
）
や
身
体
各
部
の
密
接
な
連
絡
・
相
関
性
が
見
い
だ
さ
れ
て
、
人
間
の
有
機
的
・
全
体
的
な
把
握
が
可
能
に
な
っ
た
の

で
あ
る
＊
９
。

こ
れ
に
よ
っ
て
今
後
は
中
国
仏
教
な
ど
の
修
行
論
を
評
価
す
る
場
合
に
は
、
と
く
に
天
台
大
師
の
撰
述
し
た
『
摩
訶
止
観
』『
天
台
小

止
観
』
な
ど
修
行
法
の
指
南
書
に
見
ら
れ
る
所
作
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
陰
陽
五
行
説
の
気
の
生
理
学
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
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を
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
正
し
い
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
＊

。

２

天
台
大
師
の
身
体
観
を
踏
ま
え
た
修
行
法
の
理
解
の
試
み

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
意
味
の
分
か
ら
な
か
っ
た
修
行
法
の
作
法
と
そ
の
実
際
を
理
解
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

○
関
口
真
大
博
士
の
指
摘
す
る
二
つ
の
丹
田

『
天
台
小
止
観
』
で
は
「
臍
下
一
寸
を
憂
陀
那
と
名
づ
く
」
＊

と
い
い
、『
摩
訶
止
観
』
で
は
「
丹
田
は
臍
の
下
を
去
る
こ
と
二
寸
半

な
り
」
＊

と
い
う
。
で
は
こ
の
憂
陀
那
、
丹
田
と
は
何
か
。

ま
ず
気
の
生
理
学
で
は
、
人
間
の
身
体
を
「
上
部
の
頭
か
ら
頚
」
ま
で
を
上
焦
、「
中
部
の
胴
体
の
肋
骨
か
ら
横
隔
膜
」
ま
で
を
中
焦
、

「
下
部
の
下
腹
」
ま
で
を
下
焦
と
い
う
三
つ
の
部
分
（
三
焦
）
に
分
け
て
お
り
、
道
教
で
は
そ
の
中
心
辺
り
を
上
丹
田
、
中
丹
田
、
下
丹

田
と
理
解
し
て
お
り
、
当
時
は
丹
田
と
い
っ
て
も
厳
密
に
あ
る
部
分
の
み
を
限
定
し
て
い
た
分
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
場
合
は

お
お
よ
そ
下
腹
の
中
心
部
全
体
を
下
丹
田
と
呼
ん
で
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
「
気
の
生
理
学
」
で
い
う
気
血
の
流
れ
る
ル
ー
ト
で
あ
る
「
経
絡
」
を
示
し
て
い
る
『
霊
枢
』
の
経
脈
篇
や
『
十
四
経
発
揮
』
な

ど
か
ら
理
解
す
る
と
、『
天
台
小
止
観
』
の
「
臍
下
一
寸
」
の
場
所
は
、
奇
経
八
脈
の
一
つ
任
脈
上
の
「
気
海
」（
厳
密
に
は
臍
下
一
寸

一
寸
五
分
）
に
相
応
す
る
と
考
え
ら
れ
、『
摩
訶
止
観
』
の
「
臍
下
二
寸
半
」
の
場
所
は
、
や
は
り
任
脈
上
の
「
関
元
」（
厳
密
に
は
臍
下

二
寸
五
分

三
寸
）
に
相
応
す
る
＊

。

そ
し
て
、「
気
海
」
は
、
正
経
と
呼
ば
れ
る
気
血
の
流
れ
る
十
二
ル
ー
ト
の
腎
経
と
膀
胱
経
な
ど
の
泌
尿
生
殖
器
系
の
機
能
に
関
係
す

る
募
穴
で
あ
る
。「
関
元
」
は
、
胃
経
と
脾
経
な
ど
の
消
化
器
系
の
機
能
に
関
係
す
る
募
穴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
天
台
大
師
は
、

『
黄
帝
内
経
』
な
ど
の
気
の
生
理
学
の
医
学
的
知
識
と
、
ご
自
身
の
体
験
と
い
う
経
験
即
の
知
識
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
丹
田
を
分
け
て
考
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え
お
り
、
病
気
の
種
類
な
ど
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
『
天
台
小
止
観
』
の
「
憂
陀
那
」
と
は
、
本
来
イ
ン
ド
医
学
の
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
や
ヨ
ー
ガ
な
ど
で
生
命
作
用
を
説
明
す
る

理
論
に
プ
ラ
ー
ナ
（

・

、
呼
吸
風

呼
吸
）・
ア
パ
ー
ナ
（

・

、
下
風

排
泄
作
用
）・
ヴ
ィ
ヤ
ー
ナ
（

・

、
媒
介
作
用
）・

サ
マ
ー
ナ
（

・

、
等
風

消
化
同
化
作
用
）・
ウ
ダ
ー
ナ
（

、
上
風

上
昇
作
用
）
の
五
風
の
一
つ
で
、
上
昇
作
用
を
司
る

ウ
ダ
ー
ナ
で
あ
る
と
い
え
る
＊

。

つ
ま
り
、
イ
ン
ド
医
学
や
ヨ
ー
ガ
で
は
、
身
体
を
五
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
え
、
そ
の
身
体
の
五
つ
の
部
分
に
応
じ
て
中
国
医
学
の

「
気
」
に
相
当
す
る
「
プ
ラ
ー
ナ
」
と
呼
ぶ
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
五
つ
に
分
け
、
そ
れ
を
五
風
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
身
体
の
一
番

