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｢養生訓｣ってどんな本

今
日
は

石
川

謙
先
生

校
訂
の

「
養

生

訓
」

を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う

養
生
訓

八
巻

医
師
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

広
く
一
般
庶
民
を
対
象
と
し
て
、
生
活
の
心

得
を
平
易
に
説
い
た
も
の

第
一
巻

総
論

上

第
二
巻

総
論

下

第
三
巻

飲
食

上

第
四
巻

飲
食

下

飲
酒

飲
茶

煙
草
附

愼
色
慾

第
五
巻

五
官

二
便

洗
浴

第
六
巻

慎
病

択
医

第
七
巻

用
藥

第
八
巻

養
老

育
幼

鍼

灸
法
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巻
一

総
論

上

「
天
地
・
父
母
の
一
環
と
し
て
の
こ
の
身
。
人
身

は
貴
く
し
て
天
下
四
海
に
も
か
え
が
た
し
」

人
の
身
は
父
母
を
本
と
し
、
天
地
を
初
と
す
。
天

地
父
母
の
め
ぐ
み
を
う
け
て
生
れ
、
又
養
は
れ
た
る

わ
が
身
な
れ
ば
、
わ
が
私
の
物
に
あ
ら
ず
。
天
地
の

み
た
ま
も
の(

御
賜
物)

、
父
母
の
残
せ
る
身
な
れ
ば
、

つ
つ
し
ん
で
よ
く
養
ひ
て
、
そ
こ
な
ひ
や
ぶ
ら
ず
、

天
年
を
長
く
た
も
つ
べ
し
。
是
天
地
父
母
に
つ
か
へ

奉
る
孝
の
本
也
。
身
を
失
ひ
て
は
、
仕
ふ
べ
き
や
う

な
し
。
わ
が
身
の
内
、
少
な
る
皮
は
だ
へ(

皮
膚)

、

髪
の
毛
だ
に
も
、
父
母
に
う
け
た
れ
ば
、
み
だ
り
に

そ
こ
な
ひ
や
ぶ
る
は
不
孝
な
り
。
況(

ん
や)

大
な
る

身
命
を
、
わ
が
私
の
物
と
し
て
慎
ま
ず
、
飲
食
・
色

慾
を
恣
に
し
、
元
気
を
そ
こ
な
ひ
病
を
求
め
、
生
付

た
る
天
年
を
短
く
し
て
、
早
く
身
命
を
失
ふ
事
、
天

地
父
母
へ
不
孝
の
い
た
り
、
愚
な
る
哉
。
人
と
な
り

て
此
世
に
生
き
て
は
、
ひ
と
へ
に
父
母
天
地
に
孝
を

つ
く
し
、
人
倫
の
道
を
行
な
ひ
、

後
記

右
に
し
る
せ
る
所
は
、
古
人
の
言
を
や
は
ら

げ
、
古
人
の
意
を
う
け
て
、
お
し
ひ
ろ
め
し
也
。

又
先
輩
に
き
け
る
所
多
し
。
み
づ
か
ら
試
み
、

し
る
し
あ
る
事
は
、
臆
説
と
い
へ
ど
も
し
る
し

侍
り
ぬ
、
是
養
生
の
大
意
な
り
。
其
条
目
の
詳

な
る
事
は
、
説
つ
く
し
が
た
し
。
保
養
の
道
に

志
あ
ら
ん
人
は
、
多
く
古
人
の
書
を
よ
ん
で
し

る
べ
し
。
大
意
通
じ
て
も
、
条
目
の
詳
な
る
事

を
し
ら
ざ
れ
ば
、
其
道
を
尽
し
が
た
し
。
愚
生
、

昔
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
。
養
生
に
志
あ
ら
ん
人
は
、

考
が
へ
見
給
ふ
べ
し
。
こ
こ
に
し
る
せ
し
は
、

其
要
を
と
れ
る
也
。八

十
四
翁

貝
原
篤
信
書

正
徳
三
癸
巳
年
正
月
吉
日

永
田
調
兵
衛
版
行

「
養
生
の
術
を
行
な
う
こ
と
の
効
果
」

万
の
事
つ
と
め
て
や
ま
ざ
れ
ば
、
必(
ず)

し
る
し(

験)

あ
り
。
た
と
へ
ば
、
春
た
ね
を

ま
き
て
夏
よ
く
養
へ
ば
、
必(

ず)

秋
あ
り
て
、

な
り
は
ひ
多
き
が
如
し
。
も
し
養
生
の
術
を

つ
と
め
ま
な
む
で
、
久
し
く
行
は
ば
、
身
つ

よ
く
病
な
く
し
て
、
天
年
を
た
も
ち
、
長
生

を
得
て
、
久
し
く
楽
ま
ん
事
、
必
然
の
し
る

し
あ
る
べ
し
。
此
理
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。

義
理
に
し
た
が
ひ
て
、
な
る
べ
き
程
は
寿
福
を
う
け
、

久
し
く
世
に
な
が
ら
へ
て
、
喜
び
楽
み
を
な
さ
ん
事
、

誠
に
人
の
各
願
ふ
処
な
ら
ず
や
。
如
此
な
ら
む
事
を

ね
が
は
ば
、
先
右
の
道
を
か
う
が(

考)

