
書

評

山
下
博
司
著

『
ヨ
ー
ガ
の
思
想
』
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年

保

坂

俊

司

は
じ
め
に

本
書
は
、
現
代
の
イ
ン
ド
学
を
代
表
す
る
学
者
の
一
人
と
し
て
旺
盛
な
執

筆
活
動
を
行
っ
て
い
る
東
北
大
学
の
山
下
博
司
博
士
に
よ
る
、
ヨ
ー
ガ
に
関

す
る
小
さ
な
百
科
全
書
と
形
容
す
る
に
相
応
し
い
書
物
で
あ
る
。
一
般
啓
蒙

書
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
記
述
は
平
易
に
し
て
簡
潔
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
イ
ン
ド
哲
学
者
と
し
て
の
高
度
な
専
門
性

を
備
え
て
い
る
。
し
か
も
、
山
下
博
士
は
文
献
学
的
に
偏
り
が
ち
な
イ
ン
ド

学
者
と
は
異
な
り
、
自
ら
ヨ
ー
ガ
を
実
践
し
、
そ
の
体
験
を
文
化
人
類
学
的

に
分
析
す
る
な
ど
ヨ
ー
ガ
に
関
す
る
総
合
的
な
視
点
を
本
書
は
備
え
て
い

る
。
本
書
は
恰
も
ミ
ニ
「
ヨ
ー
ガ
百
科
全
書
」
と
で
も
形
容
す
べ
き
ヨ
ー
ガ

に
関
す
る
総
合
的
な
書
物
で
あ
る
。

ヨ
ー
ガ
ブ
ー
ム
へ
の
警
鐘

さ
て
本
書
を
貫
く
姿
勢
は
、
ヨ
ー
ガ
の
正
し
い
理
解
と
本
来
の
ヨ
ー
ガ
の

姿
を
、
日
本
の
読
者
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
山
下
博
士
が
本
書
を
執
筆
す
る
動
機
の
一
つ
に
、
ヨ
ー
ガ
ブ

ー
ム
と
い
わ
れ
る
日
本
（
勿
論
ヨ
ー
ガ
ブ
ー
ム
は
世
界
的
現
象
と
も
い
え
る

が
）
に
お
け
る
「
百
家
争
鳴
、
悪
く
言
え
ば
混
沌
状
態
」（
一
五
。
カ
ッ
コ
内

の
数
字
は
引
用
ペ
ー
ジ
を
表
す
。
以
下
同
じ
）
、
そ
の
背
景
に
あ
る
「（
ヨ
ー
ガ

の
）
本
質
を
離
れ
た
ヨ
ー
ガ
の
商
品
化
」（
九
）
、
つ
ま
り
「
ヨ
ー
ガ
・
イ
メ

ー
ジ
が
商
業
主
義
と
強
く
結
び
付
く
形
で
消
費
さ
れ
て
い
る
」（
九
）
、
つ
ま

り
美
容
や
痩
身
、
あ
る
い
は
肉
体
的
な
健
康
を
ヨ
ー
ガ
の
目
的
と
し
て
い
る

現
在
の
業
況
に
た
い
し
て
、
イ
ン
ド
哲
学
者
と
し
て
の
憂
い
が
感
じ
ら
れ

一
〇
九



る
。
と
い
う
の
も
、
筆
者
は
ヨ
ー
ガ
本
来
の
目
的
を
「『
こ
こ
ろ
』
と
『
か

ら
だ
』
の
相
互
関
係
を
追
求
す
る
体
系
で
あ
る
。
精
神
を
澄
明
に
す
る
過
程

で
身
体
も
健
や
か
に
な
り
、
身
体
を
壮
健
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
魂
の

癒
し
も
果
た
さ
れ
る
」（
一
二
）
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ガ
に
対
す
る
基
本
的
知
識
の
欠
如
、
あ
る
い
は
一
知
半

解
の
ヨ
ー
ガ
理
解
が
現
在
の
「
百
家
争
鳴
、
悪
く
言
え
ば
混
沌
状
態
で
あ

る
」（
一
五
）
こ
と
を
筆
者
は
危
惧
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
な
ヨ
ー

