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移

り
ゆ
く
香
港

の
風
水
言
説

(前
)

民
俗
宗
教
か
ら
中
国
伝
統
生
態
科
学

へ

河

合

洋

尚

(中
国
嘉

応
大
学
講
師
)

　

は
じ

め
に

　

一
九
九
〇
年
代
に

「風
水
ブ
ー
ム
」
が
到
来
し
て
以
降
、
風
水
は
、

日
本

で
突
如
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
イ

ン
テ
リ
ア
の
配
置

や

ラ
ッ
キ
ー

・
カ
ラ
ー
な
ど
で
運
勢

の
向
上
を
図
る
占

い
と
し
て
ま
す

ま
す
人
気
を
博
す
よ
う
に
な
り
、
今

や
、
店
頭

の
至
る
と
こ
ろ
で
風

水
本
や
風
水
グ
ッ
ズ
を
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
風
水
は

中
国
の
代
表
的
な
伝
統
文
化
で
あ
る
と
し
て
、
中
国
の
イ
ン
テ
リ
ア

風
水
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
紹
介
さ
れ
る
よ
う

に
も
な

っ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
中
国
の

「
い
ま
を
生
き
る
風
水
」
は
、
こ
の
よ
う
な
日

本

で

一
般
的
に
知
ら
れ
る
風
水
と
は
性
格
が
異
な
り
、

ロ
ー
カ
ル
な

宗
教
観
念
や
家
族
観
念
と
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
が
人
類
学
者
ら
に

よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え

ば
、
風
水
は
本
来
は
墓
の

そ
れ
が
重
視
さ
れ
て
き
て
お
り
、
今
日
知

ら
れ
る
イ
ン
テ
リ
ア
の
風

水
な
ど
は
周
辺
的
な
位
置
に
し
か
な
か

っ
た
。
ま
た
、
ラ
ッ
キ
ー
・
カ

ラ
ー
で
運
勢
を
向
上
さ
せ
る
風
水
は
、
中

国
で
は
ご
く
最
近
ま
で
み

ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
中
国
に
お

い
て
、
長
年
慣
行

と
さ
れ
て
き
た
風
水

の

術
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
近

代
化
の
波

の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
様
相
を

新
た
に
呈
す
る
に
至

っ

た
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
香
港

の
風

水
史
を
概
観
す
る
こ
と

で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
結
論
を
先
取
り

し
て
言
え
ば
、
香
港
に
て
民
俗
宗
教
と
し

て
の
性
質
を
も

っ
て
い
た
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「
風
水
」
は
、
政
治
経
済
的
な
要
因
に
よ
り

「弱
者
の
武
器
」
と
な
り
、

さ
ら
に
は
部
分
的
に
は
生
態
環
境
科
学
と
し
て
変
貌
し
て
い
く
。
本

稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
プ

ロ
セ
ス
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
民
問
の
宗
教

観
念
が
現
代
化
さ
れ
て
い
く
様
相
に

つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し

た

い
。

風
水
の
基
本
原
理
と
香
港
に
お
け
る
実
践

　
本
題

に
入
る
前

に
、
風
水
と
は
何
で
あ

る
の
か
簡
単
に
み
て
い
き

た
い
。

　
風
水

と
は
、
中
国
古
代
王
朝
の
所
在
地
で
あ

っ
た
中
原
地
帯

(現
在

の
陳
西
省

・
河
南
省
辺
り
)
に
て
編
み
出
さ
れ
た
環
境
選
択
の
術
で
あ

る
。
環
境

の
良
し
悪
し
が
人
間
の
命
運

の
良
し
悪
し
を
決
定
す
る
と

い
う
基

本
思
考

の
も
と
、
で
き
る
だ
け
良

い
環
境
を
選
ぶ
た
め
の
術

と
し
て
風
水
は
誕
生
し
た
。
風
水
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る

が
、

一
説
に
よ
る
と
八
千
年
前
に
は
風
水

の
前
身
が
存
在
し
た
と
も

い
わ
れ
る

(-
)。
書
物
に
て

「風
水
」
の
二
文
字
が
現
れ
た
の
は
西
晋

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
かく
はく

の
時
代

(三
世
紀
)
の
こ
と
で
、
郭
瑛
に
仮
託
し
た
人
物
が
著
し
た

『葬
書
』

に
お

い
て
初
め
て
記
載
さ
れ
た
。

　
こ
の

『葬
書
』
と

い
う
書
物
は
、
中
国
風
水

の
古
典
と
も
な

っ
て

い
る
の
で
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
書

で
風
水

は

「得
水
為
上
、
蔵
風
次
之
」
(水
を
得
る
の
が
第

一
で
、
風
を

蓄
え
る
の
が
第
二
で
あ
る
)
と
記
さ
れ
て
お
り
、
建
築
物
の
立
地
の
際

に
山
水
を
考
慮
す
る
べ
き
旨
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
現
在
、
建
築
物

の
後
方
に
山
が
控
え
、
前
方
に
ゆ
る
や
か
な
川
が
流
れ
る
の
が
理
想

的
な
風
水
だ
と
中
国
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
の
原
型
と
な

る
論
は

『葬
書
』
に
て
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
ま
た
、

　
　
　
　
　

と
け
い

同
書
に
は
、
「
土
圭
」
(羅
盤
の
前
身
と
な
る
風
水

コ
ン
パ
ス
で
、
時
計
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ょく
し
やく

語
源
で
も
あ
る
)
で
理
想
的
な
方
位
を
、
「玉
尺
」
(魯
班
尺
の
前
身
と
な

る
風
水
メ
ジ
ャ
ー
)
で
理
想
的
な
寸
法
を
測
る
必
要
性
が
説
か
れ
て
い

る

(2
)。

　
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
『葬
書
』
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
墓