へ
、
養
生

の
術
を
ま
な
ん
で
、
よ
く
わ
が
身
を
た
も
つ
べ
し
。

是
人
生
第
一
の
大
事
な
り
。
人
身
は
至
り
て
貴
と
く

お
も
く
し
て
、
天
下
四
海
に
も
か
へ
が
た
き
物
に
あ

ら
ず
や
。
然
る
に
こ
れ
を
養
な
ふ
術
を
し
ら
ず
、
慾

を
恣
に
し
て
、
身
を
亡
ぼ
し
命
を
う
し
な
ふ
事
、
愚

な
る
至
り
也
。
身
命
と
私
慾
と
の
軽
重
を
よ
く
お
も

ん
ば
か
り
て
、
日
々
に
一
日
を
慎
し
み
、
私
慾
の
危

を
お
そ
る
る
事
、
深
き
淵
に
の
ぞ
む
が
如
く
、
薄
き

氷
を
ふ
む
が
如
く
な
ら
ば
、
命
な
が
く
し
て
、
つ
い

に
殃
な
か
る
べ
し
。
豈
楽
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。
命
み

じ
か
け
れ
ば
、
天
下
四
海
の
富
を
得
て
も
益
な
し
。

財
の
山
を
前
に
つ
ん
で
も
用
な
し
。
然
れ
ば
、
道
に

し
た
が
ひ
身
を
た
も
ち
て
、
長
命
な
る
ほ
ど
大
な
る

福
な
し
。
故
に
寿
き
は
、
尚
書
に
、
五
福
の
第
一
と

す
。
是
万
福
の
根
本
な
り
。
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「
内
慾
を
お
さ
え
外
邪
を
ふ
せ
ぐ
」

養
生
の
術
は
、
先
わ
が
身
を
そ
こ
な
ふ
物

を
去
べ
し
。
身
を
そ
こ
な
ふ
物
は
、
内
慾
と

外
邪
と
な
り
。
内
慾
と
は
、
飲
食
の
慾
、
好

色
の
慾
、
睡
の
慾
、
言
語
を
ほ
し
ゐ
ま
ま
に

す
る
の
慾
と
、
喜
・
怒
・
憂
・
思
・
悲
・

恐
・
驚
の
七
情
の
慾
を
云
。
外
邪
と
は
天
の

四
気
な
り
。
風
・
寒
・
暑
・
湿
を
云
。
内
慾

を
こ
ら
ゑ
て
、
す
く
な
く
し
、
外
邪
を
お
そ

れ
て
ふ
せ
ぐ
。
是
を
以(

て)

元
気
を
そ
こ
な

は
ず
、
病
な
く
し
て
天
年
を
永
く
た
も
つ
べ

し
。

「
養
生
の
術
を
早
く
よ
り
継
続
し
て
つ
と
め

よ
」園

に
草
木
を
う
へ
て
愛
す
る
人
は
、
朝
夕

心
に
か
け
て
、
水
を
そ
そ
ぎ
土
を
か
ひ
、
肥

を
し
、
虫
を
去
て
、
よ
く
養
な
ひ
、
其
さ
か

へ
を
悦
び
、
衰
へ
を
う
れ
ふ
。
草
木
は
至
り

て
か
ろ(

軽)

し
。
わ
が
身
は
至
り
て
重
し
。

豈
、
わ
が
身
を
愛
す
る
事
、
草
木
に
も
し
か

ざ
る
べ
き
や
。
思
は
ざ
る
事
甚
し
。
夫
養
生

の
術
を
し
り
て
行
な
ふ
事
、
天
地
父
母
に
つ

か
へ
て
孝
を
な
し
、
次
に
は
わ
が
身
、
長
生

安
楽
の
た
め
な
れ
ば
、
不
急
な
る
つ
と
め
は

先
さ
し
置
て
、
わ
か
き
時
よ
り
、
は
や
く
此

術
を
ま
な
ぶ
べ
し
。
身
を
慎
み
生
を
養
ふ
は
、

是
人
間
第
一
の
お
も
く
す
べ
き
事
の
至
也
。

「
不
養
生
は
な
し
く
ず
し
の
自
殺
行
為
」

凡(

て)

の
人
、
生
れ
付
た
る
天
年
は
、
お

ほ
く
は
長
し
。
天
年
を
み
じ
か
く
生
れ
付
た

る
人
は
ま
れ
な
り
。
生
れ
付
た
る
元
気
さ
か

ん
に
し
て
、
身
つ
よ
き
人
も
、
養
生
の
術
を

し
ら
ず
、
朝
夕
元
気
を
そ
こ
な
ひ
、
日
夜
精

力
を
へ
ら
せ
ば
、
生
れ
付
た
る
其
年
を
た
も

た
ず
し
て
、
早
世
す
る
人
、
世
に
多
し
。
又
、

天
性
は
甚(

だ)