ガ
へ
の
知
識
も
な
く
、
単
な
る
ブ
ー
ム
、
つ
ま
り
商
業
主
義
と
ヨ
ー
ガ
が
安

易
に
結
び
付
く
こ
と
で
、
ヨ
ー
ガ
本
来
の
効
用
が
か
え
っ
て
疎
外
さ
れ
る
こ

と
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
筆
者
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
知
識
は
さ
て
お
き
、「
伝
統
的

ヨ
ー
ガ
の
基
礎
す
ら
わ
き
ま
え
な
い
人
が
、
い
っ
ぱ
し
の
グ
ル
を
名
乗
り
、

独
り
よ
が
り
の
ヨ
ー
ガ
を
説
い
た
り
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ガ
と
無
縁
な
も
の
を

ヨ
ー
ガ
と
称
し
、
あ
る
い
は
別
個
の
独
立
し
た
体
系
と
ヨ
ー
ガ
と
を
、『
フ

ュ
ー
ジ
ョ
ン
』
の
名
の
も
と
に
無
節
操
に
ま
ぜ
こ
ぜ
に
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ガ

の
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
知
見
や
原
語
の
最
低
限
の
知
識
す
ら
欠
く
人
が
、
独
善
的

な
ヨ
ー
ガ
の
書
物
を
著
し
た
り
、
外
国
語
の
専
門
書
を
翻
訳
し
た
り
し
て
い

る
。
前
者
も
問
題
だ
が
、
後
者
の
ほ
う
も
困
り
も
の
で
あ
る
。
…
…
（
ヨ
ー

ガ
に
関
す
る
書
物
が
）
氾
濫
と
も
呼
べ
る
状
況
の
な
か
で
、『
本
物
』
が
多

く
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
玉
石
混
淆
の
な
か
か

ら
、
素
人
が
『
玉
』
を
見
分
け
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
現
代
の
ヨ
ー
ガ
を
め

ぐ
る
言
説
と
実
践
は
、
諸
説
入
り
乱
れ
て
、
ま
さ
に
混
沌
た
る
あ
り
さ
ま
を

呈
し
て
い
る
。
…
…
現
代
社
会
に
満
ち
溢
れ
る
『
ヨ
ー
ガ
』
の
な
か
に
は
、

真
の
ヨ
ー
ガ
の
一
部
だ
け
を
切
り
と
り
、
故
意
に
誇
張
し
、
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
ヨ
ー
ガ
の
あ
り
か
た
を
大
い
に
歪
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。」（
一
七
）
と
の
反
省
の
も
と
に
、「
こ
の
あ
た
り
で
原
点
に
立
ち
か

え
っ
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。」（
同
）
と
い
う
の
が
筆
者
の
基
本

ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

ヨ
ー
ガ
の
真
の
意
味
と
は

で
は
何
故
、
こ
の
よ
う
な
思
い
に
筆
者
が
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

点
を
理
解
す
る
に
は
、
現
在
の
ヨ
ー
ガ
を
巡
る
環
境
が
ヨ
ー
ガ
ブ
ー
ム
に
便

乗
し
た
商
業
主
義
に
よ
る
ヨ
ー
ガ
の
濫
用
へ
の
危
惧
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に

そ
の
先
に
ま
さ
に
筆
者
が
危
惧
す
る
中
途
半
端
で
独
善
的
な
ヨ
ー
ガ
理
解
と

そ
の
濫
用
に
日
本
中
を
震
撼
さ
せ
た
あ
の
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
の
存
在
へ
の

反
省
が
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
こ
の
点
を
筆
者
は
「
ヨ
ー
ガ
が
特
定

の
宗
教
と
深
い
関
係
を
築
い
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
悪
い
こ

と
に
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
凶
悪
事
件
の
記
憶
が
『
ヨ
ー
ガ
』
に
ま
と
わ

り
つ
き
、
ヨ
ー
ガ
を
カ
ル
ト
的
宗
教
と
結
び
つ
い
た
『
得
体
の
し
れ
な
い
修

行
』
と
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
向
き
も
依
然
と
し
て
多
い
（
…
…

