
貝原益軒『養生訓』に見られる「養生」と「楽」

73

は
じ
め
に　

　

儒
学
者
、本
草
学
者
で
も
あ
っ
た
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
│
一
七
一
四
）
は
、

「
計
百
五
種

0

」
も
の
著
作
を
世
に
残
し
た
。
そ
の
種
類
は
経
学
（
儒
学
）、地
史
、

紀
行
、
本
草
、
啓
蒙
的
教
訓
（
教
育
）、
字
書
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
儒
学
者

と
し
て
の
益
軒
の
功
績
は
、
彼
の
没
後
に
徂
徠
学
派
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
朱

子
学
批
判
の
書
『
大
疑
録
』
や
、
初
学
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
『
小
学
句
読
備

考
』
及
び
『
近
思
録
備
考
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
実
際
は
、
同
時
代
の
儒
者
た
ち
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
彼
の
著
作
群
全
体

の
な
か
で
経
書
に
関
す
る
注
釈
書
の
割
合
は
極
め
て
少
な
い
。
当
時
儒
者
本
来

の
任
と
さ
れ
て
い
た
経
書
へ
の
注
釈
と
解
説
の
義
務
を
益
軒
も
承
知
し
て
い
た

こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が

1

、
益
軒
の
関
心
事
は
、
自
ら
得
た
学
問
の
教
え
を

あ
く
ま
で
も
平
易
な
こ
と
ば
に
「
や
は
ら
げ
」、
民
衆
に
「
お
し
ひ
ろ
め
」
る

2

こ
と
に
あ
っ
た

3

。「
老
圃
の
教
え
を
た
す
け
て
、
民
生
の
業
の
万
一
の
小
補
と

な
り
な
ん
事
を
ね
が
ふ
の
み

4

」
や
「
民
生
日
用
に
小
補
あ
ら
ん
と
云
ふ
こ
と
し

か
爾し
か

り

5

」
と
い
う
益
軒
の
言
が
示
す
よ
う
に
、
彼
が
重
視
し
た
の
は
学
問
の
実

用
性
で
あ
っ
た
。
晩
年
に
量
産
さ
れ
た
い
く
つ
も
の
通
俗
書
や
啓
蒙
的
教
訓
書

の
積
極
的
発
刊
が
物
語
っ
て
も
い
る
よ
う
に
、
実
学
の
精
神
は
益
軒
の
著
作
の

基
調
で
あ
る
と
い
え
よ
う

6

。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
衆
（
や
初
学
者
）
を
対
象
に
学
問
を
「
お
し
ひ
ろ
め
」
る

こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
た
益
軒
の
態
度
の
一
貫
性
よ
り
、
衣
笠
安
喜
氏
は
益

軒
を
「
朱
子
学
思
想
を
中
国
社
会
と
は
異
質
な
幕
藩
制
社
会
の
現
実
に
適
応
さ

せ
た
思
想
家
」
と
し
て
位
置
づ
け
る

7

。
ま
た
、
松
田
道
雄
氏
は
「
近
世
民
衆
の

う
ち
に
成
立
し
て
い
た
習
俗
を
儒
学
の
言
葉
で
語
っ
た

8

」
思
想
家
で
あ
る
と
益

軒
を
評
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
評
価
が
特
に
指
し
て
い
る
益
軒
の
著
作
と
し
て
、

「
益
軒
十
訓
」と
呼
ば
れ
る「
訓
も
の
」が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。正
徳
三
年（
一
七
一
三

年
）、ち
ょ
う
ど
益
軒
が
こ
の
世
を
去
る
一
年
前
に
発
刊
さ
れ
た
『
養
生
訓
』
も
、

一
般
大
衆
に
向
け
て
教
え
諭
す
よ
う
な
益
軒
独
自
の
創
作
ス
タ
イ
ル
を
色
濃
く
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あ
ら
わ
し
た
医
学
的
啓
蒙
書
で
あ
る
。

　
『
養
生
訓
』
は
、「
世
の
中
の
無
学
な
る
人
、
小
児
の
輩
、
し
づ
の
を
、
し
づ

の
め

9
」
に
対
し
、生
を
楽
し
み
長
ら
え
る
法
を
教
え
諭
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

自
身
の
実
践
経
験
に
基
づ
き
な
が
ら
書
か
れ
た
「
養
生
」
書
で
あ
っ
た

A

。
そ
し

て
こ
の
著
作
は
、
後
に
藤
浪
剛
一
に
よ
っ
て
「
貝
原
益
軒
の
養
生
訓
を
以
て
、

江
戸
時
代
の
養
生
法
は
大
成
し
た
と
云
ふ
も
過
言
で
は
な
い
。
又
そ
の
後
の
養

生
書
の
多
く
は
、
養
生
訓
に
範
を
採
つ
た
も
の
で
あ
る

B

」
と
称
賛
さ
れ
た
り
、

細
菌
学
者
貝
原
守
一
に
「
当
時
の
西
洋
と
て
も
実
験
医
学
的
な
基
礎
理
論
が
漸

く
出
は
じ
め
た
こ
ろ
で
、
ま
だ
山
師
医
者
の
時
代
で
あ
り
、『
養
生
訓
』
ほ
ど

の
事
実
に
則
し
た
科
学
的
な
考
え
で
書
か
れ
た
養
生
書
は
稀
で
あ
っ
た

C

」
と
評

さ
れ
る
な
ど

D

、
後
世
に
お
い
て
も
十
分
に
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
益
軒
の
代

表
作
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
ま
ず
、『
養
生
訓
』
の
な
っ
た
当
時
の
わ
が
国
に

お
け
る
「
養
生
」
論
の
受
容
と
展
開
及
び
そ
の
時
代
背
景
を
も
と
に
、『
養
生
訓
』

の
成
立
過
程
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
益
軒
が
残
し
た
数
多
く
の
著
作
の
な

か
に
あ
ら
わ
れ
る
「
楽
」
と
い
う
概
念
に
着
目
し
つ
つ
、『
養
生
訓
』
に
見
ら

れ
る
益
軒
の
「
養
生
」
観
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　
『
養
生
訓
』
成
立
の
背
景
と
過
程

（
一
）
近
世
日
本
に
お
け
る
「
養
生
」
論
の
展
開

　

中
国
大
陸
か
ら
『
素
問
』『
明
堂
』『
甲
乙
経
』
な
ど
の
「
養
生
」
に
関
す
る

書
物
が
輸
入
さ
れ
て
以
来
、古
代
日
本
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
「
養
生
」

論

E

の
殆
ど
は
中
国
道
家
的
養
生
論
の
参
酌
で
あ
っ
た
。
織
豊
時
代
に
は
、
李
東

垣
、
朱
丹
渓
ら
に
よ
る
「
李
朱
医
学
」
が
輸
入
さ
れ
た
。
こ
の
「
李
朱
医
学
」

を
受
け
て
、田
代
三
喜
、曲
直
瀬
道
三
ら
が
そ
れ
ぞ
れ『
摂
養
要
訣
』『
延
壽
撮
要
』

な
ど
の
養
生
書
を
記
し
た
が
、
や
は
り
こ
れ
ら
も
中
国
の
養
生
書
の
引
照
を
再

構
成
し
て
祖
述
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
自
身
の
養
生
実
践
を
記
述
す
る
よ
う
な

独
自
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

江
戸
前
期
の
「
養
生
」
論
も
、「
李
朱
医
学
」
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
医

書
や
養
生
論
の
摘
録
様
式
に
拠
っ
て
い
た
。
し
か
し
、名
古
屋
玄
醫（
一
六
二
八

│
一
六
九
六
）
が
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
年
）
に
、「
そ
れ
養
生
の
道
は
先

心
の
持
ち
や
う
が
肝
要
也
、
欲
を
た
ち
て
命
を
何
と
も
思
は
ぬ
が
よ
し
、
唯
今

も
知
ざ
る
命
な
り
と
悟
り
て
居
れ
ば
欲
な
し
、
欲
な
け
れ
ば
わ
づ
ら
わ
し
き
事

は
な
き
ほ
ど
に
、
心
神
自
由
に
悠
々
と
し
て
命
も
長
か
る
べ
し
」
と
、
自
身
の

こ
と
ば
で
「
養
生
」
を
説
い
た
『
養
生
主
論
』
を
発
表
し
た
。
こ
れ
を
か
わ
き

り
に
、
以
降
、
引
照
や
例
照
を
示
さ
ず
に
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
て
記
述
さ
れ

る
養
生
書
が
発
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
俗
人
（
非
医
療
者
）
を
対
象
に
、

飲
食
・
服
薬
・
過
労
・
精
神
修
養
・
衛
生
・
住
居
な
ど
に
つ
い
て
あ
ら
わ
し
た
、

日
常
生
活
の
医
学
的
啓
蒙
と
し
て
の
「
養
生
」
書
の
類
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
曲

