
                           

風
水
っ
て
何
？ 

中
国
で
生
ま
れ
東
ア
ジ
ア
に
広
ま
っ
た
思
想
で
、
そ
の
土
地
で
の

自
然
・
環
境
観
や
そ
れ
に
対
応
し
た
生
活
術
を
集
大
成
し
た
も
の
。 

「
風
」
と
「
水
」
は
た
え
ず
動
き
、
流
れ
、
循
環
し
て
、「
気
」
を
運

び
も
た
ら
し
ま
す
。「
気
」
は
、
日
月
の
よ
う
に
「
陰
陽

い
ん
よ
う

」
の
二
気
か

ら
な
り
、
万
物
を
生
み
出
し
、
生せ

い

（
生
命
・
活
力
・
吉
凶
等
）
に
影
響

を
あ
た
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
気
の
流
れ
を
も
た
ら
す
風
や
水
の

流
動
は
、
山
の
形
や
川
の
流
れ
な
ど
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
ま
す
。
気

の
流
れ
を
、
地
勢
・
方
位
な
ど
か
ら
読
み
取
り
、
都
市
・
住
居
・
墓
な

ど
を
つ
く
る
時
に
土
地
の
吉
凶
を
判
断
し
ま
す
。 

「
穴け

つ

」
と
は
、
気
が
湧
き
上
が
る
土
地
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
こ
と

を
い
い
ま
す
。
そ
こ
に
墓
を
つ
く
り
、
そ
の
前
面
の
「
明
堂

め
い
ど
う

」
に
町

や
家
を
つ
く
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
ま
す
。
風
水
に
お
い
て
最
も
優
れ

た
地
で
あ
る
「
龍
源
」
と
は
、
天
の
気
と
地
の
気
が
充
満
し
、
そ
れ

ら
の
気
を
常
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
場
所
を
呼
び
ま
す
。「
龍
脈
」
と

し
て
の
山
並
み
の
祖
宗
山
が
「
龍
源
」
と
な
り
、
生
気
を
各
地
に
運

ぶ
源
と
な
り
ま
す
。 

 

風
水
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り 

日
本
で
は
古
来
か
ら
、
京
都
を
は
じ
め
と
し
て
、
風
水
を
利
用
し

た
ま
ち
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
多
く
は
、
中
世
・
近

世
・
近
代
と
い
っ
た
時
代
の
移
り
変
わ
り
の
過
程
で
、
新
し
い
時
代

の
ま
ち
づ
く
り
が
、
そ
の
時
代
の
風
水
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
以
前
の

姿
を
と
ど
め
て
い
な
い
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。 

風
水
で
は
、
山
を
背
に
し
て
南
に
開
け
た
地
で
、
前
面
に
池
や
河

川
を
臨
む
「
背
山
臨
水
」、
山
丘
が
襟
の
よ
う
に
、
川
が
帯
の
よ
う
に

囲
ん
で
い
る
「
山
河
襟
帯

き
ん
た
い

」、
風
を
た
め
て
水
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

「
蔵
風
得
水
」
、
四
神
獣
（
玄
武
・
青
龍
・
朱
雀
・
白
虎
）
に
よ
っ
て

四
方
を
守
ら
れ
た
「
四し

神じ
ん

相
応

そ
う
お
う

」
の
地
が
、
理
想
的
な
場
所
と
さ
れ

ま
す
。
中
国
・
朝
鮮
で
は
四
神
獣
は
墓
や
住
居
の
守
り
と
さ
れ
た
の

に
対
し
、
動
物
へ
の
信
仰
が
盛
ん
な
日
本
で
は
都
の
守
護
と
し
て
も

み
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

   

大
内
氏
と
陰
陽
師

お
ん
み
ょ
う
じ 

大
内
氏
家
臣
の
日
記
に
、
賀
茂
在
宗

か

も

の

あ

き

む
ね

と
い
う
陰
陽
師
が
登
場
し
ま

す
。
賀
茂
家
は
安
倍
家
と
並
び
称
さ
れ
る
陰
陽
道
の
宗
家
。
大
内
政

弘
が
京
か
ら
招
き
、
大
内
氏
お
抱
え
陰
陽
師
と
な
り
ま
し
た
。
異
変

を
察
知
し
た
り
吉
凶
を
占
っ
て
、
政
弘
に
進
言
、
祭
祀
祈
祷
を
行
わ

せ
る
な
ど
、
危
機
管
理
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
よ
う
で
す
。 