一
一
〇
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し
か
し
そ
の
運
動
は
、
ヨ
ー
ガ
の
本
質
と
は
正
反
対
の
方
向
に
展
開
し
た
と

い
う
の
が
真
相
で
あ
る
。）」（
二
二
五
｜
六
）
と
述
べ
る
。

つ
ま
り
、
筆
者
は
本
書
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
哲
学
者
と
し
て
、
ま
た
ヨ
ー

ガ
の
実
践
者
と
し
て
、
正
し
い
ヨ
ー
ガ
、
ヨ
ー
ガ
本
来
の
姿
を
日
本
の
読
者

に
伝
え
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
に
、
筆
者
は
ヨ
ー
ガ
を
「
身
体
か
ら
心
を
解
き
放
つ
技
の
体
系

と
見
な
す
。」（
二
二
六
）
と
ヨ
ー
ガ
を
定
義
す
る
こ
と
で
、
ヨ
ー
ガ
が
宗
教

の
違
い
を
超
え
て
世
界
に
あ
ま
ね
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に

「
現
代
的
ヨ
ー
ガ
は
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
熱
狂
的
に
迎
え
入
れ
ら
れ

て
い
る
」（
二
二
六
）
と
述
べ
、
ヨ
ー
ガ
へ
の
日
本
の
認
識
の
転
換
の
必
要
性

を
訴
え
て
い
る
。

し
か
も
、
筆
者
の
ヨ
ー
ガ
観
は
、
こ
れ
に
留
ま
ら
ず
ヨ
ー
ガ
の
実
践
を
通

じ
て
獲
得
さ
れ
る
精
神
世
界
が
、
世
界
各
地
で
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
宗
教

紛
争
の
解
決
に
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
筆

者
に
よ
れ
ば
ヨ
ー
ガ
は
「『
通
宗
』、
つ
ま
り
宗
教
や
宗
派
の
別
を
超
え
た
も

の
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
興
っ
た
宗
教
や
思
想
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、

多
か
れ
少
な
か
れ
こ
れ
を
自
己
を
深
め
る
方
法
と
し
て
採
用
・
援
用
し
て
い

る
。」（
二
二
七
）
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
ヨ
ー
ガ
は
単
に
イ
ン
ド
に
興
っ

た
宗
教
の
み
な
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
に
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
も
多
大
な
影
響

を
与
え
て
お
り
、
こ
の
ヨ
ー
ガ
を
深
め
る
と
「
人
間
や
存
在
そ
の
も
の
の
表

面
的
・
表
層
的
な
差
異
よ
り
も
、
共
通
性
・
不
変
性
が
見
え
て
く
る
」（
二

三
三
）
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
ヨ
ー
ガ
は
宗
教
の
相
違
の
み
な
ら
ず
、
異
な

る
文
化
や
民
族
集
団
の
違
い
を
克
服
す
る
力
と
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

（
中
略
）
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
的
な
ヨ
ー
ガ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
一
歩
進

ん
で
、
深
い
瞑
想
を
目
指
す
段
階
に
ま
で
進
む
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
、
健
康

法
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
超
え
た
心
身
の
癒
し
も
実
現
さ
れ
よ
う
し
、
現
代
の
さ
ま

ざ
ま
な
対
立
状
況
を
克
服
す
る
精
神
的
な
土
壌
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
お
も
わ
れ
る
。」（
二
三
三
）
と
し
て
、
単
に
精
神
世
界
に
留
ま
ら
ず
、
広

く
世
界
平
和
に
資
す
る
可
能
性
を
提
言
し
て
い
る
。

筆
者
の
い
う
ヨ
ー
ガ
の
無
限
の
可
能
性
は
、
何
処
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の

で
あ
ろ
う
か

以
下
筆
者
の
鳥
瞰
す
る
ヨ
ー
ガ
四
千
年
の
歴
史
を
、
考
古

学
か
ら
イ
ン
ド
哲
学
、
宗
教
学
、
そ
し
て
文
化
人
類
学
と
多
元
的
な
筆
者
の

ヨ
ー
ガ
探
究
を
、
簡
単
に
紹
介
し
つ
つ
本
書
の
書
評
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

