
 

「
陽
」
は
太
陽
・
陽

気
の
陽
、
「
関
」
は

か
ん
ぬ
き
・
関
門
の

意

味

で

す
。
陽

関

は
、
こ
の
ツ
ボ
の
場

所
か
ら
下
に
、
健
康

を
意
味
す
る
陽
気
を
伝
え
る
関
門
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ

ま
し
た
。 

 

場
所
は
、
う
つ
伏
せ
に
寝
て
、
腰
骨

の
一
番
高
い
所
を
左
右
に
結
ん
だ
線
と

脊
柱
の
中
心
が
交
わ
る
辺
り
に
第
四
腰

椎
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
出
っ
張
り
の
下

の
く
ぼ
み
に
と
り
ま
す
。 

 

腰
に
出
る
様
々
な
症
状
に

効
果
的
と
さ
れ
、
坐
骨
神
経

痛
・
膝
の
痛
み
・
頻
尿
な
ど

に
も
効
果
的
と
さ
れ
て
い
ま

す
。 
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『
新
し
い
ド
ラ
マ
が
始
ま
る
』 

  

人
か
ら
何
か
を
し
て
も
ら
っ
て
嬉
し
か
っ
た
り
、
あ
り
が
た
い

と
感
じ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
今
度
は
自
分
が
、
そ
れ
を
他
人
に
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
喜
び
や
楽
し
み
を
感
じ
た
自
分
の

気
持
ち
に
気
づ
い
て
、
他
の
人
に
も
こ
う
い
う
気
持
ち
を
味
わ
っ

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
た
瞬
間
に
、
今
ま
で
の
生
活
と
は
異
な
っ

た
新
し
い
ド
ラ
マ
が
始
ま
っ
て
い
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
勇
気
を
出
し
て
、
周
り
の
人
に
喜
び
や
楽
し

み
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
前
向
き
に
一
歩
を
踏
み
出
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
そ
の
気
持
ち
を
大
切
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
よ
り
よ
く

伝
え
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
強
ま
り
、
私
た
ち
の
言
葉
づ
か
い
や

表
情
が
し
だ
い
に
豊
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
一
日
一
話
」
よ
り 

 

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。
と
言
っ
て
し
ま

う
と
、
一
ヶ
月
遅
い
ん
じ
ゃ
な
い

の
？
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
旧
暦
で

は
、
２
月
３
日
の
節
分
、
つ
ま
り

季
節
を
分
け
る
日
の
翌
日
が
立
春

と
な
り
、
新
年
で
あ
る
春
を
迎
え

る
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
も
年
賀
状

で
『
迎
春
』
と
か
『
初
春
』
と
か

目
に
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
さ

に
こ
の
日
が
初
め
て
の
春
を
迎
え

る
日
な
の
で
す
。 

 

今
年
も
お
正
月
に
お
せ
ち
料
理

を
食
べ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ

の
お
せ
ち
の
名
も
そ
ん
な
と
こ

ろ
か
ら
来
て
い
ま
す
。
宮
廷
・

貴
族
が
華
や
か
だ
っ
た
平
安
時

代
に
、
中
国
か
ら
来
た
暦
を
も

と
に
、
季
節
の
変
わ
り
目
で
あ

る
〝
節
〟
の
日
に
『
節
会(

せ

ち
え)

』
と
い
う
宮
中
行
事
が

開
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、

神
へ
の
感
謝
と
共
に
こ
れ
を
食

し
、
作
物
の
恵
み
を
祝
う
宴
で

振
る
舞
わ
れ
た
料
理
が
『
御
節

供(

お
せ
ち
く)

』
で
し
た
。 

 

季
節
の
変
わ
り
目
で
あ
る
節

会
は
お
正
月
だ
け
で
は
な

く
、
五
節
句
と
言
っ
て
、

一
月
七
日
を
人
日
の
節

句
・
三
月
三
日
を
桃
の
節

句
・
五
月
五
日
を
端
午
の

あ
ら
た
め
ま
し
て
、 

謹
賀
新
年
。 

節
句
・
七
月
七
日
を
七
夕
の
節
句
・
九
月
九
日
を
菊
の

節
句
と
、
今
で
も
こ
の
風
習
は
日
本
各
地
に
残
っ
て
い

ま
す
。 

 

時
代
が
流
れ
て
、
江
戸
後
期
に
入
る
と
宮
中
行
事
を

庶
民
が
暮
ら
し
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
御
節
供

も
庶
民
の
中
で
広
ま
り
ま
し
た
が
、
当
時
は
宮
中
用
語

を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
は
お
そ
れ
多
い
と
関
西
地
方
で

は
蓬
莱
飾
り(

ほ
う
ら
い
か
ざ
り)

と
か
、
江
戸
で
は
食

積(

く
い
つ
み)

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和

42

年
に
デ
パ
ー
ト
が
商
品
化
す
る
こ
と
で
、
や
っ
と

『
お
せ
ち
』
と
い
う
名
称
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。 

 

