
陰
陽
説
は
自
然
の
変
化
を
説
明
す
る
理
論
と
し
て
興
り
、
陰
陽
五
行

説
は
陰
陽
説
を
発
展
さ
せ
て
自
然
の
変
化
に
応
じ
た
為
政
を
説
く
政
治

思
想
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
れ
が
後
に
人
間
を
含
め
た
世
界
を
解

釈
す
る
公
式
へ
と
転
化
す
る
が
、
こ
の
転
化
に
関
つ
た
者
の
中
に
医
家

や
方
士
が
い
た
。
世
界
解
釈
の
公
式
と
し
て
の
地
位
を
漢
代
に
確
立
し

た
陰
陽
五
行
説
は
以
後
二
千
年
に
亘
っ
て
中
国
人
の
思
考
法
を
律
し
続

け
、
そ
の
影
響
は
日
本
・
韓
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
ま
で
及
ん
だ
。

こ
の
よ
う
な
陰
陽
五
行
説
は
当
初
の
関
り
以
降
、
中
国
伝
統
医
学
に
深

く
関
与
し
続
け
た
。
監
修
者
は
前
言
に
お
い
て
中
国
伝
統
医
学
に
対
す

る
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
と
も
に
陰
陽
五
行
説
の
見
直
し
を
提
唱
す

る
。
中
国
伝
統
医
学
の
歴
史
を
振
返
る
時
、
至
言
と
い
う
べ
き
で
あ
る

差
っ
。

本
書
は
第
１
章
陰
陽
五
行
説
誕
生
前
夜
、
第
２
章
陰
陽
論
の
発

生
と
展
開
、
第
３
章
五
行
説
の
発
生
と
そ
の
展
開
、
第
４
章
陰
陽

論
と
五
行
説
の
結
合
、
第
５
章
治
療
基
礎
理
論
と
し
て
の
五
行
説
、

第
６
章
五
行
説
の
鍼
灸
治
療
面
へ
の
影
響
、
第
７
章
五
行
説
と
色

体
表
、
第
８
章
陰
陽
五
行
説
の
各
界
へ
の
影
響
、
第
９
章
陰
陽
五

行
説
の
現
代
的
意
義
、
か
ら
成
る
。
大
別
す
る
と
、
陰
陽
五
行
説
一
般

を
主
と
す
る
第
１
～
３
章
お
よ
び
８
．
９
章
と
、
中
国
伝
統
医
学
に
お

け
る
陰
陽
五
行
説
を
主
と
す
る
第
４
～
７
章
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

ブ
（
》
０

根
本
幸
夫
他
著
『
陰
陽
五
行
説
・
そ
の
発
生
と
展
開
」

第
１
～
３
章
は
従
来
の
研
究
成
果
を
広
く
踏
ま
え
て
初
期
の
陰
陽
五

行
説
の
問
題
点
を
列
挙
し
論
及
す
る
。
著
者
に
と
っ
て
専
門
外
と
思
わ

れ
る
中
国
哲
学
・
中
国
思
想
の
領
域
で
は
あ
る
が
、
問
題
の
核
心
を
よ

く
捉
え
、
記
述
も
全
般
的
に
妥
当
で
あ
る
。
例
え
ば
従
来
は
あ
ま
り
取

り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
陰
陽
主
運
説
を
一
項
目
と
し
て
立
て
て
い
る
所

な
ど
に
著
者
の
こ
の
主
題
に
対
す
る
見
識
が
窺
わ
れ
る
（
陰
陽
主
運
説
の

内
容
に
つ
い
て
島
邦
男
氏
の
誤
り
の
あ
る
所
説
を
無
批
判
に
引
用
す
る
点
に

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
）
。

一
方
、
第
１
～
３
章
全
体
を
通
じ
て
中
国
古
典
を
扱
う
際
に
留
意
す

べ
き
基
本
的
配
慮
を
欠
く
点
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
第
１
章

冒
頭
の
「
中
国
に
お
け
る
最
も
古
い
神
は
「
書
経
』
に
よ
れ
ば
盤
古
で

あ
る
」
は
、
『
害
経
」
を
『
三
五
歴
記
」
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

正
確
な
典
拠
は
中
国
古
典
を
扱
う
場
合
に
最
重
要
視
さ
れ
る
案
件
で
あ

る
。

古
典
の
読
み
方
に
も
問
題
点
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
第
２
章
に
『
荘

子
」
天
下
篇
の
一
文
を
「
易
は
以
て
陰
陽
の
道
な
り
」
と
引
用
す
る
（
兜

い

み
ち
び

頁
）
。
こ
れ
は
「
陰
陽
を
道
う
」
或
は
「
陰
陽
を
道
く
」
と
読
む
べ
き
所

で
あ
り
、
『
易
」
と
陰
陽
の
関
係
を
論
ず
る
記
述
と
し
て
見
過
せ
な
い
誤

り
で
あ
る
。
紙
幅
の
制
約
上
そ
れ
ぞ
れ
一
例
を
挙
げ
る
に
止
め
る
が
、

典
拠
と
読
み
は
論
述
の
是
非
に
関
る
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
決
し
て
忽