在
宗
の
子
在あ

き

重し
げ

も
大
内
義
興
の
意
を
受
け
、
足
利
義
稙

よ
し
た
ね

の
山
口
下

向
、
上
洛
後
の
将
軍
復
帰
の
際
同
行
し
て
い
ま
す
。
在
重
の
子
在
康

は
、
義
興
が
大
神
宮
を
勧
請
し
た
時
、
内
宮
の
柱
を
立
て
る
日
時
に

つ
い
て
進
言
し
て
い
ま
す
。
賀
茂
家
の
陰
陽
師
が
代
々
山
口
に
下
向

し
て
お
り
、
大
内
氏
と
の
深
い
つ
な
が
り
が
窺
が
え
ま
す
。 

  

大
内
氏
の
風
水 

鳳
翩
山

ほ
う
べ
ん
ざ
ん

を
龍
源
と
し
、
龍
脈
を
流
れ
て
き
た
気
は
七
尾
山
、
大
蔵

山
へ
と
至
り
、
龍
穴
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
ス
ポ
ッ
ト
、
ふ
も
と
の
寺
社
等
）

か
ら
明
堂
（
山
口
、
大
内
館
）
へ
と
流
れ
込
み
ま
す
。 

大
内
氏
は
京
に
な
ら
っ
て
ま
ち
づ
く
り
を
お
こ
な
っ
た
、
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
京
都
で
は
、
ど
こ
に
い
て
も
東
西
南
北
が
は
っ
き
り
わ

か
る
平
安
京
以
来
の
町
割
の
方
向
性
に
対
し
、
山
口
の
町
は
太
陽
運

行
に
も
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
大
殿
大
路
、
地
勢
の
制
約
の
も
と
形

成
さ
れ
た
竪
小
路
と
を
基
軸
と
し
、
そ
の
交
わ
る
地
に
大
内
氏
館
を

設
け
ま
し
た
。
東
西
・
南
北
軸
か
ら
傾
い
て
い
ま
す
が
、
鎌
倉
の
若

宮
大
路
の
よ
う
に
、
傾
い
た
基
幹
道
の
方
位
に
沿
っ
て
四
神
配
置
等

が
設
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
山
口
も
そ
の
よ
う
に
見
立
て
ら
れ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

 

亀
を
大
事
に
し
た
大
内
氏 

大
内
政
弘
は
鷹
狩
り
用
の
鷹
の
餌
と
し
て
、
す
っ
ぽ
ん
や
亀
、
蛇

を
用
い
る
こ
と
を
禁
止
し
ま
し
た
。
違
反
し
た
者
へ
の
罰
則
は
、
所

領
の
没
収
、
追
放
、
留
置
、
さ
ら
に
死
罪
と
な
る
場
合
も
あ
り
、
と

て
も
厳
し
い
も
の
で
し
た
。
北
の
守
護
玄
武
は
亀
に
蛇
が
巻
き
つ
い

た
図
で
表
さ
れ
て
お
り
、
大
内
氏
が
信
仰
し
た
妙
見
菩
薩
の
使
者
と

し
て
大
切
に
さ
れ
ま
し
た
。 

大
内
教
弘
以
降
当
主
は
、
自
分
の
跡
継
ぎ
の
幼
名
を
亀き

童ど
う

丸ま
る

と
名

付
け
ま
し
た
。
亀
に
乗
っ
た
童
の
姿
を
し
た
妙
見
菩
薩
を
な
ぞ
ら
え

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 盃
状

は
い
じ
ょ
う

穴け
つ 

石
に
盃
状
の
く
ぼ
み
が
う
が
っ
て
あ
る
も
の
。
自
然
に
形
成
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
人
工
の
も
の
で
す
。
八
坂
神
社
や

野
田
神
社
境
内
、
神
田
山
石
棺
群
が
発
見
さ
れ
た
大
内
地
区
を
は
じ

め
山
口
盆
地
周
辺
で
も
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

盃
状
穴
は
世
界
的
に
み
ら
れ
、
韓
国
で
は
男
児
出
産
を
盃
状
穴
に

祈
願
し
た
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
穴
に
バ
タ
ー
を
流
し
込
ん
で
豊