古
い
よ
う
な
新
し
い
よ
う
な
お

せ
ち
料
理
。
こ
れ
も
先
月
に
引
き

続
き
暦
が
関
係
し
て
い
た
の
で
す

ね
。 

http:/www.tsukuho.com 
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二
十
四
節
気 

 
 

 

 

節
分
の
翌
日
。
一
年
で
最
初
の
節
気

で
正
月
節
と
言
い
ま
す
。
こ
の
日
か
ら

立
夏
の
前
日
ま
で
が
春
の
季
節
で
、
立

春
は
春
の
初
日
で
す
。
春
と
い
え
、
ま

だ
ま
だ
寒
さ
は
厳
し
い
け
れ
ど
、
徐
々

に
日
差
し
に
暖
か
さ
が
増
し
始
め
、
梅

の
花
が
咲
き
始
め
ま
す
。 

立
春 

（
り
っ
し
ゅ
ん
） 

腰
陽
関 

(

こ
し
よ
う
か
ん) 



で
、
何
度
で
も
感
染
し
、

大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
感

染
し
ま
す
。
し
か
し
、
大

人
が
感
染
し
て
も
症
状
は
軽
く
す
む
か
、

出
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
程
度
で
す
。

ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
な
い
よ
う
、
子
供
の

排
泄
物
は
手
袋
を
は
め
て
処
理
し
、
石
鹸

で
手
洗
い
を
し
、
汚
れ
た
服
な
ど
は
消
毒

後
に
洗
濯
し
て
、
予
防
し
ま
す
。 

 
現
在
ロ
タ
ウ
ィ
ル
ス
自
体
を
や
っ
つ
け

る
薬
は
無
い
の
で
、
吐
き
気
止
め
や
解
熱

剤
で
の
対
症
療
法
で
治
療
を
行
い
ま
す
。 

 

ロ
タ
ウ
ィ
ル
ス
が
原
因
に
よ
っ
て
起
こ
る

小
児
の
胃
腸
炎
を
い
い
ま
す
。
２
月
～
３
月

に
流
行
し
、
白
い
便
・
激
し
い
嘔
吐
や
下

痢
・
高
熱
の
症
状
が
３
日
～
７
日
続
く
の
が

特
徴
で
す
。 

 

ロ
タ
ウ
ィ
ル
ス
胃
腸
炎
は
、
生
後
４
カ
月

か
ら
３
歳
児
に
多
く
発
症
し
、
遅
く
と
も
５

歳
ま
で
に
は
ほ
ぼ1

0
0

％
が
か
か
る
病
気
と

言
わ
れ
、
毎
年
80
万
人
が
発
症
し
て
い
ま

す
。
ウ
ィ
ル
ス
な
の
で
一
度
感
染
す
れ
ば
免

疫
が
出
来
ま
す
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
と

同
じ
よ
う
に
型
の
種
類
が
い
く
つ
も
あ
る
の

『ロ
タ
ウ
ィ
ル
ス
胃
腸
炎
』 

《
連
載
》
東
洋
医
学
講
座 

    

問
診
と
は
、
主
な
症
状
に
つ
い
て
発
症
の
時
期
・
原

因
・
経
過
な
ど
聞
い
て
い
く
こ
と
を
い
い
ま
す
。
し
か

し
、
東
洋
医
学
に
お
い
て
の
病
気
の
診
方
は
西
洋
医
学
と

は
異
な
る
た
め
、
主
症
状
と
は
一
見
関
係
の
な
い
よ
う

な
、
食
事
や
睡
眠
、
便
通
な
ど
を
聞
い
て
い
っ
た
り
し
ま

す
。
こ
れ
は
、
東
洋
医
学
が
病
気
を
診
る
医
学
で
は
な

く
、
病
人
を
診
る
医
学
だ
か
ら
で
す
。 

 

東
洋
医
学
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
症
状
は
五
臓(

肝
臓
・

心
臓
・
脾
臓
・
肺
臓
・
腎
臓)

の
精
気
の
乱
れ
か
ら
き
て
い

る
と
考
え
ま
す
。
そ
こ
で
肩
凝
り
を
訴
え
た
患
者
さ
ん
が

来
院
し
た
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
『
肩
凝
り
』
と
聞
い
た

だ
け
で
は
、
何
が
原
因
で
、
ど
の
五
臓
が
バ
ラ
ン
ス
を
崩

し
て
肩
凝
り
を
起
こ
し
て
い
る
の
か
見
当
が
付
き
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
仕
事
を
し
て
疲
れ
る
と
出
る
の
か
、
四
六