直
瀬
一
門
に
よ
る
「
李
朱
医
学
」
の
五
運
六
気
説
な
ど
を
観
念
的
認
識
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
、
よ
り
経
験
的
、
実
証
的
な
診
断
、
治
療
を
標
榜

す
る
「
古
医
方
」
学
派
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
な
か
で
、
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益
軒
の
『
養
生
訓
』
は
発
表
さ
れ
、
世
に
広
ま
る
こ
と
と
な
る
。

（
二
）『
養
生
訓
』
の
書
か
れ
た
時
代
背
景

　

こ
う
し
た
近
世
日
本
に
お
け
る
「
養
生
」
論
の
発
展
に
は
、
当
時
の
比
較
的

安
定
し
た
政
治
社
会
と
い
う
背
景
が
土
台
に
あ
る
。
と
く
に
益
軒
の
活
躍
し
た

一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、「
日
本
の
歴
史
の
な
か
で

は
も
っ
と
も
安
定
度
の
た
か
い
時
代
で
あ
っ
た

F

」。
鎖
国
や
そ
れ
に
と
も
な
う

移
住
、
領
地
で
の
主
従
関
係
が
未
だ
顕
著
で
あ
っ
た
時
代
で
は
あ
る
が
、「
大

規
模
な
新
田
開
発
も
一
段
落
、
食
糧
生
産
も
人
口
も
ほ
ぼ
横
ば
い
、
倹
約
令
に

よ
る
消
費
規
制
も
次
第
に
強
ま
り
、
宗
旨
人
別
登
録
や
五
人
組
の
連
な
り
も
よ

う
や
く
行
き
わ
た
り

G

」、
人
々
は
そ
れ
な
り
に
安
定
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
た
。
益
軒
は
、
か
ね
て
耳
に
し
て
い
た
戦
国
の
世
の
あ
り
さ
ま
と
対
比
し

て
「
太
平
」
と
い
う
時
代
の
尊
さ
を
強
く
認
識
し
、
和
や
か
な
現
況
を
肯
定
的

に
受
け
止
め
て
い
た
。
太
平
の
世
は
、
特
に
大
欲
を
持
た
な
い
一
般
の
民
衆
に

と
っ
て
は
「
災
害
や
疾
病
に
気
を
配
り
な
が
ら
、
そ
れ
な
り
に
、
あ
る
が
ま
ま

に
生
き
て
ゆ
け
る
時
代

H

」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
は
益
軒
の
「
養
生
」

論
を
理
解
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
政
治
的
混
乱
を

乗
り
越
え
、
寿
命
を
全
う
で
き
る
社
会
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
庶
民
は
個
人
の

生
に
改
め
て
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
「
養
生
」
論
が
ひ
ろ
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
以
上
、『
養
生
訓
』
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
「
養
生
」

論
の
展
開
と
当
時
の
時
代
背
景
を
確
認
し
た
上
で
、『
養
生
訓
』
に
お
け
る
「
養

生
」
概
念
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二　
『
養
生
訓
』
に
お
け
る
「
養
生
」

（
一
）
益
軒
の
〈
寿
命
〉
観

　

益
軒
は
寿
命
を
宿
命
論
的
に
と
ら
え
、「
生
れ
付
た
る
天
年

I

」と
考
え
て
い
た
。

　
　

 「
す
べ
て
の
人
の
富
貴
貧
賤
吉
凶
禍
福
寿
命
の
長
短
、
万
の
事
は
皆
陰
陽

の
変
化
に
よ
っ
て
、も
と
よ
り
生
れ
つ
き
て
定
ま
れ
る
天
命
」（『
初
学
訓
』、

『
全
集
』
三
＝
二
二
上
）

　

人
の
寿
命
と
は「
す
べ
て
の
人
の
ち
か
ら
に
て
な
し
が
た
き
事

J

」で
あ
り
、「
天

道
の
ち
か
ら

K

」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
益
軒

が
示
し
て
い
る
寿
命
と
は
、「
百
年
を
以
期
と
す

L

」る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

天
年
の
百
歳
を
超
え
る
ほ
ど
の
延
命
は
不
可
能
だ
が
、
万
人
少
な
く
と
も
百
歳

ま
で
は
長
生
で
き
る
も
の
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の
天
年
を
、「
十
人
に
九

人
は
皆
み
づ
か
ら
そ
こ
な

M

」
う
が
た
め
に
、
百
年
の
寿
命
を
全
う
で
き
な
い
と

い
う
。
そ
こ
で
益
軒
は
、
百
歳
ま
で
の
寿
命
を
全
う
す
る
た
め
の
「
人
力
を
以

て
天
命
を
得
る
道
」
と
し
て
、
そ
れ
を
「
養
生
」
と
名
づ
け
、
さ
ら
に
そ
れ
を

「
よ
く
つ
ゝ
し
め
ば
命
な
が
し

N

」「
養
生
せ
ざ
れ
ば
短
か
し

O

」
と
説
く

P

。
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自
身
の
寿
命
を
限
定
し
、
そ
れ
を
宿
命
と
し
て
捉
え
つ
つ
も
、
天
命
の
範
囲

内
で
の
延
命
を
目
指
し
た
こ
の
考
え
方
は
、
益
軒
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。
永

観
二
年（
九
八
四
年
）に
、丹
波
康
頼
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
日
本
最
古
の「
養
生
」

書
、『
醫
心
方
』
に
も
、「
人
生
レ
テ
命
ニ
長
短
ア
ル
ハ
自
然
ニ
ア
ラ
ズ
。
皆
将

身
慎
マ
ズ
、
飲
食
過
差
、
淫
佚
度
ナ
ク
、
陰
陽
ニ
忤
逆
シ
、
魂
魄
神
散
、
精
竭

命
衰
、
百
病
萠
生
、
故
ニ
其
寿
ヲ
終
ラ
ザ
ル
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
個
人

の
寿
命
を
自
然
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
、
限
り
あ
る
生
を
十
分
に
全
う
す
る

た
め
に
、
生
ま
れ
付
き
の
「
天
年
を
た
も
」
つ
（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝

四
九
二
下
）。
そ
の
為
の
具
体
的
な
方
法
を
、
益
軒
は
自
身
の
経
験
を
ま
じ
え

な
が
ら
、「
元
気

Q

」
を
用
い
て
説
明
す
る
。

（
二
）「
元
気
」

　
「
元
気
」
は
益
軒
の
養
生
論
に
お
い
て
、
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な
概

念
で
あ
る

R

。
彼
は
、『
養
生
訓
』
が
出
版
さ
れ
る
一
年
前
に
発
表
し
た
『
自
娯
集
』

巻
之
一
「
陰
陽
論
」
の
な
か
で
、『
易
経
』
の
言
葉
を
引
い
た
後
、「
元
気
」
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

 「
夫
天
地
之
間
無
二
二
気
。
唯
一
気
而
己
矣
。
一
気
者
何
。
是
乾
坤
之
気

由
二
万
物
資
始
資
生
一
、
故
名
レ
之
謂
二
元
気
一
也
。」（『
自
娯
集
』、『
全
集
』

二
＝
一
九
一
上
）

　

益
軒
は
こ
こ
で
確
か
に
気
一
元
論
を
あ
ら
わ
し
、「
万
物
」
を
生
成
し
変
易

さ
せ
る
も
の
と
し
て
「
元
気
」
を
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
養
生
訓
』
に
お

い
て
は
「
人
の
身
は
元
気
を
天
地
に
う
け
て
生
ず
…
〔
中
略
〕
…
元
気
は
生
命

の
本
也

S

」
と
説
き
、
人
の
生
命
と
「
元
気
」
の
連
関
を
示
し
た
。
ま
た
「
人
の

元
気
は
、
も
と
是
天
地
の
万
物
を
生
ず
る
気
な
り
。
是
人
身
の
根
本
な
り
。
人

此
気
に
あ
ら
ざ
れ
ば
生
ぜ
ず
」
と
し
て
、
万
物
を
生
ず
る
「
気
」
と
人
の
「
元

気
」が
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、人
も
万
物
と
同
様
の「
気
」

に
よ
っ
て
生
成
す
る
と
言
わ
ん
と
し
た

U

。
益
軒
は
、
こ
う
し
た
斉
物
論
的
発
想

を
以
て
疾
病
の
根
拠
を
「
気
」
に
求
む
る
「
元
気
論
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
展