上
部
に
位
置
し
て
、
プ
ラ
ー
ナ
の
摂
取
さ
れ
る
場
所
を
ウ
ダ
ー
ナ
（
憂
陀
那
）
と
呼
び
、
上
風
や
口
中
の
風
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
イ
ン
ド
の
ヨ
ー
ガ
で
は
、
人
間
の
身
体
を
多
重
の
存
在
と
し
て
、
肉
体
身
、
微
細
身
、
原
因
身
の
三
つ
の
次
元
で
捉
え
て
お

り
、
と
く
に
そ
の
微
細
身
（

）
で
は
、
気
の
生
理
学
で
い
う
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
プ
ラ
ー
ナ
）
を
摂
取
す
る
場
所
を
カ
ン

ダ
・
ス
タ
ー
ナ
（

）
と
呼
び
＊

、
そ
の
場
所
は
中
国
医
学
の
「
関
元
」
と
相
応
す
る
。
こ
の
意
味
で
天
台
大
師
は
、
外

気
を
関
元
か
ら
摂
取
す
る
こ
と
で
気
力
の
充
実
を
促
し
、
よ
り
高
次
元
の
霊
性
の
開
発
す
る
行
法
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

イ
ン
ド
の
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
の
原
典
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』（

・
一
二
・
八
）
に
は
、
そ
れ
を
具
体
的
に
「
風
大

（

）
は
正
常
な
状
態
に
あ
る
時
に
は
、
身
体
（

）
の
組
織
（

）
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
プ
ラ
ー
ナ
・
ウ
ダ
ー

ナ
・
サ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ィ
ヤ
ー
ナ
・
ア
パ
ー
ナ
の
五
種
よ
り
な
り
、
様
々
な
運
動
を
促
進
さ
せ
、
心
理
器
官
を
制
御
し
、
す
べ
て
の
感
覚
器

官
を
活
性
さ
せ
、
・
・
・
・
・
身
体
の
全
て
の
組
織
を
統
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
身
体
の
各
部
の
結
合
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
」
と
示

し
て
い
る
＊

。

し
か
し
、
気
の
生
理
学
に
は
、
呼
吸
法
で
丹
田
に
気
を
め
ぐ
ら
せ
る
方
法
が
あ
り
、
漢
代
の
『
伸
鑒
』
と
い
う
医
学
書
に
は
「
関
元
と

は
呼
吸
す
る
気
を
関
蔵
（
蓄
え
）
て
、
四
方
の
気
を
う
け
授
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
＊

、
そ
れ
は
ウ
ダ
ー
ナ
か
ら
呼
吸
に
よ
っ
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て
摂
取
さ
れ
た
プ
ラ
ー
ナ
（
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
が
、「
関
元
」
に
収
蔵
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
関
元
」
と

同
義
語
の
「
丹
田
」
と
呼
ん
だ
と
い
え
る
。

○
沈
の
相
と
浮
の
相
の
意
味
に
つ
い
て

ま
た
意
識
が
沈
ん
で
い
る
時
（
沈
の
相
）
に
は
「
ま
さ
に
念
を
鼻
端
に
係
け
、
心
を
し
て
縁
の
な
か
に
住
在
し
て
分
散
の
意
な
か
ら
し

む
べ
し
」
と
い
い
、
意
識
が
散
漫
に
な
っ
て
い
る
時
（
浮
の
相
）
に
は
「
よ
ろ
し
く
心
を
下
に
向
け
て
安
ん
じ
、
縁
を
臍
の
な
か
に
係

け
、
諸
の
乱
念
を
制
す
べ
し
」
と
い
い
、
そ
こ
に
意
識
集
中
す
る
だ
け
で
心
が
静
ま
り
安
定
す
る
と
い
う
の
は
何
故
か
。

ま
ず
気
の
生
理
学
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
身
体
を
三
つ
の
部
分
「
上
焦
、
中
焦
、
下
焦
」
の
「
三
焦
」
に
分
け
て
い
る

が
、
こ
の
三
焦
の
焦
は
「
こ
げ
る
」
と
い
う
熱
の
意
味
か
ら
、
三
つ
の
場
所
の
気
、
三
気
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
気
の
状
態

を
陰
陽
関
係
か
ら
見
る
と
、
上
焦
・
中
焦
は
陽
気
で
あ
り
、
下
焦
は
陰
気
に
相
当
し
、
身
体
に
お
け
る
気
の
バ
ラ
ン
ス
関
係
は
「
下
実
上

虚
」（
気
の
バ
ラ
ン
ス
が
下
半
身
で
重
く
上
半
身
で
軽
い
）
と
な
り
安
定
す
る
。

ま
た
、
気
を
め
ぐ
ら
せ
る
行
気
と
い
う
方
法
で
は
「
意
守
」「
一
守
」
と
い
っ
て
、
意
識
を
一
所
に
集
中
す
る
こ
と
で
気
を
動
か
し
、

そ
し
て
、
陰
陽
の
本
性
か
ら
呼
吸
す
る
時
の
呼
気
は
陽
気
で
上
昇
し
、
吸
気
は
陰
気
で
下
降
す
る
と
い
う
性
質
を
利
用
し
て
気
の
動
き
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
の
意
識
が
沈
ん
で
い
る
時
（
沈
の
相
）
や
、
意
識
が
散
漫
に
な
っ
て
い
る
時
（
浮
の
相
）
に
は
、
身
体
に
お
け
る

「
下
実
上
虚
」
と
い
う
気
の
自
然
な
バ
ラ
ン
ス
関
係
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
意
識
が
「
沈
の
相
」
に
あ
る
時
は
「
念
を
鼻
端
に
係