に
す
べ
き
で
は
な
い
。
全
く
の
憶
測
だ
が
、
恐
ら
く
著
者
に
は
中
国
古

典
に
対
す
る
か
な
り
の
自
信
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
却
っ
て
災
い
し
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
後
の
著
作
に
お
い
て
は
慎
重
な
配
慮
が
望

ま
れ
る
。
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第
４
～
６
章
に
お
い
て
鍼
灸
部
門
が
中
心
と
な
る
傾
向
は
あ
る
も
の

の
、
湯
液
部
門
の
知
見
を
可
能
な
限
り
交
え
な
が
ら
中
国
伝
統
医
学
全

般
に
お
け
る
陰
陽
五
行
説
の
意
義
に
つ
い
て
論
述
し
よ
う
と
す
る
著
者

の
姿
勢
は
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
著
者
の
専
門
分
野
の
た
め
か
記

述
は
よ
り
詳
し
く
、
問
題
点
も
比
較
的
少
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
第

５
章
で
「
子
午
流
注
逐
日
按
時
定
穴
の
歌
」
の
作
者
を
南
斉
の
徐
文
伯

と
す
る
も
の
な
ど
に
や
は
り
典
拠
の
問
題
を
残
し
て
い
る
（
川
頁
）
。
ま

た
第
４
章
の
５
（
Ⅲ
～
川
頁
）
に
お
い
て
『
傷
寒
」
『
金
置
」
は
陰
陽
説

が
主
で
、
五
行
説
は
付
足
し
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
我

国
の
湯
液
家
に
多
く
見
ら
れ
る
見
解
で
も
あ
る
が
、
「
陰
陽
五
行
説
を
見

直
す
」
と
の
方
針
で
あ
る
な
ら
ば
多
少
と
も
異
な
る
視
点
か
ら
の
論
及

が
な
さ
れ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
漢
以
降
、
中
国
人

の
思
考
に
お
い
て
陰
陽
と
五
行
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
陰
陽
と

言
え
ば
文
字
面
で
の
有
無
を
問
わ
ず
必
ず
五
行
を
含
意
し
、
そ
の
逆
も

ま
た
然
り
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
本
書
に
は
な
い
が
、
「
傷
寒
」
『
金

置
」
の
五
行
的
記
述
は
後
世
の
寅
入
で
あ
る
と
す
る
説
は
陰
陽
五
行
思

想
史
的
に
は
成
立
に
困
難
を
伴
う
。
後
代
の
理
性
か
ら
見
る
と
陰
陽
五

行
説
に
は
理
解
し
難
い
部
分
が
確
か
に
存
在
す
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て

そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
は
性
急
に
過
ぎ
は
し
ま
い
か
。
五
行
的
記
述
が

存
在
す
る
こ
と
で
『
傷
寒
」
『
金
置
」
の
価
値
が
減
ず
る
こ
と
は
皆
無
で

あ
る
。
陰
陽
説
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
陰
陽
五
行
説
全
般
の
視
点
か

ら
「
傷
寒
」
『
金
置
』
の
理
解
が
必
要
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

些
か
本
稿
の
主
題
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
話
を
本
書
に
戻
せ

ば
、
上
述
の
よ
う
な
長
所
と
短
所
を
併
せ
持
っ
書
で
あ
る
こ
と
を
理
解

こ
れ
は
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
有
名
な
解
剖
害
（
通
称
野
ミ
ミ
）
の
彼

自
身
に
よ
る
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
（
通
称
恩
ミ
ミ
の
）
を
、
部
分
訳
し
た
本

で
あ
る
。
凡
例
に
は
、
英
訳
版
を
参
考
に
し
つ
つ
も
「
可
及
的
に
原
文

の
ラ
テ
ン
語
に
則
し
て
訳
し
た
」
と
あ
る
。
な
ぜ
副
題
に
敢
え
て
英
語

の
定
冠
詞
言
の
を
添
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
訳
者
は
日
本
歯
科
大
学
学

長
で
本
学
会
評
議
員
で
あ
る
。
昨
一
九
九
三
年
が
野
ミ
ミ
と
唇
予

ご
薯
尽
の
初
版
刊
行
四
五
○
周
年
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
記
念
し
、

ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
を
顕
彰
す
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
、
こ
の
訳
書
を
出

版
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
原
典
の
目
次
や
内
容
な
ど
も
紹
介
し
た
い
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
字
数
制
限
の
た
め
割
愛
し
、
以
下
、
こ
の
訳
書
を
忌

悼
な
く
批
評
さ
せ
て
戴
く
。

率
直
に
い
っ
て
、
本
書
に
は
初
歩
的
な
誤
訳
が
多
い
。
例
え
ば
、
「
瞼

の
靱
帯
」
（
一
四
頁
）
、
「
頭
の
気
管
」
二
一
頁
）
、
歯
は
上
下
と
も
「
た
い

し
て
読
む
な
ら
ば
、
陰
陽
五
行
説
に
関
す
る
概
説
書
と
し
て
中
国
伝
統

医
学
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
広
く
陰
陽
五
行
思
想
に
興
味
を
抱
く
人
々

に
と
っ
て
も
十
分
に
有
益
な
害
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

（
林
克
）
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