虚
弱
に
し
て
多
病
な
れ
ど
、

多
病
な
る
故
に
、
つ
つ
し
み
お
そ
れ
て
保
養

す
れ
ば
、
か
へ
つ
て
長
生
す
る
人
、
是
又
、

世
に
あ
り
。
此
二
つ
は
、
世
間
眼
前
に
多
く

見
る
所
な
れ
ば
、
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。
慾

を
恣
に
し
て
身
を
う
し
な
ふ
は
、
た
と
へ
ば

刀
を
以
て
自
害
す
る
に
同
じ
。
早
き
と
お
そ

き
と
の
か
は
り
は
あ
れ
ど
、
身
を
害
す
る
事

は
同
じ

「
内
慾
を
つ
つ
し
む
具
体
的
条
件
」

凡(

そ)

養
生
の
道
は
、
内
慾
を
こ
ら
ゆ
る
を
以(

て)

本
と
す
。
本
を
つ
と
む
れ
ば
、
元
気
つ
よ
く
し
て
外
邪

お
か
さ
ず
。
内
欲
を
つ
つ
し
ま
ず
し
て
、
元
気
よ
は
け

れ
ぽ
、
外
邪
に
や
ぶ
れ
や
す
く
し
て
、
大
病
と
な
り
天

命
を
た
も
た
ず
。
内
慾
を
こ
ら
ゆ
る
に
、
其
大
な
る
条

目
は
、
飲
食
を
よ
き
ほ
ど
に
し
て
過
さ
ず
。
脾
胃
を
や

ぶ
り
病
を
発
す
る
物
を
く
ら
は
ず
。
色
慾
を
つ
つ
し
み

て
精
気
を
お
し
み
、
時
な
ら
ず
し
て
臥
さ
ず
・
久
し
く

睡
る
事
を
い
ま
し
め
、
久
し
く
安
坐
せ
ず
、
時
々
身
を

う
こ
か
し
て
、
気
を
め
ぐ
ら
す
べ
し
。
こ
と
に
食
後
に

は
、
必(

ず)

数
百
歩
、
歩
行
す
べ
し
。
も
し
久
し
く
安

坐
し
、
又
、
食
後
に
穏
坐
し
、
ひ
る
い
ね
、
食
気
い
ま

だ
消
化
せ
ざ
る
に
、
早
く
ふ
し
ね
ぶ
れ
ば
、
滞
り
て
病

を
生
じ
、
久
し
き
を
つ
め
ば
、
元
気
発
生
せ
ず
し
て
、

よ
は
く
な
る
。
常
に
元
気
を
へ
ら
す
事
を
お
し
み
て
、

言
語
を
す
く
な
く
し
、
七
情
を
よ
き
ほ
ど
に
し
、
七
情

の
内
に
て
取
わ
き
、
い
か
り
、
か
な
し
み
、
う
れ
ひ
、

思
ひ
、
を
す
く
な
く
す
べ
し
。
慾
を
お
さ
え
、
心
を
平

に
し
、
気
を
和
に
し
て
あ
ら
く
せ
ず
、
し
づ
か
に
し
て

さ
は
が
し
か
ら
ず
、
心
は
つ
ね
に
和
楽
な
る
べ
し
。
憂

ひ
苦
む
べ
か
ら
ず
。
是
皆
、
内
慾
を
こ
ら
え
て
元
気
を

養
な
ふ
道
也
。
又
、
風
寒
暑
湿
の
外
邪
を
ふ
せ
ぎ
て
や

ぶ
ら
れ
ず
、
此
内
外
の
数
の
慎
は
、
養
生
の
大
な
る
条

目
な
り
。
是
を
よ
く
慎
し
み
守
る
べ
し
。
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外
物
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
身
な
が
ら
、
外
物