け
」
て
集
中
し
、
意
識
が
「
浮
の
相
」
に
あ
る
時
に
は
「
心
を
下
に
向
け
」
て
集
中
し
、
一
守
す
る
こ
と
で
、
陰
陽
の
自
然
な
バ
ラ
ン
ス

関
係
を
作
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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○
趺
坐
（
結
跏
・
半
跏
）
の
脚
の
位
置
、
定
印
の
掌
の
位
置
は
な
ぜ
左
が
上
に
な
る
の
か

『
天
台
小
止
観
』
に
は
調
身
と
し
て
、
坐
法
を
示
す
場
合
に
は
「
結
跏
坐
で
あ
っ
て
も
、
半
跏
坐
で
あ
っ
て
も
左
脚
が
右
脚
の
上
に
な

る
よ
う
」
に
指
示
を
す
る
。
ま
た
法
界
定
印
な
ど
の
印
相
も
、「
左
の
掌
を
も
っ
て
右
手
の
上
に
置
く
」
＊

よ
う
に
指
示
を
す
る
。
そ

れ
は
何
故
か
。

ま
ず
気
の
生
理
学
に
よ
れ
ば
、
手
足
の
指
端
に
は
、
三
陰
三
陽
の
関
係
で
説
明
さ
れ
る
十
二
の
経
絡
系
の
始
点
と
終
点
が
集
中
し
て
お

り
、
ま
た
そ
こ
で
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
滞
ら
な
い
よ
う
に
中
継
し
て
い
る
。
そ
の
母
指
の
指
先
は
「
太
陰
の
肺
経
」
の
始
点
な
の
で
、
そ
の

指
先
を
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
左
右
の
十
二
経
絡
中
を
流
れ
る
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
左
右
の
バ
ラ
ン
ス
、
陰
陽
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る

最
適
な
方
法
と
な
る
＊

。

つ
ま
り
、
肺
経
は
呼
吸
器
系
に
関
係
す
る
経
絡
系
で
、
こ
の
よ
う
な
定
印
を
取
り
な
が
ら
呼
吸
を
調
え
て
行
く
と
左
右
の
鼻
の
通
り
が

良
く
な
り
呼
吸
が
安
定
す
る
。
そ
れ
は
母
指
の
「
太
陰
の
肺
経
」
が
第
二
指
の
「
陽
明
の
大
腸
経
」
に
つ
な
が
り
、
そ
の
流
れ
は
鎖
骨
を

通
っ
て
鼻
孔
の
端
（
迎
香
）
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
迎
香
は
鼻
炎
な
ど
の
治
療
点
と
し
て
、
深
く
呼
吸
と

関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
＊

。

ま
た
定
印
も
「
左
の
掌
を
も
っ
て
右
手
の
上
に
置
き
」、
坐
法
も
「
左
脚
が
右
脚
の
上
に
な
る
よ
う
に
」
ど
ち
ら
も
「
左
上
」
に
な
る

よ
う
に
位
置
さ
せ
る
の
は
、
繰
り
返
す
が
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
陰
陽
関
係
が
あ
り
、
陰
性
の
気
は
降
下
し
陽
性
の
気
は
上
昇
す
る
方
向
へ

流
れ
る
＊

。
つ
ま
り
、
陰
性
に
配
当
さ
れ
る
左
側
の
手
足
が
上
に
位
置
し
、
陽
性
に
配
当
さ
れ
る
右
側
の
手
足
が
下
に
あ
る
場
合
に
は

気
の
陰
陽
関
係
が
成
立
し
、
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
安
定
し
て
左
右
の
手
足
の
末
端
で
流
注
し
循
環
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
い
え

る
。

○
坐
禅
を
組
む
と
き
に
舌
を
上
顎
に
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
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坐
禅
を
組
む
た
め
に
「
口
は
軽
く
結
び
、
舌
を
挙
げ
て
上
顎
に
向
け
る
」
＊

よ
う
に
指
示
す
る
の
は
何
故
か
。

こ
れ
は
気
の
生
理
学
に
は
気
を
巡
ら
せ
る
方
法
が
あ
り
、
と
く
に
道
教
系
医
学
に
は
長
寿
養
生
法
と
し
て
の
行
法
に
小
周
天
が
あ
る
。

＊

。
こ
れ
は
身
体
の
正
中
線
上
を
背
中
か
ら
前
面
へ
と
流
れ
る
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
注
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
そ
の
両
脇
を
流
れ
る

（
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
）
全
身
の
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
充
実
を
促
す
腎
経
・
膀
胱
経
の
経
絡
系
を
刺
激
し
、
心
身
が
共
に
安
定
す
る
「
下

実
上
虚
」
を
実
現
す
る
方
法
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
任
脈
と
呼
ば
れ
る
奇
経
（
経
絡
の
重
要
な
も
の
に
は
、
十
二
の
正
経
と
八
つ
の
奇
経
が
あ
る
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
総
括

し
て
経
絡
と
い
う
。
そ
し
て
、
十
二
の
正
経
は
六
臓
六
腑
が
配
当
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
奇
経
に
は
十
二
の
経
脈
を
河
川
の
本
流
に
た
と
え

る
と
、
そ
の
放
水
路
の
よ
う
な
補
助
的
に
働
く
ル
ー
ト
で
、
正
経
を
補
助
し
て
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
。
任
脈
・
督
脈
は
そ
の
代
表
的

な
奇
経
で
あ
る
＊

。
そ
し
て
、
任
脈
が
身
体
の
正
中
線
上
を
前
面
を
上
か
ら
下
へ
と
流
れ
て
、
督
脈
は
背
中
を
下
か
ら
上
へ
と
流
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
腎
経
・
膀
胱
経
は
そ
の
奇
経
に
沿
っ
て
流
れ
て
い
る
が
、
任
脈
・
督
脈
も
腎
経
・
膀
胱
経
も
共
に
舌
根
の
と
こ
ろ
で
途