開
さ
せ
て
い
る
。

　
「
気
血
よ
く
流
行
し
て
滞
ら
ざ
れ
ば
、
気
つ
よ
く
し
て
病
な
し
。
気
血
流
行

せ
ざ
れ
ば
、
病
と
な
る

V

」。「
気
」
の
流
行
と
滞
留
を
病
因
と
す
る
こ
の
思
想

は
、
益
軒
の
み
に
限
ら
ず
、
彼
と
同
時
代
の
古
方
派
後
藤
艮
山
（
一
六
五
九
│

一
七
三
三
）
の
「
百
病
は
一
気
の
留
滞
よ
り
生
ず
る
」
に
も
見
ら
れ
る

W

。
し
か

し
益
軒
は
、
疾
病
の
原
因
に
、「
気
」
の
滞
留
と
同
時
に
そ
の
消
耗
を
も
挙
げ

た
。
そ
の
こ
と
は
「
養
生
の
害
二
あ
り
。
元
気
を
へ
ら
す
一
な
り
。
元
気
を
滞

ら
し
む
る
二
也

X

」
や
、「
人
の
身
は
、
気
を
以
生
の
源
、
命
の
主
と
す
、
故
養

生
を
よ
く
す
る
人
は
、
常
に
元
気
を
惜
み
て
へ
ら
さ
ず

Y

」
の
記
述
に
明
ら
か
で

あ
る

Z

。「
気
（
元
気
）」
の
消
耗
の
お
こ
る
原
因
に
つ
い
て
、
益
軒
は
次
の
よ
う

に
説
い
て
い
る
。
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 「
さ
れ
ど
飲
食
衣
服
な
ど
の
外
よ
り
の
養
な
け
れ
ば
、
う
ゑ
こ
ご
え
て
元

気
を
保
ち
が
た
し
。」（『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
〇
六
下
）

　
　

 「
飲
食
、
衣
服
居
処
の
外
物
の
助
に
よ
り
て
、
元
気
養
は
れ
て
命
を
た
も

つ
。」（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
七
九
下
）

　

た
だ
し
益
軒
の
想
定
し
た
「
気
（
元
気
）」
の
消
耗
原
因
は
、
寒
さ
や
飢
餓

な
ど
直
接
身
の
上
に
起
き
る
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
外
的
要
因
よ
り

も
、
む
し
ろ
自
身
の
心
の
内
か
ら
発
生
す
る
内
的
要
因
を
重
視
し
、
な
か
で
も

「
慾
」
の
害
を
特
に
強
調
し
た
。

　
　

 「
凡
養
生
の
道
は
、
内
慾
を
こ
ら
ふ
る
を
以
本
と
す
。
本
を
つ
と
む
れ
ば
、

元
気
つ
よ
く
し
て
外
邪
お
か
さ
ず
、
内
慾
を
つ
つ
し
ま
ず
し
て
、
元
気
よ

は
け
れ
ば
、
外
邪
に
や
ぶ
れ
や
す
く
し
て
、
大
病
と
な
り
て
命
を
た
も
た

ず
。」（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
七
八
上
）

　
　

 「
皆
内
慾
を
こ
ら
へ
て
元
気
を
養
ふ
道
也
。」（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝

四
七
八
下
）

　
「
内
慾
」
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
心
の
従
容

a

の
重
要
性
を
説
く
記

述
で
あ
る
。
益
軒
は
、
理
想
的
な
（
つ
ま
り
は
養
生
の
道
に
か
な
っ
た
）
心
の

状
態
を
、〈
過
度
な「
内
慾
」の
抑
制
〉を
以
て
説
く
。
し
か
し
彼
は
、た
だ「
内
慾
」

を
「
こ
ら
へ
」
た
り
節
制
す
る
こ
と
だ
け
を
「
養
生
」
の
要
訣
と
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
益
軒
は
、「
お
よ
そ
人
の
心
は
天
地
よ
り
う
け
得
た
る
太
和
の
元

気
あ
り
、
是
人
の
い
け
る
理
な
り
。
草
木
の
発
生
し
て
や
ま
ざ
る
如
く
、
つ
ね

に
わ
が
心
の
内
に
て
、
機
の
い
き
て
や
は
ら
ぎ
よ
ろ
こ
べ
る
い
き
ほ
ひ
の
や
ま

ざ
る
も
の
あ
り
。
是
を
名
づ
け
て
楽
と
云

b

」
と
述
べ
、
自
発
的
な
「
生
」
の
原

動
力
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
「
楽
」
な
る
概
念
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）『
楽
訓
』
に
お
け
る
「
楽
」

―
―
「
内
の
楽
」
と
「
外
の
楽
」

　

宋
明
の
儒
学
で
は
、
周
濂
渓
と
程
明
道
の
あ
い
だ
で
「
顔
子
仲
尼
楽
処
」
を

め
ぐ
る
問
答
が
な
さ
れ
て
か
ら
、「
楽
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
伝
統
の
命

題
で
あ
っ
た
。
横
山
俊
夫
氏
に
よ
れ
ば
、「
楽
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
日
本
の

識
者
間
で
は
、
と
り
わ
け
朱
熹
・
呂
祖
謙
編
の
北
宋
道
学
選
集
『
近
思
録
』（
為

学
編
）
や
王
陽
明
の
語
録
・
書
簡
集
で
あ
る
『
伝
習
録
』（
巻
中
）
を
通
じ
て
、

よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た

c

。
益
軒
の
「
楽
」
へ
の
関
心
も
顕
著
で
あ
り
、

特
に
彼
は
「
楽
」
を
実
生
活
に
見
出
す
こ
と
、
つ
ま
り
人
生
の
「
楽
し
み
」
を

積
極
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
奨
励
し
た

d

。

　

宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
の
暮
れ
に
、
貝
原
篤
信

e

は
、
人
生
の
楽
し
み
か
た

を
論
じ
た
『
楽
訓
』
三
巻
を
発
表
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
あ
る
切
迫
感

に
か
ら
れ
て
人
生
を
説
く
。「
人
は
天
地
と
参ミ
ツ

と
な
り
な
が
ら
、
い
の
ち
み
じ

か
き
事
た
と
へ
ば
朝
顔
に
如
く
、一
生
の
過
や
す
き
事
過
客
の
如
し
…
〔
中
略
〕

…
死
期
の
近
き
に
あ
ら
ん
事
わ
す
る
べ
か
ら
ず
」。
短
い
人
生
を
如
何
に
楽
し
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く
過
ご
す
か
、
こ
れ
が
益
軒
の
設
定
し
た
第
一
の
主
題
で
あ
っ
た
。
さ
て
益
軒

の
言
う
「
楽
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
、『
楽
訓
』
の
教
え
を
『
養
生
訓
』
に

期
待
す
る
む
き
が
あ
る
よ
う
に

f

、『
養
生
訓
』
に
よ
る
「
楽
」
を
『
楽
訓
』
の

そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
解
釈
し
得
る
部
分
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
日
ま
で
の
益
軒
研

究
に
お
い
て
、『
楽
訓
』
と
『
養
生
訓
』
そ
れ
ぞ
れ
の
「
楽
」
な
る
概
念
は
明

確
に
区
別
し
て
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
た
と
え
ば
麥
谷
邦
夫
氏
は
、益
軒
の「
養

生
」
論
に
書
か
れ
た
「
楽
」
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
楽
訓
』「
総
論
」
の

一
部
を
引
き
そ
の
理
解
を
進
め
て
い
る

g

。
ま
た
奥
貞
二
氏
は
、「
楽
し
さ
と
は

何
か
を
説
い
た
」
も
の
が
『
楽
訓
』
で
あ
り
、「
そ
の
楽
し
さ
を
如
何
に
し
て

保
つ
こ
と
が
出
来
る
か
を
説
い
た
」
も
の
が
『
養
生
訓
』
で
あ
る
と
す
る

h

。
た

し
か
に
『
楽
訓
』
と
『
養
生
訓
』
に
お
け
る
「
楽
」
に
相
関
関
係
は
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
益
軒
の
学
問
が
概
し
て
総
合
的
、
集
成
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い

え

i

、
両
書
の
も
つ
基
本
的
性
格
や
成
立
の
趣
旨
を
鑑
み
た
上
で
検
討
し
て
み
れ

ば
、「
楽
」
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
両
者
の
間
に
は
相
違
も
見
ら
れ
よ
う
。
よ
っ
て

本
稿
で
は
、
両
者
の
つ
な
が
り
と
同
時
に
相
違
点
に
も
注
目
し
な
が
ら
、『
養

生
訓
』
に
見
ら
れ
る
「
楽
」
概
念
の
解
釈
を
追
う
こ
と
に
す
る
。

　
『
楽
訓
』
に
お
い
て
益
軒
は
、
人
に
は
本
来
「
生
れ
付
た
る
楽
」
が
備
わ
っ

て
い
る
と
し
、
そ
れ
を
「
内
な
る
楽
（
内
の
楽
）」
と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
し

て
「
内
な
る
楽
」
は
「
外
物
」
の
「
助
を
得
て
」
一
層
「
さ
か
ん
に
」
な
る
と

し
て
、そ
の
「
外
物
」
の
助
け
を
「
外
の
楽
」
と
呼
ん
だ

J

。
益
軒
は
、「
内
の
楽
」

と
「
外
の
楽
」
の
こ
う
し
た
幇
助
の
関
係
を
、
内
な
る
「
元
気
」
が
「
外
物
の

養
（
衣
服
や
住
居
、
飲
食
物
の
類
）」
に
助
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