作
を
祈
る
と
い
っ
た
信
仰
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
中
国
、
朝
鮮
を
渡
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。 

地
母
神
の
シ
ン
ボ
ル
・
盃
状
穴
。
山
口
の
女
性
た
ち
も
ひ
そ
か
に

訪
れ
、
子
宝
や
安
産
を
祈
願
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 今
八
幡
宮 

鎌
倉
時
代
に
遡
る
古
社
で
、「
山
口
の
総
鎮
守
」
と
し
て
古
く
か
ら

崇
敬
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
文
亀
３
年
（
１
５
０
３
）
大
内
義
興
が
建

造
し
た
の
が
今
の
社
殿
と
思
わ
れ
ま
す
。
将
軍
の
座
を
追
わ
れ
山
口

へ
下
向
し
て
い
た
足
利
義
稙
は
、
毎
日
家
臣
を
今
八
幡
宮
に
参
ら
せ
、

将
軍
復
帰
を
祈
願
し
た
と
い
わ
れ
、
社
殿
建
立
か
ら
５
年
後
、
義
興

の
力
に
よ
っ
て
将
軍
の
座
に
返
り
咲
き
ま
し
た
。 

大
内
館
の
北
東
方
向
で
山
口
町
の
隅
に
位
置
し
「
鬼
門
除
け
」
の

守
護
を
担
う
神
社
と
伝
わ
り
ま
す
。
七
尾
山
の
尾
根
か
ら
降
り
て
き

た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
龍
脈
を
伝
っ
て
き
た
気
が
集
ま
る
風
水
的
に
最

も
よ
い
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
。 

 瑠
璃
光
寺
五
重
塔 

瑠
璃
光
寺
の
地
に
は
か
つ
て
大
内
義
弘
の
菩
提
寺
香
積
寺

こ
う
し
ゃ
く
じ

（
臨
済

宗
）
が
あ
り
、
そ
の
遺
構
で
あ
る
五
重
塔
は
義
弘
の
弟
盛
見
が
、
義

弘
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
し
た
も
の
と
伝
わ
り
ま
す
。 

竪
小
路
を
南
北
軸
と
し
た
場
合
、
大
内
館
か
ら
北
方
向
（
玄
武
）

に
あ
た
り
、
東
鳳
翩
山
か
ら
の
龍
脈
が
古
城
ヶ
岳
を
経
て
大
蔵
山
に

至
る
、
そ
の
麓
に
位
置
し
ま
す
。
五
重
塔
と
そ
の
相
輪
の
形
は
、
龍

脈
を
た
ど
っ
て
き
た
龍
が
こ
こ
で
立
ち
昇
っ
て
い
く
よ
う
に
も
み
え

ま
す
。 

 

     

山
口
大
神
宮 

永
正

17
年
（
１
５
２
０
）
大
内
義
興
が
伊
勢
神
宮
の
分
霊
を
鴻
ノ

峰
の
麓
に
勧
請
し
ま
し
た
。
明
治
以
前
に
、
天
皇
の
許
し
を
得
て
伊

勢
神
宮
か
ら
分
霊
を
う
け
、
内
宮
・
外
宮
を
勧
請
し
た
、
伊
勢
に
記

録
が
残
る
唯
一
の
神
社
と
い
わ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
「
西
の
お

伊
勢
さ
ま
」
と
い
わ
れ
、
西
日
本
各
地
か
ら
の
多
く
の
参
拝
者
で
に

ぎ
わ
い
ま
し
た
。 

大
内
館
の
西
に
位
置
す
る
鴻
ノ
峰
の
麓
に
あ
る
大
神
宮
の
内
宮
外

宮
は
、
現
在
南
向
き
で
す
が
、
大
内
氏
時
代
に
は
鴻
ノ
峰
を
背
に
し

て
東
の
大
内
館
方
向
、
日
の
出
方
向
を
向
い
て
い
ま
し
た
。
鴻
ノ
峰

中
腹
に
は
天
岩
戸
が
あ
り
ま
す
。 

八坂神社境内の盃状穴 

イ
ラ
ス
ト 

や
ま
で
ら
わ
か
な 

北の守護・玄武 
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