絶
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
内
気
の
流
れ
を
円
滑
に
流
注
さ
せ
る
た
め
に
は
、
舌
根
を
上
顎
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
経
脈

を
流
れ
る
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
注
を
促
し
て
い
る
と
い
え
る
。

○
臍
下
丹
田
に
気
力
が
充
実
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

さ
き
の
よ
う
に
古
来
よ
り
仏
教
の
修
行
法
で
は
、
臍
下
丹
田
に
気
力
を
充
実
さ
せ
、
心
身
が
共
に
安
定
す
る
「
下
実
上
虚
」
を
実
現
す

る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
修
行
者
の
身
体
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

い
ま
ま
で
報
告
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ガ
や
禅
瞑
想
に
対
す
る
研
究
の
生
理
学
的
な
所
見
に
よ
れ
ば
、
誘
導
さ
れ
た
瞑
想
状
態
に
よ
っ
て
、

全
体
と
し
て
基
礎
代
謝
率
は
低
下
し
、
腎
臓
や
肝
臓
の
動
脈
血
流
量
を
は
じ
め
内
臓
系
の
血
流
は
抑
制
さ
れ
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、

大
脳
血
流
量
だ
け
は
増
加
す
る
と
い
う
（

１
９
７
１
年
、

１
９
７
８
年
）
＊

。
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こ
の
よ
う
な
報
告
を
気
の
生
理
学
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
ま
ず
気
の
生
理
学
で
は

血
液
を
含
む
体
液
系
を
「
気
血
」
と
い
う
概
念
で
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
気
血
は
、
気
（
陰
）・
血
（
陽
）
と
し
て
陰
陽
関
係
が
あ

り
拮
抗
し
て
い
る
。

こ
の
概
念
で
さ
き
の
報
告
を
整
理
す
る
と
、
瞑
想
状
態
が
誘
導
さ
れ
た
と
き
に
大
脳
血
流
量
が
増
大
し
、
ま
た
内
臓
血
流
量
が
抑
制
さ

れ
て
減
少
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
身
体
を
「
上
焦
、
中
焦
、
下
焦
」
の
三
焦
に
分
け
、
こ
の
三
気
の
状
態
を
陰
陽
関
係
か
ら

見
る
と
、「
上
焦
、
中
焦
」
は
陽
気
（
血
）、「
下
焦
」
は
陰
気
（
気
）
と
い
う
気
の
生
理
と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
状

態
は
陰
気
が
下
半
身
に
充
実
し
て
重
く
、
逆
に
上
半
身
で
は
陽
気
が
充
実
し
軽
く
な
り
安
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
修
行
法
で
い
う

「
下
実
上
虚
」
の
安
定
し
た
状
態
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
代
の
先
端
科
学
の

に
よ
る
実
証
的
な
測
定
に
よ
っ

て
も
、
体
液
系
（
陰
気
）
と
血
液
系
（
陽
気
）
の
拮
抗
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

３

自
按
摩
の
実
際
と
は
何
か

さ
て
、
自
按
摩
で
あ
る
が
「
ま
さ
に
身
を
正
し
ゅ
う
す
べ
し
。
ま
ず
ま
さ
に
そ
の
体
な
ら
び
に
諸
の
支
節
を
挺
動
す
る
こ
と
、
七
、
八

反
を
な
す
べ
し
。
自
按
摩
の
法
の
ご
と
く
に
し
て
、
手
足
を
差
異
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
」
＊

の
実
際
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
天
台
大
師
の
撰
述
の
中
で
、
こ
の
『
天
台
小
止
観
』
の
「
自
按
摩
の
法
」
に
類
似
す
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

・
『
禪
門
口
訣
』「
爾
時
即
随
随
經
十
息
許
、
復
數
數
經
十
息
許
、
乃
微
動
手
脚
次
動
如
按
摩
法
」
＊

・
『
釋
禪
波
羅
蜜
次
第
法
門
』「
先
當
挺
動
其
身
并
諸
支
節
、
作
七
八
反
、
如
自
按
摩
法
、
勿
令
手
足
差
異
」
＊

こ
れ
ら
は
ま
さ
に
『
天
台
小
止
観
』
と
同
様
で
あ
り
、『
釋
禪
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
に
い
た
っ
て
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、『
摩
訶
止
観
』
で
は
「
雖
制
其
事
、
而
令
女
人
洗
拭
按
摩
、
染
心
共
語
相
視
」
＊

と
、
按
摩
の
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
女
性
に
身
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体
を
洗
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
（
按
摩
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
生
活
の
規
範
に
つ
い
て
の
記
述
で
、『
天
台
小
止

観
』
の
自
按
摩
の
よ
う
に
、
天
台
止
観
を
実
習
す
る
た
め
の
作
法
、
身
体
技
法
と
し
て
の
意
味
と
は
異
な
る
。

ま
た
、
八
世
紀
の
湛
然
述
『
止
觀
輔
行
傳
弘
決
』
に
は
「
亦
令
近
身
當
心
安
置
、
挺
動
支
節
七
八
許
度
、
如
按
摩
法
、
勿
曲
勿
聳
正
頭

直
項
令
鼻
對
臍
」
＊

と
、『
天
台
小
止
観
』
と
同
様
の
記
述
が
あ
り
、
や
は
り
天
台
止
観
を
実
習
す
る
た
め
の
作
法
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
以
外
の
「
自
按
摩
」
の
記
述
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