た
と
え
て
讃
え
る
。
し
か
し
、「
外
の
楽
」
に
も
「
内
な
る
楽
」
を
害
す
る
（
或

い
は
損
な
わ
す
）
も
の
も
含
ま
れ
る
と
し
て
、「
外
の
楽
」
を
以
下
の
三
種
に

分
け
て
記
す
。

　

一
つ
は
、「
耳
目
」
と
い
う
媒
体
を
以
て
得
る
こ
と
の
で
き
る
「
楽
」、
つ
ま

り
五
官
の
楽
し
み
で
あ
る
。
具
体
的
な
対
象
は
「
天
地
萬
物
の
景
気
の
う
る
は

し
き
」
で
あ
り
、
こ
の
「
楽
」
は
「
朝
夕
つ
ね
に
目
の
ま
へ
に
み
ち
〳
〵
て
あ

ま
り
あ
」
る
も
の
で
あ
っ
た

k

。
つ
づ
け
て
、
人
を
「
私
慾
」
へ
と
駆
り
立
て
る

「
世
俗
の
楽
」
で
あ
る
。「
世
俗
の
楽
」
と
は
「
心
を
迷
わ
し
、身
を
そ
こ
な
ひ
、

人
を
く
る
し
ま
し
む
」
も
の
で
あ
り
、益
軒
は
「
味
よ
き
物
」
を
「
む
さ
ぼ
り
」

「
ほ
し
ひ
ま
ま
に
の
み
く
」
う
衆
人
を
例
に
挙
げ
て
い
る

l

。
そ
し
て
も
う
一
つ

は
「
富
貴
」
に
か
か
わ
る
「
楽
」
で
あ
る
。
益
軒
は
、
こ
れ
を
決
し
て
否
定
し

な
い
。「
財
を
つ
ひ
や
し
て
〔
外
に
〕
楽
を
も
と
む

m

」
こ
と
、「
あ
き
た
ら
ず

n

」

に
「
富
貴
の
驕
楽
を
う
ら
や

1

」
ん
で
「
富
貴
」
を
求
め
過
ぎ
る
こ
と
は
「
内
な

る
楽
」
を
も
失
わ
せ
し
め
る
と
説
き
諌
め
る
の
で
あ
る
。
何
事
も
「
ほ
し
い
ま

ま

2

」
に
せ
ず
「
よ
き
ほ
ど
（
程
）
に

3

」、
こ
れ
が
益
軒
の
主
張
す
る
「
外
の
楽
」

の
あ
り
か
た
で
あ
っ
た

4

。

　

そ
し
て
こ
の
「
外
の
楽
」
の
な
か
で
一
つ
目
に
挙
げ
た
五
官
に
よ
る
「
楽
」、

こ
れ
を
益
軒
は
「
富
貴
に
ま
さ
」
る
ほ
ど
の
「
楽
」
で
あ
る
と
し
て
「
き
は
ま

り
な
き
楽
」
と
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る

5

。
そ
れ
は
「
月
日
の
明
ら
け
き
光
」「
川

の
な
が
れ
、
風
の
そ
よ
ぎ
、
雨
露
の
う
る
ほ
ひ
、
雪
の
き
よ
き
、
花
の
よ
そ
ほ
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ひ
、
芳
草
の
さ
か
え
、
嘉
木
の
し
げ
れ
る
、
鳥
獣
虫
魚
の
し
わ
ざ
ま
で
、
す
べ

て
万
物
の
生
意
の
や
ま
ざ
る
」
も
の
を
「
も
て
あ
そ
」
ぶ
こ
と
、
つ
ま
り
天
地

自
然
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
「
楽
」
で
あ
っ
た

6

。

（
四
）「
養
生
」
と
「
楽
」

　
　

 「
心
は
楽
し
む
べ
し
、
苦
し
む
べ
か
ら
ず
。」（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝

四
九
五
上
）

　
　

 「
聖
人
や
ゝ
も
す
れ
ば
楽
を
と
き
玉
ふ
。
わ
が
愚
を
以
て
聖
心
お
し
は
か

り
が
た
し
と
い
へ
ど
も
、
楽
し
み
は
是
人
の
む
ま
れ
付
た
る
天
地
の
生
理

な
り
。
楽
し
ま
ず
し
て
天
地
の
道
理
に
そ
む
く
べ
か
ら
ず
。
つ
ね
に
道
を

以
て
欲
を
制
し
て
楽
を
失
ふ
べ
か
ら
ず
。
楽
を
失
な
は
ざ
る
は
養
生
の
本

也
。」（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
五
〇
一
下
）

　

益
軒
は
、『
養
生
訓
』
に
お
い
て
も
「
楽
（
或
い
は
「
楽
し
み
」）」
と
い
う

概
念
を
「
養
生
」
の
妙
決
と
し
て
重
視
す
る
。
た
と
え
ば
『
養
生
訓
』
に
お
い

て
数
回
引
用
し
、
評
価
す
る
中
国
の
養
生
書
の
ひ
と
つ
に
、
孫
思
邈
の
『
備
急

千
金
要
方
』
が
あ
る
。
彼
は
こ
の
『
千
金
方
』
の
「
十
二
少
」
に
倣
い
、「
養

生
の
要
訣
」
と
し
て
、
十
二
個
の
「
少
」
を
挙
げ
る
。

　
　

 「
養
生
の
要
訣
一
あ
り
。
…
其
要
訣
は
少
の
一
字
な
り
。
…
慾
を
す
く
な

く
す
れ
ば
、
身
を
や
し
な
ひ
命
を
の
ぶ
。
慾
を
す
く
な
く
す
る
に
、
そ
の

目
録
十
二
あ
り
。
…
食
を
少
く
し
、
飲
も
の
を
少
く
し
、
五
味
の
偏
を
少

く
し
、
色
慾
を
少
く
し
、
言
語
を
少
く
し
、
事
を
少
く
し
、
怒
を
少
く
し
、

憂
を
少
く
し
、
悲
を
少
く
し
、
思
を
少
く
し
、
臥
事
を
少
す
べ
し
。
…
孫

思
邈
が
千
金
方
に
も
、
養
生
の
十
二
を
い
へ
り
。
其
意
同
じ
。
目
録
は
是

と
同
じ
か
ら
ず
。右
に
い
へ
る
十
二
少
は
、今
の
時
宜
に
か
な
へ
る
な
り
。」

（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
五
〇
四
上
）

　

孫
思
邈
の
「
十
二
少
」
と
は
「
少
思
、
少
念
、
少
慾
、
少
事
、
少
語
、
少
笑
、

少
愁
、
少
楽
、
少
喜
、
少
怒
、
少
好
、
少
悪
」
で
あ
る
。
益
軒
は
、
こ
の
う
ち

の
「
少
思
、
少
慾
、
少
事
、
少
語
、
少
怒
」
は
そ
の
ま
ま
援
用
す
る
が
、
飲
食

と
睡
眠
を
追
加
し
、「
笑
」「
楽
」「
喜
」
の
諸
項
目
を
削
除
す
る
。
こ
こ
に
、

自
身
の
「
養
生
」
論
に
お
い
て
「
楽
」
を
制
限
し
な
か
っ
た
益
軒
の
意
図
が
窺

え
る
。
ま
た
、
彼
は
『
頤
生
輯
要
』
編
纂
の
際
、
重
要
な
項
目
で
あ
る
と
し
て

「
楽
志
」
を
追
加
し
、
そ
の
文
末
に
「
楽
レ
之
者
頤
生
之
能
功
也
。
以
レ
此
始
焉
。

以
レ
此
終
焉

7

。」
と
記
し
て
い
る
。
益
軒
に
と
っ
て
「
楽
」
と
は
、「
養
生
」
論

を
語
る
際
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
事
項
で
あ
っ
た
。

　
『
養
生
訓
』で
は「
楽
」を
三
種
に
分
け
、そ
れ
を「
三
楽
」と
名
づ
け
て
い
る
。

一
つ
は
「
身
に
道
を
行
ひ
、
ひ
が
事
な
く
し
て
善
を
楽
し
む
」
こ
と
、
も
う
一

つ
は
「
身
に
病
な
く
し
て
、
快
く
楽
む
」
こ
と
、
最
後
に
は
「
命
な
が
く
し
て
、

久
し
く
た
の
し
む
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
富
貴
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
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の
「
三
楽
」
が
な
け
れ
ば
「
真
の
楽
」
は
無
い
。
そ
し
て
「
も
し
心
に
善
を
楽