時
中
痛
む
の
か
、
動
か
す
と
痛
む
の
か
等
と
問
診
し
て
見

当
を
付
け
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
見
当
が
付
け
ば
、
そ

れ
の
裏
付
け
を
取
る
た
め
に
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
、

目
は
疲
れ
ま
す
か
？
夜
は
眠
れ
ま
す

か
？
便
通
は
い
か
が
で
す
か
？
な
ど

と
問
診
し
て
い
る
の
で
す
。
と
言
わ

れ
て
も
、
患
者
さ
ん
と
す
れ
ば
、
問

診
と
言
わ
れ
て
も
か
し
こ
ま
っ
て
し

ま
う
し
、
ど
こ
ま
で
話
し
て
良
い
の

か
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
治
療
後
に
お
茶
で
も
召

し
上
が
り
な
が
ら
、
世
間
話
の
つ
も
り
で
関
係
な
い
事
を

色
々
お
話
し
下
さ
い
。
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
大
事
な
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

医
食
同
源 

  

 

体
に
と
っ
て
大
切
な
必

須
ア
ミ
ノ
酸
、
八
種
類
を

全
て
含
み
、
栄
養
価
が
高

い

食

品

で

す
。
虚

弱

体

質
、
冷
え
性
、
疲
労
倦
怠

感
な
ど
を
改
善
す
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、

メ
チ
オ
ニ
ン
は
肝
機
能
の

障
害
に
効
果
的
と
さ
れ
ま

す
。
体
を
潤
し
て
、
喉
の

渇
き
を
癒
し
、
の
ぼ
せ
感

や
イ
ラ
イ
ラ
を
鎮
め
、
精

神
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る

働
き
が
あ
り
ま
す
。 

た
ま
ご 

執
筆
余
話 

 

本
来
一
月
六
日
の
小
寒
の
寒
の
入

り
か
ら
寒
さ
の
ピ
ー
ク
に
な
る
は
ず

な
の
に
、
今
シ
ー
ズ
ン
は
十
二
月
か

ら
寒
い
日
が
続
き
、
乾
燥
注
意
報
連

続
日
数
も
歴
代
三
位
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
新
聞
が
出
る
頃
は
雨
予
報

な
の
で
、
記
録
も
こ
こ
ま
で
で
し
ょ

う
か
。
こ
こ
茨
城
で
は
、
冬
季
に
感

じ
る
静
電
気
の
回
数
も
ト
ッ
プ
を
記

録
し
て
い
ま
す
。
気
温
が
低
く
乾
燥

し
た
気
候
も
、
あ
と
ち
ょ
っ
と
で

し
ょ
う
が
、
皆
さ
ん
も
う
が
い
・
手

洗
い
・
睡
眠
を
し
っ
か
り
し
て
風
邪

に
は
気
を
付
け
て
下
さ
い
ね
。
春
は

春
で
花
粉
症
の
方
に
は
、

嫌
な
季
節
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
… 

問
診 

昨
年
11
月
に
認
可
が
さ
れ
、
日
本
で
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ワ
ク
チ
ン
は
お
よ
そ
90
％
の
予
防

率
が
あ
る
と
言
わ
れ
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
ま
で
も
ほ
ぼ

1
0
0

％
が
感
染
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
、
ワ
ク
チ
ン
無
し
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
本
当

に
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
…
。
良
い
か
悪
い
か
は
ま
だ
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
５
年
後
10
年

後
に
副
作
用
で
重
篤
化
な
ん
て
ニ
ュ
ー
ス
が
出
な
い
事
を
願
い
ま
す
。 

 

そ
も
そ
も
人
に
は
免
疫
力
と
い
う
素
晴
ら
し
い
力
が
あ
っ
て
、
体
内
に
ウ
ィ
ル
ス
が
入

る
と
免
疫
力
を
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
発
熱
し
て
ウ
ィ
ル
ス
を
退
治
し
よ
う
と
働
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
下
痢
を
し
た
、
嘔
吐
し
た
、
発
熱
し
た
と
い
う
の
は
、
免
疫
力
を
ア
ッ
プ
し

て
ウ
ィ
ル
ス
を
体
外
に
排
出
し
よ
う
と
す
る
自
然
な
反
応
な
の
で
す
。
『
子
供
は
体
は
病

む
け
ど
、
気
は
病
ま
な
い
』
と
言
い
ま
す
。
体
が
病
ん
で
発
熱
や
下
痢
を
し
て
も
、
元
気

に
し
て
い
れ
ば
慌
て
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
気
も
病
み
だ
し
て
食
事
を
し
な
く
な
っ
た

り
、
ぐ
た
っ
と
元
気
が
無
く
な
っ
た
ら
病
院
に
急
い
で
下
さ
い
。
そ
れ
ま
で
は
子
供
が

ウ
ィ
ル
ス
と
一
生
懸
命
戦
っ
て
い
る
最
中
で
す
か
ら
、
戦
い
に
負
け
な
い
よ
う
水
分
や
栄

養
を
補
給
し
て
あ
げ
て
、
し
っ
か
り
応
援
し
て
あ
げ
て
下
さ
い
。 

院
長
の
独
り
言 


