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「
慎
思
録
」
は
、
『
養
生
訓
」
を
出
版
し
た
年
益
軒
は
八
十
四
歳

で
あ
っ
た
が
そ
の
後
翌
年
の
益
軒
没
年
に
出
版
さ
れ
た
最
後
の
著

書
と
さ
れ
る
本
で
あ
り
、
内
容
は
益
軒
の
一
生
を
振
り
返
っ
て
の

反
省
と
社
会
の
一
員
と
し
て
の
人
間
の
道
徳
、
倫
理
を
示
し
た
も

の
で
、
日
本
医
師
会
倫
理
委
員
会
の
提
唱
す
る
医
道
五
省
と
等
し

く
医
師
の
日
常
の
座
右
銘
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
『
慎
思
録
」
第
一
章
に
は
、

人
生
ま
れ
て
学
ば
ざ
れ
ば
生
ま
れ
ざ
る
と
同
じ
。
学
び
て
道
を

知
ら
ざ
れ
ば
学
ば
ざ
る
と
同
じ
。
知
っ
て
行
う
能
わ
ざ
れ
ば
知
ら

ざ
る
と
同
じ
。
故
に
人
た
る
者
は
必
ず
学
ば
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
学

を
な
す
者
は
必
ず
道
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

第
二
章
に
は
、

道
を
知
る
も
の
は
必
ず
行
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
道
を
知
る
は
至

32

貝
原
益
軒
の
最
後
の
著
書
「
慎
思
録
」

つ
い
て

原
敬
二
郎 に

っ
て
難
し
。
古
よ
り
英
才
敦
厚
の
士
多
か
ら
ず
と
な
さ
ず
。
然
れ

ど
も
道
を
知
る
者
は
す
ぐ
な
し
。
学
問
思
弁
の
功
欠
く
可
か
ら
ざ

る
所
以
な
り
。

第
三
章
は
、

学
を
な
す
者
は
只
、
明
ら
か
に
善
悪
を
わ
き
ま
え
て
善
に
進
み

悪
を
や
め
ん
こ
と
を
求
む
る
の
み
。
も
し
か
く
の
如
か
ら
ず
ん
ば

則
ち
以
て
学
と
な
す
に
足
ら
ず
。
故
に
先
ず
そ
の
基
本
を
立
て
又

そ
の
禁
戒
を
守
る
べ
し
。
基
本
を
立
て
て
後
井
か
に
進
む
べ
し
。

禁
戒
行
わ
れ
て
後
、
悪
に
遠
ざ
か
る
べ
し
。

と
あ
る
。
尚
『
慎
思
録
」
に
は
興
味
あ
る
も
の
と
し
て
、

情
欲
の
萌
す
は
そ
の
初
め
甚
だ
微
な
り
。
故
に
こ
れ
を
制
す
る

や
易
し
。
従
来
陥
溺
の
久
し
き
そ
の
不
可
な
る
を
知
る
と
雄
も
し

か
も
こ
れ
に
克
っ
こ
と
能
わ
ず
。
故
に
こ
れ
を
小
に
制
せ
ざ
れ
ば

則
ち
そ
の
大
を
い
か
ん
と
も
し
難
し
。

と
あ
る
章
は
、
情
欲
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
き

て
い
る
現
代
の
イ
ン
テ
リ
に
対
す
る
警
鐘
で
あ
ろ
う
。
次
の
章
に

誉
む
る
者
は
或
は
そ
の
実
に
過
ぐ
。
破
る
者
は
或
は
そ
の
真
を

損
ず
。
こ
れ
衆
人
の
穀
誉
す
る
所
の
常
情
な
り
。
い
わ
ん
や
小
人

奴
隷
の
穀
誉
は
或
は
私
泥
旧
恩
あ
る
に
よ
り
或
は
私
怨
宿
対
あ
る
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に
よ
る
ｃ

こ
の
章
を
読
ん
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
医
事
紛
争
が
多
発
し
て

い
る
現
況
を
考
え
て
み
る
と
益
軒
の
云
う
よ
う
に
従
業
員
対
策
の

及
ん
で
い
な
い
或
は
不
公
平
な
経
営
者
の
姿
勢
に
よ
り
内
部
告
発

を
な
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
は

医
師
と
患
者
さ
ん
と
の
関
係
に
よ
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
イ
ン
フ
ォ

ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
不
足
や
不
充
分
に
よ
っ
て
こ
の
両
者
の
関

係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
現
代
に

も
通
じ
る
警
告
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

又
開
業
医
に
必
要
な
人
事
（
従
業
員
対
策
）
に
つ
い
て
は
、

人
各
々
能
あ
り
不
能
あ
り
。
長
と
す
る
所
あ
り
短
と
す
る
所
あ

り
。
明
者
の
人
を
用
う
る
や
。
そ
の
能
を
用
い
て
そ
の
不
能
を
つ

つ
し
む
。
そ
の
長
と
す
る
所
を
取
っ
て
そ
の
短
と
す
る
所
を
ゆ
る

す
。
尚
良
医
の
薬
を
用
い
、
良
匠
の
材
を
用
い
る
ご
と
し
。

要
す
る
に
適
材
適
所
と
云
う
こ
と
で
、
各
人
の
長
所
を
大
い
に

賞
め
て
や
り
、
短
所
は
寛
大
に
接
し
て
や
る
こ
と
が
大
事
で
、
あ

た
か
も
名
医
が
適
薬
を
用
い
て
人
命
を
救
い
、
適
材
を
適
所
に
用

う
る
と
同
じ
で
あ
り
、
従
業
員
も
長
所
を
う
ま
く
活
用
し
て
や
れ

ば
各
人
の
才
能
を
充
分
に
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
。

当
今
医
師
の
倫
理
性
の
低
下
が
各
方
面
で
叫
ば
れ
て
い
る
。
古

代
に
も
犬
医
者
と
云
は
れ
徳
川
将
軍
綱
吉
に
追
従
の
あ
ま
り
お
抱

え
犬
専
門
医
に
転
向
し
一
般
の
蜜
整
を
買
っ
た
医
師
も
存
在
し
た

が
、
大
半
の
医
師
は
貝
原
益
軒
や
こ
れ
も
福
岡
の
名
医
亀
井
南

冥
、
香
月
牛
山
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
医
師
と
し
て
と
同
時
に
儒
者

と
し
て
、
中
国
や
日
本
の
倫
理
道
徳
（
儒
学
）
を
充
分
勉
強
し
、

社
会
道
徳
の
模
範
者
と
し
て
の
教
養
を
併
せ
も
っ
た
医
師
で
あ
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
倫
理
観
の
確
立
し
た
医
師
は
道
徳

を
踏
み
外
し
て
、
世
間
の
指
弾
を
う
け
る
こ
と
も
な
く
、
市
民
か

ら
尊
敬
さ
れ
て
一
生
を
過
ご
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
医
師
会
の

提
唱
す
る
医
道
五
省
は
ま
さ
に
貝
原
益
軒
の
唱
え
る
「
慎
思
録
』

の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
と
云
え
る
。
現
在
の
日
本
の
医
師
に
と

っ
て
必
要
で
あ
り
、
緊
急
課
題
で
あ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
倫
理
観

の
確
立
で
は
な
い
か
と
痛
切
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
恵
光
会
原
病
院
）