に
よ
っ
て
侵
さ
れ
る
な

養
生
の
術
の
第
一
は
心
気
を
養
う
こ
と
で
あ

る耳
目
口
体
の
慾
を
抑
え
よ

四
つ
の
外
邪
を
防
ぐ
途
は
要
慎

養
生
の
要
訣
は
畏
の
一
字

養
生
を
害
す
る
も
の─

過
度
と
安
逸

心
は
静
か
に
し
、
身
は
い
そ
が
し
く
せ
よ

治
療
の
術
を
頼
む
よ
り
も
、
病
に
か
ら
ぬ
要

慎
を
せ
よ

人
の
命
は
我
に
あ
り
、
天
に
あ
ら
ず
。
と
老

子
い
へ
り
。
人
の
命
は
、
も
と
よ
り
天
に
う
け

て
生
れ
付
た
れ
ど
も
、
養
生
よ
く
す
れ
ば
長
し
。

養
生
せ
ざ
れ
ば
短
か
し
。
然
れ
ば
長
命
な
ら
ん

も
、
短
命
な
ら
む
も
、
我
心
の
ま
ま
な
り
。
身

つ
よ
く
長
命
に
生
れ
付
た
る
人
も
、
養
生
の
術

な
け
れ
ば
早
世
す
。
虚
弱
に
て
短
命
な
る
べ
き

と
見
ゆ
る
人
も
、
保
養
よ
く
す
れ
ば
命
長
し
。

是
皆
、
人
の
し
わ
ざ
な
れ
ば
、
天
に
あ
ら
ず
と

い
へ
り
。
も
し
す
ぐ
れ
て
天
年
み
じ
か
く
生
れ

付
た
る
事
、
顔
子
な
ど
の
ご
と
く
な
る
人
に
あ

ら
ず
む
ば
、
わ
が
養
の
ち
か
ら
に
よ
り
て
、
長

生
す
る
理
也
。
た
と
へ
ば
、
火
を
う
づ
み
て
炉

中
に
養
へ
ば
久
し
く
き
え
ず
。
風
吹
く
所
に
あ

ら
は
し
お
け
ば
、
た
ち
ま
ち
き
ゆ
。
蜜
橘
を
あ

ら
は
に
お
け
ば
、
と
し
の
内
を
も
た
も
た
ず
、

も
し
ふ
か
く
か
く
し
、
よ
く
養
な
へ
ば
、
夏
ま

で
た
も
つ
が
ご
と
し
。

「
人
の
命
は
我
に
あ
り
、
天
に
あ
ら
ず
」

四
民
と
も
に
家
業
を
よ
く
勤
め
る
が
養
生
の

術養
生
の
術
は
学
ば
な
け
れ
ば
得
ら
れ
ぬ

家
業
精
励
の
中
に
養
生
が
あ
る

常
時
に
養
生
す
る
は
一
旦
緩
急
の
際
に
勇
戦

す
る
た
め
で
あ
る

睡
眠
時
間
を
短
く
せ
よ

言
葉
を
少
く
す
る
こ
と
の
効
用
に
つ
い
て
の

医
学
的
意
味

小
さ
い
不
養
生
か
ら
大
病
を
引
き
お
こ
す

命
の
長
短
は
、
養
生
す
る
と
、
し
な
い
と
に

よ
っ
て
決
ま
る

薬
・
針
灸
な
ど
を
用
い
ず
、
養
生
の
途
を

守
っ
て
健
康
を
保
て

運
動
し
て
健
康
を
増
進
し
て
お
く
こ
と

人
生
は
百
歳
を
以
て
上
寿
と
す
る

真
に
人
生
を
味
う
に
は
長
生
が
必
要

内
敵
に
克
つ
に
は
勇
、
外
敵
に
勝
つ
に
は
畏

元
気
を
保
つ
道
二
つ
。
元
気
を
害
す
る
も
の

を
去
る
、
元
気
を
養
う

人
生
の
三
楽─

心
に
疚
し
い
と
こ
ろ
が
な
い
、

健
康
、
長
寿

天
寿
を
全
う
せ
よ
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朝
の
行
事
と
食
後
の
養
生
法

静
か
に
労
動
せ
よ

怠
ら
ず
労
動
す
る
の
が
養
生
の
途

臥
し
て
寝
る
時
間
と
回
数
と
を
少
く
せ
よ

昼
寝
と
食
後
の
臥
寝
と
を
避
け
よ

何
物
を
も
恃
ん
で
は
な
ら
ぬ

小
慾
を
貧
り
て
大
切
な
体
を
破
る
は
愚

心
を
安
ら
か
に
し
身
を
労
せ
し
め
よ

巻
二

総
論

下

富
貴
は
求
め
て
得
ら
れ
ぬ
場
合
が
あ
る
。
健

康
長
命
は
求
め
れ
ば
得
ら
れ
る

血
気
流
行
し
て
滞
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
が
養
生

の
途

心
に
主
た
る
も
の
あ
る
べ
し

忍
ぶ
、
が
養
生
の
要
諦

未
病
を
治
す
る
の
法

用
心
は
臆
病
に
せ
よ

寡
慾
が
養
生
の
原
則

気
を
一
所
に
滞
ら
せ
て
は
な
ら
ぬ

養
生
法
の
要
項

養
生
の
道
、
多
く
い
ふ
事
を
用
ひ
ず
。
只

飲
食
を
す
く
な
く
し
、
病
を
た
す
く
る
物
を

く
ら
は
ず
、
色
慾
を
つ
つ
し
み
、
精
気
を
お

し
み
、
怒
・
哀
・
憂
・
思
を
過
さ
ず
。
心
を

平
に
し
て
気
を
和
ら
げ
、
言
を
す
く
な
く
し

て
無
用
の
事
を
は
ぶ
き
、
風
・
寒
・
暑
・
湿

の
外
邪
を
ふ
せ
ぎ
、
又
時
々
身
を
う
ご
か

し
・
歩
行
し
、
時
な
ら
ず
し
て
ね
ぶ
り
臥
す

事
な
く
、
食
気
を
め
ぐ
ら
す
べ
し
。
是
養
生

の
要
な
り
。

飲
食
は
身
を
養
い
、
臥
寝
は
気
を
養
う
も
の

で
あ
る
が
、
少
き
を
可
と
す
る

恣
な
れ
ば
短
命
、
忍
べ
ば
長
命

予
め
防
ぐ
こ
と
の
必
要

人
慾
を
ほ
し
い
ま
ま
に
楽
し
む
な

元
気
を
養
う
こ
と
を
努
め
よ

慎
し
み
は
長
寿
の
本

瞬
間
の
快
楽
を
求
め
る
な
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病
質
・
病
勢
に
応
じ
る
治
術
を
用
い
よ