し
ま
ず
、
又
、
養
生
の
道
を
し
ら
ず
し
て
、
身
に
病
多
く
、
其
は
て
は
短
命
な

る
人
は
、
此
三
楽
を
得
ず
」
と
い
い
、「
三
楽
」
と
「
養
生
」
の
関
わ
り
が
こ

こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る

8

。
す
な
わ
ち
「
長
生
す
れ
ば
楽
多
く
益
多
し
」、「
長
生

を
得
て
、
久
し
く
楽
し
ま
ん
事
、
必
然
の
し
る
し
あ
る
べ
し

9

」
と
長
寿
を
礼
賛

し
た
益
軒
に
と
っ
て
、「
養
生
」
の
目
的
と
は
人
生
を
可
能
な
限
り
久
し
く
「
楽

し
む
」
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　

既
に
見
た
よ
う
に
、『
楽
訓
』
に
お
い
て
す
す
め
ら
れ
た
楽
事
は
、一
つ
に
「
外

の
楽
」
に
よ
っ
て
「
内
の
楽
」
を
助
長
さ
せ
る
こ
と
、も
う
一
つ
に
富
貴
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
「
よ
き
ほ
ど
（
程
）」
の
楽
、最
後
に
天
地
自
然
を
礼
賛
す
る
「
き

は
ま
り
な
き
楽
」、
こ
の
三
種
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
益
軒
が
『
養
生
訓
』

で
記
し
た
「
楽
し
み
」
と
は
、「
心
や
す
く
し
づ
か
な
れ
ば
」「
く
る
し
み
な
く

し
て
」
得
ら
れ
る
「
楽
し
み
」
で
あ
り
、「
心
を
静
に
し
て
さ
は
が
し
か
ら
ず
、

い
か
り
を
お
さ
え
慾
を
す
く
な
く
し
て
」心
の
安
定
を
求
め
て
漸
く
得
ら
れ
る
、

い
わ
ば
静
的
な
「
楽
し
み
」
で
あ
っ
た

A

。
こ
の
「
楽
し
み
」
の
実
践
に
よ
っ
て

「
心
を
守
る
」
こ
と
が
「
養
生
の
術
」
で
あ
る
と
益
軒
は
諭
告
す
る

B

。
し
か
し
、

『
養
生
訓
』
に
お
い
て
益
軒
の
想
定
し
た
「
楽
し
み
」
の
実
践
に
よ
る
養
生
は
、

こ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
は
、
我
が
身
を
用
い
て
実
現
す
る
、
動
的
な
「
楽
」

に
も
目
を
向
け
て
い
た
。
そ
こ
で
、
身
を
動
か
し
心
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
と
し

て
賞
賛
し
た
も
の
は
、
音
楽
、
詠
歌
、
舞
踏
で
あ
っ
た
。

　
　

 「
古
の
君
子
は
、礼
楽
を
こ
の
ん
で
行
な
ひ
、射
御
を
学
び
、力
を
労
動
し
、

詠
歌
舞
蹈
し
て
血
脈
を
養
ひ
、
嗜
慾
を
節
に
し
心
気
を
定
め
、
外
邪
を
慎

し
み
防
て
、
か
く
の
ご
と
く
つ
ね
に
行
な
へ
ば
、
鍼
灸
薬
を
用
ず
し
て
病

な
し
。
…
〔
中
略
〕
…
病
多
き
は
皆
養
生
の
術
な
き
よ
り
お
こ
る
」（『
養

生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
八
二
上
）

　
　

 「
古
人
は
詠
歌
舞
踏
し
て
血
脉
を
養
ふ
。
詠
歌
は
う
た
ふ
也
。
舞
踏
は
手

の
ま
ひ
足
の
ふ
む
也
。
皆
心
を
和
ら
げ
、
身
を
う
ご
か
し
、
気
を
め
ぐ
ら

し
、
体
を
や
し
な
ふ
。
養
生
の
道
な
り
。
今
導
引
按
摩
し
て
気
を
め
ぐ
ら

す
が
ご
と
し
」（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
五
〇
四
下
）

　

壮
年
期
よ
り
東
軒
夫
人
と
と
も
に
古
楽
を
嗜
ん
だ
益
軒
は

C

、
朗
詠
や
音
楽
、

ま
た
そ
れ
に
合
わ
せ
た
舞
踏
に
よ
っ
て
「
血
脈
を
養
ひ
」「
心
を
和
ら
げ
」
る

こ
と
を
「
養
生
の
術
」
或
い
は
「
養
生
の
道
」
と
説
く
。
こ
の
「
詠
歌
舞
踏
」

に
よ
る
「
養
生
」
効
果
に
関
す
る
記
述
は
『
養
生
訓
』
以
外
に
も
見
ら
れ

D

、
益

軒
が
い
か
に
こ
れ
を
日
ご
ろ
か
ら
愛
好
し
て
い
た
か
が
窺
え
る

E

。
音
楽
、詠
歌
、

舞
踏
の
実
践
に
よ
っ
て
生
ず
る
「
楽
」
を
、
益
軒
は
「
人
の
む
ま
れ
付
き
た
る

天
地
の
生
理
」
で
あ
る
と
い
い
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
積
極
的
に
楽
し
む
こ
と
を

「
天
地
の
道
理
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
道
」
を
以
て
「
私
慾
」
を
制
し
、「
楽
」

を
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
養
生
の
本
」
で
あ
り

F

、
益
軒
は
こ

こ
に
自
発
的
な
生
の
原
動
力
と
し
て
の
「
楽
」
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

中
国
宋
代
の
文
人
の
中
で
は
、「
養
生
」
が
そ
の
文
化
に
不
可
欠
の
要
素
と

な
り
、「
養
生
」
と
文
人
趣
味
と
の
結
合
よ
り
、
個
の
人
生
に
お
け
る
内
的
な

「
楽
」
の
追
求
が
積
極
的
に
実
践
さ
れ
た
。
北
宋
の
蘇
東
坡
、
元
の
鄒
鉉
な
ど

が
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、た
と
え
ば
鄒
鉉
は
『
寿
親
養
老
新
書
』

に
お
い
て
、
後
漢
の
仲
長
統
の
「
楽
志
論
」
を
引
用
し
、「
楽
」
の
重
要
性
を

説
い
て
い
る
。
麥
谷
氏
に
よ
れ
ば
、「
楽
志
論
」
に
お
け
る
「
楽
」
と
は
、
主

と
し
て
山
水
自
然
の
も
た
ら
す
快
楽
で
あ
っ
て
、『
養
生
訓
』
に
て
益
軒
が
述

べ
る
「
楽
」
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
が
、
益
軒
は
こ
の
書
を
中
国
養
生
書

の
ひ
と
つ
と
し
、
所
蔵
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
尚
古
主
義
に
徹
す
る
こ
と
の

な
か
っ
た
益
軒
の
「
養
生
」
論
の
最
た
る
特
徴
は
、身
心
両
面
の
「
楽
」
が
「
養

生
」
の
道
へ
繋
が
る
と
強
調
し
た
と
こ
ろ
、
そ
し
て
こ
の
「
楽
」
を
古
楽
や
舞

に
適
応
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
益
軒
は
、人
生
を「
久

し
く
楽
し
む
」
べ
し
と
言
い
な
が
ら
も
、
無
理
な
延
命
を
肯
定
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
無
駄
に
命
を
長
ら
え
る
こ
と
は
、彼
の
求
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

単
な
る
長
生
を
よ
し
と
せ
ず
「
天
道
の
ち
か
ら
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
制
限
さ

れ
た
生
に
「
養
生
」
の
術
を
ほ
ど
こ
し
て
「
楽
し
み
を
楽
し
む
べ
し

G

」
と
し
た

点
に
、
益
軒
に
よ
る
「
養
生
」
論
の
も
う
一
つ
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

本
稿
で
は
『
養
生
訓
』
に
お
け
る
「
楽
」
の
位
置
を
明
確
に
し
、
そ
の
構
造

を
分
析
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
特
徴
が
益
軒
固

有
の
も
の
で
あ
る
と
こ
こ
で
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。『
養
生
訓
』
と
『
楽
訓
』

及
び
益
軒
の
著
作
群
の
な
か
で
、「
養
生
」
と
「
楽
」
の
連
結
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
両
概
念
の
更
に
深
い
検
討
を
、
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

※ 

引
用
は
『
益
軒
全
集
』（
益
軒
会
編
纂
、
一
九
一
一
年
）
所
収
の
も
の
は
そ
れ
を
引
き
、

各
題
を
先
に
記
し
た
。
つ
づ
け
て
『
益
軒
全
集
』
を
『
全
集
』
と
略
し
て
表
記
し
、

引
用
し
た
巻
数
と
頁
数
を=

印
で
繋
ぎ
、
そ
れ
ら
を
漢
数
字
で
表
し
た
。
な
お
、
引

用
部
分
に
付
し
た
下
線
、
引
用
文
中
〔　
　

〕
に
て
書
き
加
え
た
も
の
は
す
べ
て
引

用
者
に
よ
る
。

※
引
用
文
献
の
初
版
年
を
以
下
に
記
し
て
お
く
。

　
『
頤
生
輯
要
』
一
六
八
二
年

　
『
音
楽
紀
聞
』
一
七
〇
二
年

　
『
菜
譜
』
一
七
〇
四
年

　
『
大
和
俗
訓
』
一
七
〇
八
年

　
『
楽
訓
』
一
七
一
〇
年

　
『
養
生
訓
』
一
七
一
三
年

　
『
自
娯
集
』
一
七
一
三
年

　
『
大
疑
録
』
一
七
一
四
年

　
『
慎
思
録
』
一
七
一
四
年

　
『
初
学
訓
』
発
表
年
月
記
録
な
し

　
『
神
祇
訓
』
発
表
年
月
記
録
な
し

註（
１
） 　

竹
田
春
庵
「
篤
信
編
輯
著
述
目
録
」（
九
州
史
料
刊
行
会
編
、
井
上
忠
校
訂
『
益

軒
資
料
』
七
、一
九
六
一
年
）
に
よ
る
。

（
２
） 　

益
軒
は
、
経
書
の
な
か
で
も
『
大
学
』
に
は
特
別
な
関
心
を
も
ち
『
大
学
集
要
』
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『
大
学
新
疏
』
の
編
纂
作
業
、そ
し
て
そ
の
公
刊
に
晩
年
ま
で
尽
力
し
て
い
た
が
、「
売