本
書
の
構
成
と
そ
の
内
容

本
書
の
特
徴
は
、
前
述
の
よ
う
に
ヨ
ー
ガ
に
関
す
る
事
柄
の
殆
ど
を
、
実

に
見
事
に
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
本
書
は
第
一
章
の
「
ヨ
ー
ガ
の

語
源
と
関
連
用
語
」
に
お
い
て
、
如
何
に
も
文
献
学
を
基
礎
と
し
た
イ
ン
ド

哲
学
者
ら
し
い
豊
富
な
知
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
部
分
だ
け
を
見
て
も
、
本
書
の
価
値
は
十
分
あ
る
。
さ
ら
に
第
二
章
「
イ

『ヨーガの思想』
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ン
ダ
ス
文
明
と
ヨ
ー
ガ
」
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
考
古
学
や
宗
教
学
、
さ
ら

に
は
比
較
文
明
論
な
ど
幅
広
い
観
点
か
ら
前
歴
史
時
代
（
イ
ン
ダ
ス
文
明
の

時
代
）
の
ヨ
ー
ガ
に
つ
い
て
積
極
的
な
論
考
を
展
開
す
る
。
こ
の
点
で
も
山

下
博
士
の
論
述
は
、
極
め
て
明
快
か
つ
公
正
で
あ
る
。
山
下
博
士
は
、
ヨ
ー

ガ
の
歴
史
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
を
そ
の
有
効
性
と
限
界
性
を
明
ら
か
に

し
つ
つ
、
文
献
学
者
と
し
て
明
快
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
山
下
博
士
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
ヨ
ー
ガ
の
起
源
や
そ
の
初
期

段
階
を
現
時
点
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
あ
ま
り
意
味
の
あ
る

こ
と
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
イ
ン
ド
文
明
や
そ
の
後
の
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代

さ
ら
に
は
本
格
的
な
文
献
が
残
さ
れ
る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
時
代
ま
で
は
、
そ

の
検
討
は
少
し
の
資
料
を
基
と
し
た
推
測
の
域
を
出
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
点
で
、
第
四
章
「
ブ
ッ
ダ
と
ヨ
ー
ガ
」
以
下
の
章
は
、
豊
富
な
文
献
資
料

の
検
討
か
ら
ヨ
ー
ガ
の
歴
史
的
な
変
遷
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
い
う
点
で
、

山
下
博
士
の
論
述
も
一
層
説
得
力
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
特
に
、
第
五
章

「『
ヨ
ー
ガ
ス
ー
ト
ラ
』
と
古
典
的
ヨ
ー
ガ
」
と
第
六
章
の
「
ハ
タ
ヨ
ー
ガ
と

ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
」
の
章
は
、
イ
ン
ド
哲
学
者
と
し
て
の
山
下
博
士
の
ヨ
ー
ガ

思
想
へ
の
深
い
理
解
と
簡
潔
な
解
説
に
よ
り
、
ヨ
ー
ガ
思
想
の
真
髄
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
本
書
の
特
徴
で
も
あ
り
、
山
下
博
士
の
学
問
領
域
の
広
さ
を
表
す

の
が
、
第
七
章
「
近
代
の
ヨ
ー
ギ
ン
た
ち
」
と
第
八
章
の
「
現
代
の
ヨ
ー
ギ

ン
た
ち
」
第
九
章
「
ヨ
ー
ガ
の
今
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
七
・
八
章
で
は
、

近
現
代
に
お
け
る
高
名
な
ヨ
ー
ガ
業
者
の
生
涯
や
思
想
を
簡
潔
に
紹
介
し
、

さ
ら
に
第
九
章
で
は
、
自
ら
の
ヨ
ー
ガ
体
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
在
世
界
的

に
展
開
す
る
ヨ
ー
ガ
事
情
を
鳥
瞰
し
て
い
る
。
し
か
も
熟
達
し
た
文
化
人
類

学
者
の
鋭
い
目
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
批
判
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
点
が
、