善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ
と
も
習
い
性
と
な
る

わ
が
力
相
応
の
こ
と
を
せ
よ

若
い
時
か
ら
勉
め
て
元
気
を
養
え

気
を
費
す
の
み
吝
薔
で
あ
れ

自
ら
欺
く
こ
と
勿
れ

放
奔
な
欲
望
生
活
は
自
殺
行
為
で
あ
る

こ
と
の
十
分
を
求
め
る
な

養
生
の
効
果
を
真
に
知
れ
ば
、
養
生
せ
ず
に

は
居
ら
れ
ぬ

道
を
楽
し
む
者
は
命
長
し

貧
賎
に
居
て
、
貧
賎
を
楽
し
む

忍
は
養
生
の
要
領

胃
の
気
を
養
う

元
気
を
害
す
る
も
の

心
を
静
か
に
保
つ

つ
ば
き
を
吐
く
な

つ
ば
き
は
呑
む
べ
し
、
痰
は
吐
く
べ
し

七
情
の
統
制
と
養
生

七
情
は
喜
・
怒
・
哀
・
楽
・
愛
・
悪
・
慾

也
。

養
生
の
要
訣
と
し
て
の
十
二
少

養
生
の
要
訣
一
あ
り
。
要
訣
と
は
か
ん
よ

う
な
る
口
伝
也
。
養
生
に
志
あ
ら
ん
人
は
、

是
を
し
り
て
守
る
べ
し
。
其
要
訣
は
少
の
一

字
な
り
。
少
と
は
万
の
事
皆
す
く
な
く
し
て

多
く
せ
ざ
る
を
云
。

養
生
四
項

内
慾
を
す
く
な
く
し
、
外
邪
を
ふ
せ
ぎ
、

身
を
時
々
労
動
し
、
ね
ぶ
り
を
す
く
な
く
す
。

此
四
は
養
生
の
大
要
な
り
。

気
を
養
う
の
法

養
生
法
と
し
て
の
詠
歌
・
舞
踏

楽
し
み
を
失
わ
ざ
る
は
養
生
の
本

畏
・
慎
は
長
命
の
基

満
ち
足
る
こ
と
は
憂
い
の
始
ま
り

瞬
時
を
忍
ば
ず
し
て
一
生
を
誤
る

言
葉
を
少
く
せ
よ

元
気
を
保
つ
こ
と
と
め
ぐ
ら
す
こ
と

客
と
な
っ
て
滞
座
す
る
な

百
病
み
な
気
よ
り
生
ず
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修
養
の
五
宜

孫
真
人
が
曰
。
「
修
養
の
五
宜
あ
り
。
髪

は
多
く
け
づ
る
に
宜
し
。
手
は
面
に
あ
る
に

宜
し
。
歯
は
し
ば
し
ば
た
た
く
に
宜
し
。
津

は
常
に
の
む
に
宜
し
。
気
は
常
に
練
る
に
宜

し
。
練
る
と
は
、
さ
は
が
し
か
ら
ず
し
て
し

づ
か
な
る
也
」(

と)

。久
し
く
一
つ
状
態
を
続
け
る
は
不
可

養
生
の
四
要

養
生
の
四
要
は
、
暴
怒
を
さ
り
、
思
慮
を

す
く
な
く
し
、
言
語
を
す
く
な
く
し
、
嗜
慾

を
す
く
な
く
す
べ
し
。

四
損病

源
集
に
唐
椿
が
曰
、
「
四
損
は
、
遠
く

つ
ば
き
す
れ
ば
気
を
損
ず
。
多
く
ね
ぶ
れ
ば

神
を
損
ず
。
多
く
汗
す
れ
ば
血
を
損
ず
。
疾

行
け
ば
筋
を
損
ず
」

養
生
の
四
寡

お
も
ひ
を
す
く
な
く
し
て
神
を
養
ひ
、
慾

す
く
な
く
し
て
精
を
養
ひ
、
飲
食
を
す
く
な

く
し
て
胃
を
養
ひ
、
言
を
す
く
な
く
し
て
気

を
養
ふ
べ
し
。
是
養
生
の
四
寡
な
り
。

摂
生
の
七
養

攝
生
の
七
養
あ
り
。
是
を
守
る
べ
し
。
一

に
は
言
を
す
く
な
く
し
て
内
気
を
養
な
ふ
。

二
に
は
色
慾
を
戒
め
て
精
気
を
養
な
ふ
。
三

に
は
滋
味
を
薄
く
し
て
血
気
を
養
ふ
。
四
に

は
津
液
を
の
ん
で
臓
気
を
養
ふ
。
五
に
は
怒

を
お
さ
え
て
肝
気
を
養
ふ
。
六
に
は
飲
食
を

節
に
し
て
胃
気
を
養
ふ
。
七
に
は
思
慮
を
す

く
な
く
し
て
心
気
を
養
ふ
。
是
寿
親
養
老
補

遺
に
出
た
り
。

元
気
は
生
命
の
本
、
飲
食
は
生
命
の
養
い

病
い
は
口
よ
り
入
る

聖
人
の
飲
食
の
法

飲
食
と
も
控
え
目
に
せ
よ

飽
食
を
さ
け
よ

五
味
偏
勝
は
不
可

身
を
養
う
に
益
あ
る
も
の
を
選
べ

深
更
に
夜
食
し
て
は
な
ら
ぬ

飲
食
は
七
・
八
分
程
度
で
や
め
よ

巻
三

飲
食

上

老
人
の
痰

呼
吸
は
人
の
生
気
呼
吸
の
仕
方

ゆ
る
や
か
に
呼
吸
せ
よ

調
息
の
法

心
の
養
生
と
身
の
養
生
と
は
一
体

夜
ふ
か
し
を
避
け
よ

居
室
を
清
潔
に
せ
よ
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五
に
は
上
古
の
時
を
思
ふ
べ
し
。
上
古
に
は