る
側
」
に
こ
れ
ら
は
一
般
向
き
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
、
公
刊
さ
れ
る
機
に
恵
ま

れ
な
か
っ
た
。
詳
し
く
は
辻
本
雅
史「
貝
原
益
軒
と
出
版
メ
デ
ィ
ア
―『
大
学
新
疏
』

編
纂
と
出
版
の
努
力
―
」（
衣
笠
安
喜
編『
近
世
思
想
史
研
究
の
現
在
』思
文
閣
出
版
、

一
九
九
五
年
）
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）　
『
頤
生
輯
要
』、『
全
集
』
七
＝
七
五
三
上
。

（
４
） 　

辻
本
氏
に
よ
れ
ば
、
益
軒
は
『
大
学
集
要
』『
大
学
新
疏
』
の
出
版
が
不
可
能
で

あ
る
と
い
う
現
実
を
さ
と
り
、「
み
ず
か
ら
の
学
問
的
活
動
の
社
会
的
有
用
性
の
限

界
を
実
感
」
し
て
そ
の
方
向
性
を
転
換
し
た
、
と
あ
る
。（
辻
本
雅
史
、
前
掲
書
）

（
５
）　
『
菜
譜
』、『
全
集
』
一
＝
二
〇
九
下
。

（
６
）　
『
慎
思
録
』、『
全
集
』
二
＝
一
四
六
下
。

（
７
） 　

そ
も
そ
も
益
軒
が
『
大
学
』
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、『
大
学
』
が
「
初
学
徳
に

入
る
の
門
」「
学
を
為
す
の
次
第
」（
朱
熹
『
大
学
章
句
』）
で
あ
り
、
初
学
者
が
学

ぶ
べ
き
学
問
の
目
的
・
順
序
・
方
法
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
見
方

も
あ
る
。
辻
本
氏
は
、
益
軒
が
自
ら
の
学
問
を
大
衆
に
ひ
ろ
め
る
こ
と
に
尽
力
す

る
こ
と
に
な
っ
た
そ
の
理
由
を
出
版
界
の
実
情
に
よ
る
挫
折
と
見
な
す
と
と
も
に
、

こ
れ
も
認
め
、
庶
民
へ
の
学
問
の
普
及
だ
け
で
な
く
初
学
者
へ
の
教
育
に
も
も
と

よ
り
関
心
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
８
）　

衣
笠
安
喜
『
近
世
儒
学
思
想
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年
。

（
９
） 　

松
田
道
雄
「
貝
原
益
軒
の
儒
学
」〈
日
本
の
名
著
十
四
『
貝
原
益
軒
』〉
解
説
、

中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年
。

（
10
）　
『
頤
生
輯
要
』『
全
集
』、
七
＝
七
五
三
上
。

（
11
） 　

益
軒
の
こ
う
し
た
意
向
と
同
様
に
、
俗
人
（
非
医
療
者
）
を
対
象
に
し
た
比
較

的
平
易
な
文
体
で
書
か
れ
た
医
学
啓
蒙
書
や
養
生
書
に
類
す
る
書
物
は
、
当
時
数

多
く
出
版
さ
れ
た
。
名
古
屋
玄
醫（
一
六
二
八
│
一
六
九
六
）『
養
生
主
論（
一
六
八
三

刊
）』
や
古
医
方
学
派
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
養
生
訓
』
の
ほ
か
に
益
軒
が

残
し
た
「
養
生
」
に
類
す
る
書
物
は
二
作
あ
る
。
一
つ
は
古
来
の
医
書
な
ど
よ
り

摂
生
・
療
病
の
こ
と
に
関
す
る
格
言
・
警
語
を
選
択
し
纂
録
し
た
『
頤
生
輯
要
』

（
一
六
八
二
年
刊
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
自
ら
「
愚
生
昔
し
わ
か
く
し
て
書
を
よ

み
し
時
、
群
書
の
内
、
養
生
の
術
を
説
け
る
古
語
を
あ
つ
め
て
門
客
に
さ
づ
け
、

其
門
類
を
わ
か
た
し
む
。
名
づ
け
て
頤
生
輯
要
と
云
ふ
。
養
生
に
志
あ
ら
ん
人
は

考
へ
見
給
ふ
べ
し
。こ
ゝ
に
し
る
せ
し
は
其
要
を
と
れ
る
な
り
。（『
頤
生
輯
要
』、『
全

集
』
七
＝
七
五
三
上
）」
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
編
書
は
ま
さ
し
く
中
医

学
に
則
っ
た
医
道
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は『
続
慎
思
録
』巻
五「
養

生
」
で
あ
る
。『
頤
生
輯
要
』
の
全
体
構
成
は
、『
養
生
訓
』
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
者
は
『
続
慎
思
録
』
巻
五
「
養
生
」
と
併
せ
て
後
者
の
予

備
作
業
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
『
養
生
訓
』
は
、『
頤
生
輯
要
』
に

記
さ
れ
た
内
容
を
取
捨
選
択
し
、
そ
れ
に
自
ら
の
養
生
に
関
す
る
日
常
的
体
験
を

付
し
て
纏
め
た
読
本
で
あ
る
が
、『
頤
生
輯
要
』『
続
慎
思
録
』
が
漢
文
で
書
か
れ
、

『
養
生
訓
』
が
比
較
的
平
易
な
平
仮
名
に
よ
る
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

推
察
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
刊
行
の
意
図
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
た
。

（
12
）　

藤
浪
剛
一
『
日
本
衛
生
史
』
一
九
四
一
年
、
五
八
頁
。

（
13
）　

井
上
忠
『
貝
原
益
軒
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
、
二
九
五
頁
。

（
14
） 　

益
軒
の
『
養
生
訓
』
に
対
す
る
消
極
的
評
価
と
し
て
は
、
富
士
川
游
の
「
内
経
・

千
金
方
以
下
ノ
諸
家
ヲ
折
衷
セ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
ソ
ノ
説
、
自
神
修
養
ノ
範
囲
ヲ
出

ヅ
ル
コ
ト
ナ
シ
」（
富
士
川
游
『
日
本
医
学
史
』
一
九
四
一
年
、四
九
四
頁
）
が
あ
る
。

（
15
） 　
『
醫
心
方
』
の
巻
二
六
「
延
年
方
」、巻
二
七
「
養
生
」
で
あ
る
。
こ
の
『
醫
心
方
』

養
生
篇
に
お
け
る
養
生
法
は
、
辟
穀
、
服
餌
、
調
息
、
導
引
な
ど
の
道
教
の
養
生

術
が
基
調
と
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　

松
田
道
雄
、
前
掲
書
、
四
五
頁
。

（
17
） 　

横
山
俊
夫
「
安
定
社
会
を
生
き
る
―
益
軒
翁
の
う
わ
さ
に
こ
と
よ
せ
て
」（
横
山

俊
夫
編
『
貝
原
益
軒
―
天
地
和
楽
の
文
明
楽
』）
所
収
。

（
18
）　

同
書
。

（
19
）　
『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
七
八
下
。

（
20
）　
『
初
学
訓
』、『
全
集
』
三
＝
二
二
上
。

（
21
）　
『
神
祇
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
八
二
下
。

（
22
）　
『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
八
三
上
。

（
23
）　
『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
八
三
上
。

（
24
）　
『
初
学
訓
』、『
全
集
』
三
＝
二
二
上
。

（
25
）　
『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
七
九
上
。

（
26
） 　

益
軒
は
「
上
寿
は
百
歳
、
中
寿
は
八
十
、
下
寿
は
六
十
な
り
。
六
十
以
上
は
長

生
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
八
三
上
）

82



貝原益軒『養生訓』に見られる「養生」と「楽」

83

（
27
） 　

李
叔
還
『
道
教
大
辞
典
』（
巨
流
図
書
公
司
、
九
八
一
年
）
の
「
元
気
」
項
に
は
、

（
一
）
大
化
之
始
気
也
。〔
漢
書
律
暦
志
〕
太
極
元
気
、
函
三
為
一
。（
二
）
道
家
以

人
之
精
気
為
元
気
。（
下
略
）（
三
）
道
家
以
人
身
之
元
気
、
元
精
、
元
神
、
為
修

仙
三
宝
。〔
黄
庭
経
〕
呼
吸
元
気
以
求
仙
。
と
あ
り
、『
中
医
大
辞
典
』（
同
編
輯
委

員
会
編
、人
民
衛
生
出
版
社
、一
九
七
九
年
）
の
「
元
気
（
原
気
と
同
義
）」
項
に
は
、

元
気
（
原
気
）
：
「
…
推
動
五
臓
六
腑
等
一
切
器
官
組
織
的
活
動
、
為
生
化
動
力

的
泉
源
。」
と
あ
る
。

（
28
） 　
「
本
書
〔『
養
生
訓
』
を
指
す
〕
を
貫
く
思
想
は
、人
は
天
地
の
『
元
気
』
を
受
け
て
、

こ
の
気
を
も
っ
て
生
の
源
、
命
の
主
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
気
の
充
足
を
計
り
、