本
書
の
際
立
っ
た
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
書
の
特
徴
は
此
処
に
留
ま
ら
な
い
。
最
終
章
と
し
て
「
お
わ

り
に
」
に
お
い
て
山
下
博
士
は
、
ヨ
ー
ガ
の
宗
教
性
に
つ
い
て
、「
ヨ
ー
ガ

は
宗
教
か
」
と
根
源
的
な
問
い
を
発
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
ヨ
ー
ガ
は
偏
狭

な
排
他
性
・
排
外
性
と
は
無
縁
で
あ
る
」（
二
二
七
）
と
の
基
本
ス
タ
ン
ス
を

示
し
、
イ
ン
ド
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ア
ー
ナ
ン
ド
・
ア
マ
ラ
ダ
ー
ス
神
父
の

「
瞑
想
（
こ
こ
で
は
ヨ
ー
ガ
の
こ
と＝

引
用
者
注
）
は
個
の
極
み
で
あ
り
、
精
神

的
体
感
で
す
。
瞑
想
は
さ
ら
に
、
祈
り
を
高
め
、
自
身
の
心
を
悟
ら
せ
て
く

れ
ま
す
。（
中
略
）
こ
の
深
遠
な
る
修
練
は
、
座
っ
て
瞑
想
し
て
い
る
と
き

だ
け
で
な
く
、
一
日
中
ど
こ
で
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。」（
二
三
二
）

あ
る
い
は
「
ヨ
ー
ガ
は
、
い
か
な
る
宗
教
、
い
か
な
る
思
想
信
条
と
も
矛

盾
、
対
立
し
な
い
」（
二
二
八
）
と
の
イ
ン
ド
人
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
ラ

リ
ー
タ
・
マ
ニ
ュ
エ
ル
女
史
ら
の
興
味
深
い
言
葉
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ガ
が
宗

教
を
超
え
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
実
を
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
、
ヨ
ー

ガ
は
「
既
成
の
宗
教
宗
派
の
別
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
拓
け
る
認
識
の
地
平
に
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わ
れ
わ
れ
を
誘
っ
て
く
れ
る
」（
二
三
三
）
と
の
筆
者
の
ヨ
ー
ガ
観
を
提
示
す

る
。ま

と
め

筆
者
は
宗
教
・
経
済
・
政
治
体
制
・
さ
ら
に
は
性
差
別
等
々
、
人
間
の
日

常
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
差
異
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
紛
争
の
根
本
的
な
解
決
の
手

段
と
し
て
の
ヨ
ー
ガ
の
可
能
性
を
こ
こ
に
提
示
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
筆
者
の
ヨ
ー
ガ
理
解
は
歴
史
的
に
も
、
ま
た
空
間
的
に
も

そ
し
て
何
よ
り
正
し
い
ヨ
ー
ガ
紹
介
を
通
じ
て
人
類
の
幸
福
に
寄
与
し
よ
う

と
す
る
点
に
、
同
じ
イ
ン
ド
学
者
と
し
て
感
動
を
禁
じ
え
な
い
。

最
後
に
、
多
少
の
要
望
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、「
お
わ
り
に
」

に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
「
宗
教
」
と
ヨ
ー
ガ
の
関
係
に
関
し
て
、
宗
教
そ
の

も
の
の
検
討
が
、
よ
り
深
く
な
さ
れ
る
と
本
書
の
意
図
も
一
層
明
確
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
又
、
日
本
人
に
も
親
し
み
の
あ
る
仏
教
と

の
関
係
に
つ
い
て
も
多
少
の
言
及
が
あ
る
と
、
よ
り
身
近
に
感
じ
る
こ
と
の

出
来
る
読
者
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
精
神
世
界
の
荒
廃
著
し
い
昨
今
の
日
本
社
会
に
あ
っ
て

精
神
を
鍛
錬
す
る
ヨ
ー
ガ
の
世
界
を
鳥
瞰
す
る
本
書
の
存
在
は
貴
重
で
あ

る
。
多
く
の
人
々
に
是
非
一
読
を
願
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
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