五
穀
な
く
し
て
、
草
木
の
実
と
根
葉
を
食
し
て

飢
を
ま
ぬ
が
る
。
其
後
、
五
穀
出
来
て
も
、
い

ま
だ
火
食
を
し
ら
ず
。
釜
・
甑
な
く
し
て
煮
食

せ
ず
、
生
に
て
か
み
食
は
ば
、
味
な
く
腸
胃
を

そ
こ
な
ふ
べ
し
。
今
白
飯
を
や
は
ら
か
に
煮
て
、

ほ
し
ゐ
ま
ま
に
食
し
、
又
あ
つ
も
の
あ
り
、
飣

あ
り
て
、
朝
夕
食
に
あ
け
り
。
且
酒
醴
あ
り
て

心
を
楽
し
ま
し
め
、
気
血
を
助
く
。

さ
れ
ば
朝
夕
食
す
る
ご
と
に
、
此
五
思
の
内
、

一
二
な
り
と
も
、
か
は
る
が
は
る
思
ひ
め
ぐ
ら

し
忘
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ば
日
々
に
楽
も
亦
其

中
に
有
べ
し
。
是
愚
が
臆
説
な
り
。
妄
に
こ
こ

に
記
す
。
僧
家
に
は
食
事
の
五
観
あ
り
。
是
に

同
じ
か
ら
ず
。

老
人
は
特
に
飲
食
の
量
を
つ
つ
し
め

交
友
の
宴
に
も
控
え
目
に
飲
食
せ
よ

中
年
以
後
、
食
量
を
減
ぜ
よ

食
す
る
時
、
五
思
あ
り
。

一
に
は
、
此
食
の
来
る
所
を
思
ひ
や
る
べ
し
。
幼

く
し
て
は
父
の
養
を
う
け
、
年
長
じ
て
は
君
恩
に
よ

れ
り
。
是
を
思
て
忘
る
べ
か
ら
ず
。
或(

は)

君
父
な

ら
ず
し
て
、
兄
弟
・
親
族
・
他
人
の
養
を
う
く
る
事

あ
り
。
是
又
其
食
の
来
る
所
を
思
ひ
て
、
其
め
ぐ
み

忘
る
べ
か
ら
ず
。
農
工
商
の
わ
が
ち
か
ら(

力)

に
は

む
者
も
、
其
国
恩
を
思
ふ
べ
し
。

二
に
は
、
此
食
も
と
農
夫
勤
労
し
て
作
り
出
せ
し

苦
み
を
思
ひ
や
る
べ
し
。
わ
す
る
べ
か
ら
ず
。
み
づ

か
ら
耕
さ
ず
、
安
楽
に
て
居
な
が
ら
、
其
養
を
う
く
。

其
楽
を
楽
し
む
べ
し
。

三
に
は
、
わ
れ
才
徳
・
行
義
な
く
、
君
を
助
け
、

民
を
治
む
る
功
な
く
し
て
、
此
美
味
の
養
を
う
く
る

事
、
幸
甚
し
。

四
に
は
、
世
に
わ
れ
よ
り
貧
し
き
人
多
し
。
糟
糠

(

カ
ス
ト
ヌ
カ)

の
食
に
も
あ
く
事
な
し
。
或(

は)

う

え
て
死
す
る
者
あ
り
。
わ
れ
は
嘉
穀
を
あ
く
ま
で
く

ら
ひ
、
飢
餓
の
憂
な
し
。
是
大
な
る
幸
に
あ
ら
ず
や
。

食
す
る
時
の
五
思…

益
軒
の
創
め
た
説

飲
酒
の
量
に
よ
っ
て
、
薬
と
も
毒
と
も
な
る

多
飲
を
戒
し
む

酒
は
朝
夕
の
飯
後
に
飲
む
が
よ
い

客
に
酒
を
強
い
て
は
な
ら
ぬ

長
命
は
酒
を
飲
ま
ぬ
人
に
多
い

飲
酒

飲
茶

煙
草
附

養
生
か
ら
見
た
茶
の
効
用
と
害

茶
の
人
体
に
及
ぼ
す
作
用

煙
草
は
害
が
多
い

朝
食
と
晩
食
と
の
関
係

新
鮮
な
品
を
用
い
よ

多
飲
・
多
食
は
夭
死
の
基

古
今
医
統
に
、
「
百
病
の
横
夭
は
、
多
く

飲
食
に
よ
る
。
飲
食
の
患
は
、
色
慾
に
過
た

り
」
と
い
へ
り
。
色
慾
は
猶
も
総
べ
し
。
飲

食
は
・
半
日
も
た
つ
べ
か
ら
ず
・
故(

に)