減
退
を
防
が
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
の
で
、
大
体
中
国
の
養
生
科
の
説
に
基
づ
く
。」

（
井
上
忠
、
前
掲
書
、
二
九
六
頁
）

（
29
）　
『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
五
〇
八
下
。

（
30
）　
『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
七
九
下
。

（
31
） 　

伊
藤
忠
『
貝
原
益
軒
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）
に
、「
か
れ
の
説
く
『
元

気
』
と
は
『
人
身
の
根
本
』
で
あ
り
、『
も
と
是
天
地
の
万
物
を
生
ず
る
気
』
か
ら

派
生
し
た
も
の
で
、
内
外
相
応
ず
る
も
の
と
見
な
す
」
と
あ
る
。

（
32
） 　
『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
九
〇
下
。

（
33
） 　

汲
田
克
夫
「
貝
原
益
軒
の
養
生
観
の
特
質
」（『
思
想
』
一
九
六
八
年
六
月
号
、

岩
波
書
店
、
所
収
）。

（
34
）　
『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
八
一
下
。

（
35
）　
『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
五
〇
二
下
。

（
36
） 　

汲
田
克
夫
氏
に
よ
れ
ば
、「
気
（
元
気
）」
の
消
耗
と
養
生
（
長
生
）
を
関
連
付

け
た
益
軒
の
「
元
気
論
」
は
「
生
と
は
気
の
集
結
で
あ
り
、
死
と
は
気
の
解
散
で

あ
る
（
島
田
虔
次
、
前
掲
書
、
六
七
頁
）」
と
い
う
朱
子
学
の
思
想
の
反
映
で
あ

る
と
い
う
。
朱
子
の
「
い
わ
ゆ
る
理
と
気
と
は
こ
れ
決
ず
二
物
（
朱
子
文
集
巻

四
六
）」
に
対
し
て
「
理
気
非
二
物
。
不
可
言
離
合
也
〔
理
気
は
二
物
に
あ
ら
ず
、

離
合
を
言
う
べ
か
ら
ず
〕（『
大
疑
録
』、『
全
集
』
二
＝
一
七
四
下
）」、「
理
非
別
有

一
物
〔
理
は
別
に
一
物
あ
る
に
あ
ら
ず
〕（
同
右
）」、「
都
是
一
気
〔
す
べ
て
は
一
気
〕

（『
大
疑
録
』、『
全
集
』
二
＝
一
七
四
上
）
で
あ
り
、
理
は
「
乃
気
之
理
而
已
矣
〔
乃

ち
気
の
理
な
る
の
み
〕（『
大
疑
録
』、『
全
集
』
二
＝
一
七
四
下
）」
と
批
判
し
た
益

軒
が
、
ど
こ
ま
で
朱
子
学
の
「
気
」
論
を
受
容
し
て
い
た
の
か
は
果
た
し
て
疑
問

で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
、こ
の
益
軒
の
朱
子
批
判
は
「
理
気
二
元
論
」
に
対
す
る
「
気

一
元
論
」
の
立
場
に
限
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
、
益
軒
の
「
元
気
論
」
と
朱
子
学

に
よ
る
「
生
死
」
と
「
気
」
と
の
関
連
を
示
唆
し
た
い
。

（
37
） 　

益
軒
は
、
心
の
理
想
的
な
状
態
に
つ
い
て
「
誠
な
る
者
は
、
勉
め
ず
し
て
中
た

り
、
思
わ
ず
し
て
得
、
従
容
と
し
て
道
に
中
た
る
、
聖
人
な
り
」（『
中
庸
』
十
一
章
）

の
一
文
を
受
け
て
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　

 「
心
は
つ
ね
に
従
容
と
し
て
し
づ
か
に
、
せ
わ
し
か
ら
ず
、
和
平
な
る
べ
し
。
言
語

は
こ
と
に
し
づ
か
に
し
て
す
く
な
く
し
。
無
用
の
事
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
尤
気
を

養
ふ
良
法
也
。」（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
五
〇
二
下
）

　
　

 「
つ
ね
の
気
象
は
従
容
と
し
て
不
レ
迫
、
此
四
字
を
守
べ
し
。
従
容
と
は
お
も
む
ろ

に
し
て
し
づ
か
な
る
を
い
ふ
。
す
み
や
か
に
い
そ
が
わ
し
き
時
も
、
心
平
か
に
気

和
し
て
楽
し
み
を
失
う
べ
か
ら
ず
。」（『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
一
四
上
）

（
38
）　
『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
〇
五
下
―
六
〇
六
上
。

（
39
） 　

横
山
俊
夫
「
達
人
へ
の
道
―
『
楽
訓
』
を
読
む
」『
貝
原
益
軒
―
天
地
和
楽
の
文

明
学
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
、
所
収
。

（
40
） 　
「
ふ
た
た
び
生
ま
れ
来
る
べ
き
た
の
み
な
き
此
世
の
間
な
る
に
、
天
地
人
の
い
た

れ
る
道
を
ま
な
ん
で
楽
し
ま
ん
こ
そ
、
い
け
る
か
ひ
あ
り
て
、
身
終
る
時
も
う
ら

み
な
か
る
べ
け
れ
」（『
大
和
俗
訓
』、『
全
集
』
三
＝
七
五
上
）
と
あ
る
よ
う
に
、

短
い
人
生
を
謳
歌
せ
ん
と
す
る
益
軒
の
態
度
は
『
楽
訓
』
に
限
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
く
、
後
に
「
益
軒
十
訓
」
と
さ
れ
る
「
訓
も
の
」
の
各
所
に
散

見
さ
れ
る
。

（
41
） 　
『
楽
訓
』
を
発
表
し
た
当
時
、
益
軒
は
こ
の
本
名
を
使
用
し
て
い
た
。
貝
原
益
軒

の
新
号
で
出
版
さ
れ
る
の
は
柳
枝
軒
の
尽
力
で
版
行
さ
れ
る
宝
永
八
年
（
正
徳
元

年
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

（
42
）　

横
山
俊
夫
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。

（
43
） 　

麥
谷
邦
夫
「
中
国
養
生
文
化
の
伝
統
と
益
軒
」
横
山
俊
夫
編
『
貝
原
益
軒
―
天

地
和
楽
の
文
明
楽
』）
所
収
。

（
44
） 　

奥
貞
二
「
貝
原
益
軒
『
楽
訓
』
を
読
む
」『
鈴
鹿
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』

V
ol.36

、
鈴
鹿
工
業
高
等
専
門
学
校
、
二
〇
〇
二
年
。

（
45
）　

麥
谷
邦
夫
、
前
掲
書
、
二
五
〇
頁
。

（
46
）　
『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
〇
六
下
。
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（
47
）　
『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
〇
九
上
‐
下
。

（
48
）　
『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
〇
九
下
。

（
49
）　
『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
〇
九
上
。

（
50
）　
『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
一
二
上
。

（
51
）　
『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
〇
九
上
。

（
52
） 　
「
我
が
身
の
慾
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
よ
り
大
な
る
禍
な
し
」（『
大
和
俗
訓
』、『
全

集
』
三
＝
八
八
下
）
か
ら
引
い
た
。

（
53
） 　
「
飲
食
を
よ
き
程
に
し
て
過
さ
ず
。（
中
略
）
七
情
を
よ
き
ほ
ど
に
し
…
（
下
略
）

（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
七
八
上
‐
下
）」、
か
ら
引
い
た
。
益
軒
は
、
こ
の

「
よ
き
ほ
ど
（
程
）
に
」
と
い
う
言
葉
を
度
を
越
さ
な
い
範
囲
で
の
自
己
抑
制
の
意

味
と
し
て
用
い
る
が
、ほ
ぼ
同
義
で
「
中
（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
五
〇
二
上
）」

や
「
常
に
不
足
の
事
あ
る
が
よ
し
（『
大
和
俗
訓
』、『
全
集
』
三
＝
九
七
下
）」
な

ど
と
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
中
」
と
は
『
中
庸
』
十
一
章
の
「
誠
な
る