・
七
世
紀
、
新
羅
元
暁
撰
『
起
信
論
疏
』「
次
當
正
身
、
前
當
搖
動
其
身
、
并
諸
支
節
、
依
七
八
反
如
自
按
摩
法
、
勿
令
手
足
差
異
」
＊

・
七
世
紀
、
唐
法
蔵
撰
『
大
乘
起
信
論
義
記
』「
次
當
正
身
、
先
挺
動
其
身
、
開
諸
支
節
作
七
八
反
、
如
自
按
摩
法
、
亦
勿
令
手
足
差

異
、
正
身
端
直
令
脊
骨
相
對
勿
曲
勿
聳
」
＊

・
八
世
紀
、
唐
浄
覚
集
『
楞
伽
師
資
記
』「
先
端
身
正
坐
、
寛
衣
解
帶
、
放
身
縦
體
、
自
按
摩
七
八
翻
、
令
心
腹
中
氣
出
盡
、
即
滔
然
得

性
清
虚
恬
淨
、
身
心
調
適
然
、
安
心
神
則
」
＊

こ
れ
ら
は
さ
き
の
『
天
台
小
止
観
』
と
同
様
に
修
行
を
実
習
す
る
た
め
の
作
法
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
天
台
大

師
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
『
天
台
小
止
観
』
な
ど
を
依
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
上
記
以
外
に
も
『
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
』、『
廬
山
記
』
に
は
、「
自
按
摩
」
の
記
述
は
あ
る
が
、
さ
き
の
『
摩
訶
止
観
』
と

同
様
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
（
按
摩
）
の
意
味
で
あ
っ
て
、
修
行
を
実
習
す
る
た
め
の
身
体
技
法
と
し
て
で
は
な
い
。

さ
ら
に
六
世
紀
前
後
の
経
典
群
の
中
で
「
按
摩
」
の
記
述
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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一
、
『
中
阿
含
經
』「
四
大
之
種
、
從
父
母
生
、
飲
食
長
養
、
常
衣
被
覆
、
坐
臥
按
摩
、
澡
浴
強
忍
」
＊

五
世
紀
、
東
晉

瞿
曇
僧
伽

提
婆
訳
。

二
、
『
大
方
廣
佛
華
厳
經
』「
皆
往
營
助
、
於
師
長
處
、
按
摩
塗
洗
」
＊

四
世
紀
、
唐

般
若
訳
。

三
、
『
大
寶
積
經
』
菩
薩
蔵
會
「
菩
薩
摩
訶
薩
、
行
尸
羅
波
羅
蜜
多
時
、
發
如
是
念
、
身
是
不
堅
性
非
牢
固
、
當
假
覆
蔽
洗
濯
按
摩
」

＊

八
世
紀
、
唐
玄
奘
訳
。

四
、
『
大
般
涅
槃
經
卷
』「
若
菩
薩
摩
訶
薩
父
母
師
長
若
病
苦
時
、
自
手
洗
拭
捉
持
按
摩
、
以
是
業
縁
得
手
足
軟
」
＊

五
世
紀
、
宋

慧
厳
等
依
泥

經
加
之
。

五
、
『
治
禪
病
祕
要
法
』「
第
八
節
金
剛
色
童
子
、
手
持
二
瓶
、
以
金
剛
色
藥
、
灌
兩
耳
中
、
及
一
切
毛
孔
、
如
按
摩
法
、
停
調
諸
節
、

身
如
鉤
鎖
、
遊
諸
節
間
」
＊

六
、
「
爲
於
行
者
、
按
摩
調
身
」
＊

二
世
紀
、
劉
宋

沮
渠
京
聲
訳
。

七
、
『
五
分
律
』「
便
馳
往
問
、
何
所
患
苦
、
答
言
骨
節
皆
痛
、
彼
即
爲
按
摩
、
比
丘
尼
言
、
聽
汝
處
處
按
摩
、
但
不
得
行
欲
」
＊

五

世
紀
、
劉
宋

佛
陀
什

竺
道
生
等
訳
。

八
、
『
摩
訶
僧
祇
律
』「
身
自
供
給
晨
起
問
訊
、
與
出
大
小
行
器
唾
壺
著
常
處
、
與
按
摩
身
體
授
與
衣
鉢
、
共
入
聚
落
令
在
前
行
到
檀
越

家
」
＊

九
、
「
若
須
按
摩
油
塗
身
者
、
應
倩
女
人
爲
之
」
＊

五
世
紀
、
東
晉

佛
陀
跋
陀
羅
、
法
顯
訳
。

一
〇
、『
十
誦
律
』「
爾
時
来
還
大
疲
極
、
僧
房
中
臥
自
言
脚
痛
躑
痛
脅
痛
背
痛
、
語
諸
比
丘
尼
、
與
我
按
摩
、
諸
比
丘
尼
言
、
善
女
、
從

何
處
来
、
答
言
、
入
某
家
出
某
家
、
出
某
家
復
入
某
家
、
問
言
、
汝
爲
佛
事
僧
事
耶
、
答
言
、
不
爲
、
諸
比
丘
尼
言
、
若
不
爲
佛
事
僧
事

去
者
、
何
以
故
、
爲
作
是
行
得
大
疲
極
、
是
中
有
比
丘
尼
、
少
欲
知
足
行
頭
陀
、
聞
是
事
心
不
喜
、
種
種
因
縁
呵
責
言
、
云
何
名
比
丘

尼
、
晝
日
一
身
獨
行
、
種
種
因
縁
呵
已
」
＊

五
世
紀
、
後
秦

弗
若
多
羅
共
羅
什
訳
。
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一
一
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雜
事
』「
當
須
早
起
親
問
二
師
、
四
大
安
隱
起
居
輕
利
、
除
小
便
器
爲
按
摩
身
、
其
師
若
言
我
今
有