飲

食
の
た
め
に
や
ぶ
ら
る
る
事
多
し
。
食
多
け

れ
ば
積
聚
と
な
り
、
飲
多
け
れ
ば
痰
癖
と
な

る
。

食
養
生

い
に
し
へ
、
も
ろ
こ
し
に
食
医
の
官
あ
り
。

食
養
に
よ
つ
て
百
病
を
治
す
と
云
。
今
と
て

も
、
食
養
な
く
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
殊

(

に)

老
人
は
脾
胃
よ
は
し
、
尤(

も)

食
養
宜

し
か
る
べ
し
。
薬
を
用
る
は
、
や
む
事
を
得

ざ
る
時
の
事
也
。

巻
四

飲
食

下
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五
官
は
心
の
家
臣

居
室
は
南
向
き
が
よ
い

東
枕
に
し
て
寝
る
こ
と

居
室
も
家
具
も
質
素
に
し
て
、
心
の
安
静
を

は
か
る
が
よ
い

臥
し
寝
る
時
の
姿
勢

寝
る
姿
勢
と
衛
生

灯
を
消
し
、
口
を
閉
じ
て
寝
よ

寝
る
前
に
塩
茶
で
う
が
い
を
せ
よ

巻
五

五
官

色
慾
を
恣
に
す
れ
ば
短
命
に
終
わ
る

若
き
時
特
に
情
慾
を
つ
つ
し
め

二
十
歳
以
前
は
交
接
せ
ぬ
が
よ
い

房
事
を
忌
む
場
所
と
時
期

小
便
を
し
の
ん
で
房
事
を
し
て
は
な
ら
ぬ

懐
胎
し
て
の
ち
交
合
し
て
は
な
ら
ぬ

慎
色
慾

二
便

洗
浴

二
便
と
も
催
さ
ば
早
く
通
ぜ
よ

大
便
秘
結
す
る
場
合
の
措
置

日
月
・
神
廟
に
向
か
っ
て
大
小
便
を
す
る
な

湯
浴
は
十
日
に
一
度
、
行
水
は
、
し
ば
し
ば

せ
よ

沐
浴
の
回
数

温
湯
に
、
短
時
間
、
入
浴
せ
よ

熱
す
ぎ
ぬ
温
湯
で
浴
す
る
が
よ
い

下
痢
・
腹
痛
を
治
め
る
に
温
浴
は
有
効

入
浴
後
は
、
風
に
あ
た
ら
ぬ
よ
う
に
せ
よ

経
水
の
時
、
頭
を
洗
っ
て
は
な
ら
な
い

用
の
な
い
時
は
、
軽
く
目
を
と
じ
て
い
る

厚
く
着
、
熱
い
火
に
あ
た
り
、
熱
い
湯
を
浴

し
て
は
な
ら
ぬ

久
し
く
坐
し
て
、
し
び
れ
の
き
れ
ぬ
法

薄
着
で
風
寒
に
あ
っ
た
際
の
心
得

四
十
歳
以
上
は
眼
鏡
を
用
い
よ

朝
の
衛
生
行
事…

…

益
軒
、
八
十
三
歳
で
目

と
歯
と
が
丈
夫

堅
い
も
の
を
食
し
て
は
な
ら
な
い

牙
杖
の
用
か
た

臥
床
の
中
で
風
に
あ
た
ら
ぬ
よ
う
に
せ
よ
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中
風
は
下
戸
に
少
く
、
上
戸
に
多
い