者
は
、
勉
め
ず
し
て
中
た
り
、
思
わ
ず
し
て
得
、
従
容
と
し
て
道
に
中
た
る
、
聖

人
な
り
」
か
ら
の
引
用
と
目
さ
れ
る
。

（
54
） 　
「
酒
食
と
も
に
限
を
定
め
て
、
節
を
こ
ゆ
べ
か
ら
ず
（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三

＝
五
〇
二
上
）」

　
　

 「
養
生
の
為
に
は
中
を
守
る
べ
し
。
中
を
守
る
と
は
過
不
及
な
き
を
云
。
…
〔
中
略
〕

…
過
て
ほ
し
ゐ
ま
ま
な
る
べ
か
ら
ず
。
是
中
を
守
る
な
り
（『
養
生
訓
』、『
全
集
』

三
＝
五
〇
二
上
）」

　
　

 　

こ
う
し
た
益
軒
の
節
制
振
り
は
、
あ
く
ま
で
も
「
節
制
」「
倹
約
」
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
決
し
て
禁
欲
主
義
に
よ
る
態
度
と
同
一
で
は
な
か
っ
た
。
汲
田
克
夫
は
こ

の
禁
欲
を
徹
底
し
な
い
「
よ
き
ほ
ど
（
程
）
に
」
と
い
う
表
現
の
由
来
を
朱
子
学

に
見
出
し
、
そ
の
根
拠
に
次
の
一
文
を
挙
げ
て
い
る
。「
用
と
し
て
已
発
と
な
り
、

動
と
な
る
と
、
情
が
あ
ら
わ
れ
…
〔
中
略
〕
…
と
か
く
中
正
を
失
し
て
悪
に
流
れ

る
傾
向
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
情
が
動
い
て
過
度
と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
『
欲
』

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
悪
な
の
で
あ
る
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
す
べ
て
中
を
得
た
状

態
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
善
で
あ
り
、中
を
逸
脱
し
て『
過
』も
し
く
は『
不
及
』（
マ

イ
ナ
ス
の
過
度
）
の
状
態
に
お
ち
い
っ
た
状
態
が
悪
な
の
で
あ
る
（
島
田
虔
次
『
朱

子
学
と
陽
明
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
九
二
－
九
四
頁
）」

（
55
）　
『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
〇
九
下
。

（
56
）　
『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
〇
六
下
。

（
57
）　 『
頤
生
輯
要
』、『
全
集
』
七
＝
八
六
〇
上
。

（
58
） 　 

「
お
よ
そ
人
の
楽
し
む
べ
き
事
三
あ
り
。
一
に
は
身
に
道
を
行
ひ
、
ひ
が
事
な

く
し
て
善
を
楽
し
む
に
あ
り
。
二
に
は
身
に
病
な
く
し
て
、
快
く
楽
む
に
あ
り
。

三
に
は
命
な
が
く
し
て
、
久
し
く
た
の
し
む
に
あ
り
。
富
貴
に
し
て
も
此
三
の
楽

な
け
れ
ば
、
真
の
楽
な
し
。
故
に
富
貴
は
此
三
楽
の
内
に
あ
ら
ず
。
も
し
心
に
善

を
楽
し
ま
ず
、
又
、
養
生
の
道
を
し
ら
ず
し
て
、
身
に
病
多
く
、
其
は
て
は
短
命

な
る
人
は
、
此
三
楽
を
得
ず
。」（『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
八
五
上
）

（
59
）　 『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
七
七
下
。

（
60
）　 『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
四
八
一
下
。

（
61
）　 『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
五
〇
六
下
。

（
62
） 　 

残
さ
れ
た
晩
年
の
書
簡
か
ら
は
、
東
軒
夫
人
や
竹
田
定
直
を
は
じ
め
福
岡
の
同

好
が
、
琵
琶
や
箏
や
篳
篥
を
も
ち
よ
っ
て
「
合
楽
」
を
た
び
た
び
催
し
た
様
子
も

う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
益
軒
は
、
古
楽
は
、
あ
や
に
歌
え
な
く
と
も
よ
く
、
古
詩

を
味
わ
い
吟
唱
し
て「
和
楽
の
心
」に
な
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。（『
資

料
』、『
全
集
』
五
＝
九
八
―
一
〇
三
）

（
63
） 　 

「
只
、
三
百
編
（『
詩
経
』）
以
下
の
古
詩
を
吟
誦
し
、
心
思
を
和
楽
す
る
の
み
。

楽
の
本
を
得
た
る
成
る
べ
し
。
…
楽
を
以
〔
て
〕
い
は
ば
、和
楽
の
心
は
楽
の
本
也
。

歌
舞
は
、
音
は
、
楽
の
文
な
り
。
只
心
を
和
楽
に
し
て
、
古
詩
を
熟
読
し
、
時
に

吟
詠
せ
ば
、
是
楽
の
本
を
つ
と
む
と
い
ふ
べ
し
。」（『
音
楽
紀
聞
』）

　
　

 「
古
人
は
小
児
の
時
よ
り
音
楽
を
教
へ
、
詠
歌
舞
踏
し
て
其
性
情
を
和
ら
げ
、
其
血

脈
を
や
し
な
ふ
」（『
音
楽
紀
聞
』）

　
　

 「
い
に
し
へ
の
郢
曲
早
歌
の
類
声
を
か
し
く
氤
氳
と
し
て
つ
づ
し
り
う
た
ふ
も
、
い

さ
さ
か
心
ゆ
く
ば
か
り
な
る
は
、
湮
欝
を
ひ
ら
き
て
気
を
や
し
な
ふ
助
と
成
ぬ
べ

し
。
古
人
は
詠
歌
舞
踏
を
し
て
其
血
脈
を
や
し
な
へ
り
、
是
心
を
楽
し
ま
し
め
、

気
を
や
し
な
ふ
術
な
る
べ
し
。（『
楽
訓
』、『
全
集
』
三
＝
六
一
七
下
）」   

　
　

 　

な
お
、「
郢
曲
」
と
は
、
ふ
つ
う
神
楽
歌
、
催
馬
楽
、
朗
詠
を
ま
と
め
て
い
う
が
、

益
軒
は
こ
の
言
葉
を
朗
詠
に
限
っ
て
使
っ
て
い
る
。『
音
楽
紀
聞
』
で
は
、「
神
楽

歌
曲
」、た
と
え
ば
「
榊
」
や
「
閑
韓
神
」「
早
韓
神
」
な
ど
は
郢
曲
と
は
別
に
分
類
し
、

郢
曲
に
つ
い
て
は
「
四
首
の
外
、
今
は
伝
は
ら
ず
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
64
） 　

鈴
木
敏
夫
に
よ
れ
ば
「
十
八
世
紀
に
入
り
、
養
生
書
は
し
だ
い
に
日
本
的
な
内

84
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容
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
運
動
―
導
引
に
加
え
て
在
来
の
各

種
武
芸
・
舞
踏
遊
戯
な
ど
が
付
加
さ
れ
る
。」
と
あ
る
（「
江
戸
時
代
に
お
け
る

養
生
書
の
研
究
」『
北
海
道
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
二
号
、
一
九
七
三
年
、

四
一
一
│
四
二
四
頁
、
所
収
）。
益
軒
が
提
唱
し
た
こ
の
舞
踏
の
養
生
的
効
果
に
つ

い
て
は
、
一
八
三
一
年
、
八
隅
景
山
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
養
生
書
『
養
生
一
言
草
』

に
「
人
の
上
に
は
舞
踊
よ
り
楽
し
み
は
な
し
、抑
々
此
業
は
心
と
腹
と
腰
と
を
定
め
、

意
気
四
支
に
わ
た
り
、
且
つ
音
声
清
う
し
て
、
呼
吸
自
ら
安
寧
な
る
べ
し
。
故
に

老
若
共
に
、
音
声
を
発
す
る
に
は
此
舞
踊
は
能
養
生
な
り
」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

江
戸
後
期
の
養
生
家
た
ち
に
も
引
き
継
い
で
語
ら
れ
た
。

（
65
）　 『
養
生
訓
』、『
全
集
』
三
＝
五
〇
一
下
。

（
66
）　 『
慎
思
録
』、『
全
集
』
一
＝
九
〇
八
上
。

付
記

　

本
稿
は
、
広
島
芸
術
学
会
第
二
十
一
回
大
会
（
二
〇
〇
七
年
七
月
二
十
八
日
）
で
行
っ

た
口
頭
発
表
（「
日
本
近
世
に
お
け
る
「
養
生
」
思
想
に
つ
い
て
―
貝
原
益
軒
『
養
生
訓
』

を
中
心
に
」）
に
基
づ
き
な
が
ら
、
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
ふ
く
み
つ
・
ゆ
う　

広
島
大
学
・
大
学
院
総
合
科
学
研
究
科
・
博
士
課
程
）