疾
、
應
問
所
患
便
往
醫
處
、
具
説
病
由
請
方
救
療
、
如
醫
所
教
便
爲
療
治
」
＊

七
世
紀
、
唐

義
淨
訳

一
二
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
頌
』「
次
可
到
師
邊
、
安
置
於
坐
物
、
巾
水
土
齒
木
、
寒
温
須
適
時
、
有
時
應
早
起
、
審
就
師
邊
、
敬

重
按
摩
身
、
生
殊
勝
福
」
＊

七
世
紀
、
唐
義
浄
訳
。

一
三
、『
大
智
度
論
』「
或
有
人
不
著
容
色
但
染
著
威
儀
、
進
止
坐
起
行
住
禮
拜
俯
仰
揚
眉
頓
睫
親
近
按
摩
」
＊

四
世
紀
、
後
秦

鳩
摩

羅
什
訳
。

一
四
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』「
除
身
殺
生
劫
盗
邪
婬
、
餘
殘
打
縛
閉
繋
鞭
杖
牽
挽
等
、
但
不
死
而
已
、
如
是
不
善
身
業
非
奪
命
等
所
攝
、
善

中
迎
送
合
掌
禮
拜
恭
敬
問
訊
洗
浴
按
摩
布
施
等
善
身
業
非
不
殺
生
等
所
攝
」
＊

四
世
紀
、
後
秦

鳩
摩
羅
什
訳
。

一
五
、『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』「
世
尊
避
衰
老
位
故
捨
壽
行
、
所
化
有
情
事
未
究
竟
復
留
三
月
、
如
陀
夷
一
時
爲
佛
按
摩
支
體
見
異
常

相
」
＊

七
世
紀
、
唐

玄
奘
訳
。

一
六
、『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
』「
豈
不
求
食
爲
除
飢
渇
、
如
何
飢
渇
亦
名
爲
食
、
由
此
二
種
、
亦
於
根
大
能
増
益
故
、
如
按
摩
等
」
＊

七
世
紀
、
唐

玄
奘
訳
。

一
七
、『
瑜
伽
師
地
論
』「
増
房
補
益
色
香
味
具
精
妙
飲
食
、
過
今
夜
分
至
於
明
日
、
於
角
武
事
當
有
力
能
、
所
謂
按
摩
拍
鞠
托
石
跳
躑

蹴
」
＊

七
世
紀
、
唐

玄
奘
訳
。

一
八
、「
渉
路
作
業
有
劬
勞
者
、
爲
治
勞
苦
求
按
摩
等
以
爲
對
治
」
＊

一
九
、『
倶
舎
論
疏
』「
由
此
二
種
亦
於
根
、
大
能
増
益
故
、
如
按
摩
等
」
＊

八
世
紀
、
唐

法
寶
撰
。

二
〇
、『
南
海
寄
歸
内
法
傳
』「
弟
子
方
乃
爲
師
、
按
摩
身
體
」
＊

七
世
紀
、
唐

義
浄
撰
。

い
ま
経
典
群
の
中
か
ら
二
〇
の
「
按
摩
」
の
記
述
を
あ
げ
た
が
、
五
と
六
の
『
治
禪
病
祕
要
法
』
の
「
按
摩
」
は
「
自
按
摩
」
の
意
味

合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
は
お
よ
そ
疲
労
し
た
と
き
に
は
、
沐
浴
し
た
り
、
油
を
塗
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
か
ら
マ
ッ
サ
ー
ジ
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を
す
る
と
い
う
よ
う
な
養
生
法
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

さ
て
「
按
摩
の
法
」
が
お
お
よ
そ
養
生
法
と
し
て
施
療
の
た
め
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
さ
き
の
『
天
台
小
止

観
』
の
実
習
す
る
た
め
の
作
法
で
、「
自
按
摩
」
と
い
う
身
体
技
法
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

さ
き
に
中
国
医
学
の
源
泉
と
な
る
『
黄
帝
内
経
』
な
ど
の
正
統
医
学
書
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
に
は
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い

な
い
按
摩
法
、
調
気
導
引
法
な
ど
に
関
わ
る
も
の
が
、
道
教
系
の
医
師
た
ち
に
よ
っ
て
六
世
紀
こ
ろ
か
ら
編
纂
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
の
医

学
書
の
中
に
孫
思

著
『
備
急
千
金
要
方
』（
六
五
〇
年

六
五
八
年
）
が
あ
る
が
、
そ
の
巻
二
十
七
「
養
生
」
第
四

按
摩
法
に
は
、

「
按
摩
に
は
『
天
竺
按
摩
』
と
呼
ば
れ
て
婆
羅
門
の
法
が
あ
る
。
手
を
挙
げ
た
り
肩
を
回
し
た
り
、
立
っ
た
り
坐
っ
た
り
し
な
が
ら
身
体

を
曲
げ
た
り
伸
ば
し
た
り
、
脚
を
開
い
た
り
閉
じ
た
り
、
ゆ
っ
た
り
と
呼
吸
を
調
え
る
。
ま
た
『
老
子
按
摩
法
』
と
い
い
、
呼
吸
法
を
使

わ
ず
、
立
っ
た
ま
ま
ゆ
っ
た
り
と
動
き
な
が
ら
手
を
挙
げ
た
り
肩
を
回
し
た
り
、
脚
を
伸
ば
し
た
り
広
げ
た
り
、
自
分
の
身
体
に
施
療
す

