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貝
原
益
軒
と
言
え
ば
、
あ
の
土
用
の
丑
の
日
の
鰻
に
象
徴
さ
れ
る
「
俗
流
健
康
法
」
を
提
唱
し
た

『
養
生
訓
』
を
思
い
浮
か
べ
る
向
き
も
あ
ろ
う
。 

貝
原
益
軒
は
江
戸
時
代
前
期
の
本
草
学
者
（
今
で
い
う
薬
学
者
）
で
あ
る
。
筑
前
の
国
の
生
ま
れ

だ
。
益
軒
は
一
八
歳
か
ら
黒
田
藩
に
仕
え
た
。
途
中
七
年
の
浪
人
生
活
を
送
る
が
、
許
さ
れ
京
都
に

遊
学
。
朱
子
学
、
本
草
学
を
学
ぶ
。
そ
れ
ま
で
は
中
国
か
ら
伝
来
し
た
薬
草
を
和
名
に
換
え
る
こ
と

が
本
草
学
だ
っ
た
が
、
そ
れ
を
実
用
書
に
集
成
し
た
。
ま
た
、
『
黒
田
家け

譜ふ

』
や
『
筑
前
国
続
風
土

記
』
の
編
纂
に
も
尽
く
し
た
。
以
前
、
福
岡
に
い
た
頃
、
近
所
の
お
年
寄
り
か
ら
「
佐
賀
藩
と
の
境

界
線
問
題
」
を
解
決
し
た
の
は
貝
原
益
軒
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。 

 

益
軒
の
『
養
生
訓
』
を
は
じ
め
と
す
る
著
述
書
は
七
十
歳
で
引
退
し
て
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
だ
。

百
五
十
種
の
著
述
を
残
し
て
い
る
が
、
益
軒
の
益
軒
た
る
は
学
問
の
教
え
を
平
易
な
言
葉
で
民
衆
に

広
め
る
こ
と
に
注
力
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
学
問
を
実
用
的
に
一
般
大
衆
に
教
え
諭
す
こ

と
に
益
軒
の
神
髄
は
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
益
軒
の
ス
タ
イ
ル
な
の
だ
。 

た
と
え
ば
『
養
生
十
訓
』
に
「
耳
、
目
、
口
、
体
」
の
欲
を
我
慢
す
る
こ
と
と
い
っ
て
い
る
。
あ
の

横
井
也
有
の
『
健
康
十
訓
』
に
通
ず
る
も
の
で
、
少
肉
多
菜
、
少
塩

し
ょ
う
え
ん

多
酢

た

す

、
少
食
多
噛

し
ょ
う
し
ょ
く
た
ご
う

、
少
衣
多

浴
、
少
車
多
歩
、
少
憂
多
眠

し
ょ
う
ゆ
う
た
み
ん

、
少
言
多
行
、
少
欲
多
施

し
ょ
う
よ
く
た
せ

、
少
憤
多
笑

し
ょ
う
ふ
ん
た
し
ょ
う

な
ど
、
俗
人
（
非
医
療
者
）
、

庶
民
を
対
象
に
し
た
日
常
生
活
の
実
証
的
書
だ
。 

 

彼
が
最
晩
年
に
著
わ
し
た
も
の
に
『
慎
思
録
』
が
あ
る
。
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
人

生
経
験
を
踏
ま
え
て
道
徳
、
倫
理
に
及
ぶ
広
い
意
味
で
の
教
育
書
で
、
益
軒
語
録
の
集
大
成
だ
。
現

代
に
も
大
い
に
通
じ
る
。 

な
か
で
も
「
多
言

た

げ

ん

は
最
も
事
を
害
し
、
徳
を
敗
れ
る
」
ま
た
「
世
の
毀
誉

き

よ

は
、
お
う
お
う

理
こ
と
わ
り

に

中あ
た

ら
ざ
る
も
の
多
し
。
憂
喜
を
成
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
こ
れ
は
世
の
常
だ
。
最
後
に
こ
れ
を
。 

  

老
後
一
日
も
楽
し
ま
ず
し
て
空
し
く
過
ご
す
は
惜
し
む
べ
し
。
老
後
の
一
日
は 

 

千
金
に
中あ

た

る
べ
し
。 

 