夏
は
食
事
を
控
え
め
に
し
、
生
冷
を
求
め
な

い
よ
う
に
努
め
よ

秋
は
風
邪
に
お
か
さ
れ
ぬ
よ
う
用
心
せ
よ

冬
は
暖
を
と
り
す
ぎ
ぬ
よ
う
、
衣
服
に
も
暖

房
に
も
注
意
せ
よ

択
医

良
医
を
択
ん
で
体
を
托
せ
よ

才
能
と
技
術
と
仁
心
と
の
あ
る
も
の
が
医
を

志
す
べ
し
、
世
襲
は
不
可

儒
学
の
力
・
易
の
理
を
知
れ
ば
医
学
、
医
道

を
知
り
易
い

良
医
と
福
医
・
時
医

医
道
を
精
通
し
て
、
治
療
に
た
け
た
る
を
良

医
と
す
る

病
気
に
か
か
ら
ぬ
用
心
が
必
要

当
座
の
小
欲
の
た
め
に
気
を
招
い
て
は
な
ら
ぬ

病
や
や
癒
え
た
時
、
一
層
用
心
し
て
養
生
せ
よ

一
時
の
快
を
む
さ
ぼ
っ
て
は
な
ら
な
い

病
気
の
時
は
、
養
生
の
道
を
守
っ
て
、
し
ず
か

に
回
復
を
待
て

あ
せ
ら
ず
に
癒
ゆ
る
を
待
て

居
室
・
寝
室
に
つ
い
て
は
外
邪
、
特
に
湿
気
を

注
意
せ
よ

外
邪
を
防
が
ぬ
と
傷
寒
に
か
か
る

巻
六

慎
病

病
源
と
病
状
と
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
服
薬
し

て
は
な
ら
ぬ

薬
を
濫
用
す
る
な

良
医
が
薬
を
投
ず
る
の
法…

…

温
故
知
新

薬
補
は
食
補
に
し
か
ず

病
気
初
発
の
時
に
良
医
に
か
か
る
が
よ
い

衛
生
の
道
あ
り
て
、
長
生
の
薬
な
し

補
藥
服
用
中
の
養
生

薬
を
飲
む
法

服
薬
後
の
衛
生

薬
を
服
す
る
前
後
に
、
た
べ
て
な
ら
ぬ
品
々

香
の
衛
生
的
価
値

大
便
の
秘
結
し
た
時
の
療
法

巻
七

用
藥

君
子
医
と
小
人
医

医
者
と
な
っ
て
は
、
わ
が
利
養
を
忘
れ
て
、
治

病
に
専
念
せ
よ

医
師
は
医
術
の
工
夫
に
専
念
せ
よ

自
ら
医
術
を
心
得
て
、
医
の
良
庸
を
識
別
せ
よ

医
学
十
年
、
病
功
十
年
の
労
を
積
ん
で
良
医
と

な
る

俗
医
・
草
医
は
深
い
病
根
を
見
き
わ
め
な
い

医
師
た
る
も
の
の
本
分

庸
医
に
誤
ら
れ
て
死
ぬ
は
愚

博
き
と
精
し
き
と
は
、
医
を
学
ぶ
の
要
訣

国
字
の
医
書
の
み
で
は
、
深
く
医
学
の
原
理
を

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
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老
人
の
保
養

老
人
の
保
養
は
、
常
に
元
気
を
を
し
み
て
、

へ
ら
す
べ
か
ら
ず
。
気
息
を
静
か
に
し
て
、

あ
ら
く
す
べ
か
ら
ず
。
言
語
を
ゆ
る
や
か
に

し
て
早
く
せ
ず
。
言
す
く
な
く
し
、
起
居
・

行
歩
を
も
、
し
づ
か
に
す
べ
し
。
言
語
あ
ら

ら
か
に
、
口
ば
や
く
、
声
高
く
、
揚
言
す
べ

か
ら
ず
。
怒
な
く
、
う
れ
ひ
な
く
、
過
ぎ
去

た
る
人
の
過
を
、
と
が
む
べ
か
ら
ず
。
我
が

過
を
、
し
き
り
に
悔
ゆ
べ
か
ら
ず
。
人
の
無

礼
な
る
横
逆
を
、
い
か
り
う
ら
む
べ
か
ら
ず
。

是
皆
、
老
人
養
生
の
道
な
り
。
又
、
老
人
の

徳
行
の
つ
つ
し
み
な
り
。

老
人
を
淋
し
が
ら
せ
ぬ
よ
う
に
せ
よ

万
事
に
無
理
の
な
い
よ
う
に
せ
よ

七
十
歳
に
な
る
と
、
気
体
の
衰
え
、
顕
著

に
進
む

老
い
た
親
を
養
う
の
途

人
の
子
と
な
り
て
は
、
其
お
や
を
養
な
ふ
道
を

し
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
其
心
を
楽
し
ま

し
め
、
其
心
に
そ
む
か
ず
、
い
か
ら
し
め
ず
・

う
れ
へ
し
め
ず
・
其
時
寒
暑
に
し
た
が
ひ
、
其

居
室
と
其
寝
所
を
や
す
く
し
、
其
飲
食
を
味
よ

く
し
て
、
ま
こ
と
を
以
て
養
ふ
べ
し
。

老
人
を
養
う
こ
と
、
幼
児
を
養
う
が
如
く
せ

よ
年
老
い
て
は
、
心
静
か
な
ら
ん
こ
と
を
念
が

け
よ心

た
の
し
く
残
軀
を
養
え

老
い
て
慾
深
く
、
気
短
く
な
る
こ
と
を
、
親

は
反
省
し
、
子
は
注
意
し
て
奉
仕
せ
よ

巻
八

養
老

幾つまで生きれるか（年齢＋平均余命）
(2017 簡易生命表)

悪性新生物・心疾患・脳血管疾患を除去した場合の平均寿命の
延び 65歳 男 5.52 女 4.50 75歳 男 4.12 女3.69

三
分
の
飢
と
寒
と
の
中
で
育
て
よ

外
に
出
し
て
外
気
に
あ
た
ら
せ
よ

育

幼

心
の
興
奮
を
避
け
、
日
々
を
楽
し
く
暮
せ

老
人
は
心
を
収
め
て
、
事
を
少
く
せ
よ

老
い
て
は
小
食
を
旨
と
せ
よ

老
人
に
は
食
療
法
が
第
一

こ
わ
き
物
と
間
食
と
を
避
け
よ

日
々
を
心
た
の
し
く
暮
ら
せ

心
と
身
と
を
養
う
の
を
専
一
に
せ
よ

11 / 12



天年の目標は

私たちの最低目標が上寿です。

積極的に「養生」しましょう。

目指せ 「上寿」

あなたは幾つまで
生きる予定ですか

還暦・本卦帰り・下寿

古希

喜寿

傘寿・中寿

半寿

米寿

卒寿

白寿

上寿

茶寿

皇寿

センテナリアン
（centenarian）

健康寿命（2016 推計値）
男 72.14
女 74.79

ご清聴を感謝します。

有り難う御座います。

山 内 盛
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