る
方
法
」
が
示
さ
れ
て
い
る
＊

。

こ
の
記
述
か
ら
い
え
ば
、
按
摩
の
中
で
「
天
竺
按
摩
で
婆
羅
門
の
法
」
は
、
ま
さ
に
イ
ン
ド
の
行
者
の
修
行
法
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、

今
日
で
い
う
「
ヨ
ー
ガ
の
ア
ー
サ
ナ
（

）」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ヨ
ー
ガ
の
ア
ー
サ
ナ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
け

ば
、
五
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
の
ス
ー
ト
ラ
（

）
と
呼
ば
れ
た
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ

（

）
に
は
、
ヨ
ー
ガ
の
八
部
門
（

・

・

）
が
あ
り
、
ア
ー
サ
ナ
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「﹇
二
・
二
八
﹈ヨ
ー

ガ
の
諸
部
門
を
修
行
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
次
第
に
心
の
け
が
れ
が
消
え
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
応
じ
て
英
智
の
光
が
輝
き
を
増
し
、
終
に
は

弁
別
智
（

）
が
現
れ
る
。﹇
二
・
二
九
﹈ヨ
ー
ガ
は
次
の
鉢
部
門
か
ら
な
る
。
禁
戒
（

）、
勧
戒
（

）、
坐
法

（

）、
調
気
法
（

・

）、
制
感
（

）、
凝
念
（

・

）、
静
慮
（

）、
三
昧
（

・

）」
＊

と

第
三
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「﹇
二
・
四
六
﹈（
坐
法
）
坐
り
方
は
、
安
定
し
た
、
快
適
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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﹇
二
・
四
七
﹈安
定
し
た
、
快
適
な
坐
り
方
に
成
功
す
る
に
は
、
緊
張
を
ゆ
る
め
、
心
を
無
辺
な
も
の
へ
合
一
（

、
定
）
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
＊

と
あ
り
、
ほ
ぼ
『
天
台
小
止
観
』
の
「
自
按
摩
の
法
」
と
同
様
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
自
按
摩
の
法
は
、
止
観
を
実
習
す
る
ま
え
に
身
体
の
気
血
の
循
環
を
促
進
す
た
め
に
、
肩
や
股
間
の
関
節
を
動
か
す
方
法

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
の
効
用
は
と
い
え
ば
、
中
国
医
学
の
基
礎
文
献
で
あ
る
『
黄
帝
内
経
』『
霊
枢
』「
九
鍼
十
二
原
」

に
「
五
臓
に
六
腑
あ
り
、
六
腑
に
は
十
二
の
経
絡
が
あ
り
、
そ
の
十
二
の
経
絡
は
四
つ
の
関
節
か
ら
出
て
い
る
。
こ
の
四
つ
の
関
節
は
五

臓
を
治
す
」
と
あ
り
、
肩
や
股
間
の
屈
伸
や
回
転
運
動
が
経
絡
の
気
血
の
流
れ
を
良
く
し
、
五
臓
六
腑
の
病
気
ま
で
も
治
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
。
ま
た
、
按
摩
法
は
古
く
は
按
摩
・
導
引
法
と
呼
ば
れ
、
そ
の
起
源
は
漢
代
の
馬
王
堆
帛
書
の
「
導
引
図
」
に
見
ら
れ
る
な
ど

か
な
り
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
＊

。

こ
の
よ
う
に
気
の
生
理
学
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
を
前
提
と
す
る
と
、
今
ま
で
理
解
で
き
な
か
っ
た
修
行
法
の
作
法
と
そ
の
実
際
の
一

つ
一
つ
に
つ
い
て
の
理
解
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
今
ま
で
西
洋
医
学
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
来
た
、
修
行
に
対
す
る

医
学
的
な
研
究
方
法
の
成
果
も
、
気
の
生
理
学
な
ど
の
概
念
に
よ
っ
て
解
説
で
き
る
道
が
開
け
た
と
い
え
る
。

脚
注

＊
１

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
刊

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
二
十
七
号
所
収

唱
題
行
の
生
理
学
的
、
心
理
学
的
研
究

｜
修
行
プ
ロ
セ
ス
の
生
理
学
的
研
究
｜

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
二
十
八
号
所
収

現
行
の
沙
弥
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
実
際
と
そ
の
実
証
的
評
価

｜
修
行
に
よ
る
意
識
の
変

容
プ
ロ
セ
ス
を
前
提
と
し
て
｜

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
三
十
号
所
収

教
相
と
観
心
の
実
証
的
な
評
価
に
つ
い
て

｜
『
天
台
小
止
観
』
の
生
理
心
理
学
的
な
考

察
を
前
提
と
し
て
｜

『
教
化
学
論
集
』
第
１
号
所
収

修
行
に
よ
る
変
性
意
識
状
態
の
誘
導
の
比
較
に
つ
い
て

｜
坐
禅
と
読
経
時
の
脳
波
と
心
拍
数
の
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比
較
か
ら
｜

＊
２

関
口
真
大
『
天
台
小
止
観
』
岩
波
文
庫

七
三
頁

＊
３

同
右

七
三
頁

＊
４

同
右

七
三
頁

＊
５

同
右

七
五
頁

＊
６

同
右

七
七
頁

＊
７

同
右

一
六
五
頁

＊
８

関
口
真
大
『
摩
訶
止
観
』
下

岩
波
文
庫

一
九
三
頁

＊
９

丸
山
敏
秋
『
黄
帝
内
経
と
中
国
古
代
医
学
書
』

四
一
四
頁

東
京
美
術

一
九
八
六
年

＊

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
刊

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
二
十
九
号
所
収

『
摩
訶
止
観
』「
観
病
患
境
」に
お
け
る
治
病
の
分
類

｜
天
台
止
観
に
見
ら
れ
る
「
気
の

生
理
学
」
を
前
提
と
し
て
｜

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
三
十
一
号
所
収

修
行
に
お
け
る
行
法
の
評
価
﹇

水
行
の
評
価
﹈

｜
行
動
科
学
に
お
け
る
皮
膚
電
気
生

理
学
の
実
験
研
究
か
ら
｜

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
三
十
二
号
所
収

天
台
大
師
の
病
気
の
治
療
法
、
二
つ
の
基
礎
概
念
に
つ
い
て

｜
『
摩
訶
止
観
』
を
中
心

と
し
て
｜

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
三
十
四
号
所
収

律
蔵
経
典
群
に
見
え
る
仏
教
医
学
に
つ
い
て

｜
律
藏
と
イ
ン
ド
古
典
医
学
の
比
較
か
ら

｜『
現
代
宗
教
研
究
』
第
三
十
五
号
所
収

仏
教
教
団
で
は
ど
の
様
に
癒
し
を
行
っ
て
い
た
か

｜
律
藏
経
典
群
か
ら
読
み
と
れ
る
疾
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病
誌
に
つ
い
て
｜

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
三
十
五
号
所
収

律
藏
経
典
群
に
見
ら
れ
る
耆
婆
の
治
療
法

＊

『
天
台
小
止
観
』

一
六
五
頁

＊

『
摩
訶
止
観
』
下

一
九
三
頁

＊

本
間
祥
白
『
図
解
十
四
経
発
揮
』
医
道
の
日
本
社

一
七
二
頁

一
七
三
頁

＊

佐
保
田
鶴
治
『
解
説
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
平
河
出
版

一
四
六
頁

二
〇
七
頁

＊

佐
保
田
鶴
治
『
ヨ
ー
ガ
根
本
教
典
』
平
河
出
版

「
ハ
タ
・
ヨ
ー
ガ
・
プ
ラ
テ
ィ
ー
ピ
ー
カ
ー
」
三
・
一
〇
三

一
一
五

二
四

六
頁

二
五
〇
頁

本
山

博
『
密
教
ヨ
ー
ガ
』
宗
教
心
理
出
版

一
三
四
頁

一
三
五
頁

＊

幡
井
勉
編
『
生
命
の
医
学
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
』
白
樹
社

一
〇
四
頁

＊

平
河
出
版
『
道
教
』
１
所
収
二
六
五
頁

坂
田
祥
伸
「
養
生
術
」

＊

『
天
台
小
止
観
』
七
三
頁

＊

長
濱
善
夫
『
東
洋
医
学
概
説
』
創
元
社

二
四
六
頁

二
五
二
頁

＊

同
上

二
三
六
頁

＊

同
一
六
二
頁

一
六
四
頁

＊

『
天
台
小
止
観
』

七
五
頁

＊

参
考
文
献

本
山
博
訳
『
太
乙
金
華
宗
旨
』
宗
教
心
理
出
版

『
道
教
事
典
』
平
河
出
版
社

二
七
五
頁



─ ─

＊

『
東
洋
医
学
概
説
』

一
九
二
頁

一
九
四
頁

＊

参
考
文
献

池
見
酉
次
郎
『
心
療
内
科
学
』、
医
歯
薬
出
版

同

『
現
代
心
身
医
学
』

・
ガ
ヤ
シ
『
ヨ
ー
ガ
と
心
理
療
法
』
誠
心
書
房

・

・
ウ
ェ
ス
ト
『
瞑
想
の
心
理
学
』
川
島
出
版

安
藤
治
『
瞑
想
の
精
神
医
学
』
春
秋
社

＊

『
天
台
小
止
観
』

七
三
頁

＊

大
正
四
六

五
八
一

＊

大
正
四
六

四
八
九

＊

大
正
四
六

三
六

＊

大
正
四
六

二
七
五

＊

大
正
四
四

二
二
二

＊

大
正
四
四

二
八
三

＊

大
正
八
五

一
二
八
九

＊

大
正

一

四
六
四

＊

大
正
一
〇

七
八
二

＊

大
正
一
一

二
四
三

＊

大
正
一
二

七
八
〇
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＊

大
正
一
五

三
三
五

＊

同
上

三
四
一

＊

大
正
二
二

七
七

＊

大
正
二
二

四
一
九

＊

同
上

四
五
六

＊

大
正
二
三

三
〇
八

＊

大
正
二
四

三
八
二

＊

大
正
二
四

六
一
九

＊

大
正
二
五

二
一
八

＊

大
正
二
六

九
五

＊

大
正
二
七

六
五
六

＊

大
正
二
九

五
〇
九

＊

大
正
三
〇

四
〇
六

＊

大
正
三
〇

六
七
一

＊

大
正
四
一

六
〇
四

＊

大
正
五
四

二
二
二

＊

『
道
教
』
１
所
収
二
六
八
頁

二
六
九
頁

坂
田
祥
伸
「
養
生
術
」

江
戸
医
学
影
北
宋
本
『
備
急
千
金
要
方
』
巻
二
十
七

養
生
・
調
気
法
第
五

四
八
三
頁
下

＊

『
解
説
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』

一
〇
一
頁
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＊

同

一
一
二
頁

＊

『
道
教
』
１
所
収
二
四
八
頁

坂
田
祥
伸
「
養
生
術
」

（
こ
の
小
論
は
第
五
十
八
回
日
蓮
宗
教
学
研
究
発
表
大
会
で
発
表
し
た
論
考
を
整
理
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。）