の
立
地
に

つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と

い
う

点
で
あ
る
。

一
般
的
に

風
水
は
、
墓

の
風
水
を
看
る

「陰
宅
風
水
」

と
住
宅

の
風
水
を
看
る

「
陽
宅
風
水
」
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
そ

の
う

ち
中
国
と
そ

の
周
辺
地

域
に
て
重
視
さ
れ
続
け
て
き
た
の
は
前
者
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
後
者

で
重
要
さ
れ
て
き
た
の
は
個

々
の
住
宅
や
イ

ン
テ
リ
ア
よ
り
も
む
し

ろ
、
祖
先
を
奉

る
建
築
物
で
あ
る
祠
堂
で
あ

っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
中
国
で
は
墓
や
祠
堂

の
風
水
が
重
視
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
中
国
の
民
俗
観

念
に
お
い
て
は
祖
先
と

子
孫
は

「気
」
と

い
う
概
念
で

つ
な
が

っ
て
お
り
、
祖
先
の
墓
の
環

境
が
悪

い
と
子
孫
全
員
に
災

い
が
ふ
り
か
か
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た

か
ら
で
あ
る

(3
v。
た
と
え
ば
住
宅

の
風
水
が
悪
く
て
も
、
そ
れ
で
災

い
を
被
る
の
は
そ
の
住
宅
に
住
む
家
族
だ
け
で
す
む
。
し
か
し
、
墓
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の
風
水

が
損
な
わ
れ
る
と
、
そ

こ
に
眠
る
者

の
あ
ら
ゆ
る
子
孫
は
、

悪
運
を
招

い
た
り
、
場
合
に
よ

っ
て
は
病
気
や
死
に
ま
で
至
ら
し
め

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
同
様
の
原
理
か
ら
、
祖
先
の
位

牌
を
祀

る
祠
堂
が
損
な
わ
れ
る
と
子
孫

に
災

い
が
ふ
り
か
か
る
と

い

う

の
で
、
祠
堂

の
風
水
も
重
要
視
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

　
そ
れ

で
は
、
本
稿
で
着
目
す
る
香
港

の
状
況
は
ど
う
で
あ

っ
た
か

と

い
う

と
、
香
港

に
お
い
て
も
や
は
り
、
か
つ
て
よ
り
重
視
さ
れ
て

き
た
風
水
は
、
墓
と
祠
堂
の
そ
れ
で
あ

っ
た
。
例
を
挙
げ
る
と
、
十

九
世
紀

の
文
献
か
ら
は
、
次

の
三
点
が
と
り
わ
け
重
要
視
さ
れ
て
き

た
こ
と
が
伺
え
る

(4
)。

　
第

一
に
、
祠
堂
は
最
も
良

い
場
所
に
建
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

祠
堂
は
祖
先
を
奉

る
場

で
あ
る
と
同
時
に
子
弟
に
教
育
を
施
す
場

で

も
あ
り
、

一
族

の
命
運
を
左
右
す
る
か
ら
で
あ
る
。
祠
堂

の
理
想
的

な
立
地
点
は
良

い

「気
」
が
集
中
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
祠

堂
の
高

さ
は
村

で

一
番
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

　
第
二
に
、
村
落
も
ま
た
風
水

の
良

い
場
所

に
立
地
さ
れ
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
だ
いも
う
さん

な

い
。
た
と
え
ば
大
帽
山

(香
港
新
界
の
中
心
部
に
そ
び
え
る
山
)
の
麓

は
、
特

に
好
ま
れ
た
。
ま
た
、
村
の
形
状
は
、
龍
や
鳳
風
な
ど
吉
祥

の
動
物

の
形
に
似
せ
る
と
良

い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
第
三
に
、
墓
地

の
立
地

・
形
状

・
建
設
の
日
取
り

に
関
し
て
は
、
風

水
師
を
雇

っ
て
必
ず
風
水
を
看
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
墓

の
風
水
が

悪
け
れ
ば
子
孫
全
員
に
災

い
が
ふ
り
か
か
る
と
さ
れ
、
祖
先

の
世
代

深
度
が
深
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ

の
墓

の
取
り
扱

い
は
慎
重
に
な
さ

れ
た
。
清

の
時
代
に
は
、
政
府
と
い
え
ど

も
、
墓

の
四
尺
以
内

の
土

地
に
は
干
渉

で
き
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

　
以
上
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
香
港

の
風
水
は
、
「
気
」
や
災
因
論
な

ど
民
間
の
宗
教
観
念
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
た

こ
と
が
伺
え
る
。

人
類
学
者
は
し
ば
し
ば
、
教
団
や
教
義
を
も
た
な

い
こ
の
よ
う
な
小

文
字
の
宗
教
を
、
「民
俗
宗
教
」
と
し
て
研
究
し
て
き
た

(5
)。
か
よ

う
な
香
港

の
風
水
も
ま
た

「民
俗
宗
教
」

と
し
て
の

一
面
を
有
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

二

開
発
抗
議
の

「武
器
」
と
な
る
風
水

　

-道
具
化
さ
れ
る
民
俗
宗
教

　
し
か
し
、
風
水
は
決
し
て
静
態
的
な
も

の
で
は
な
く
、
時
代
の
要

請

に
応
じ
て
変
化
す
る
柔
軟
性
を
あ
わ
せ
も

つ
。
香
港

の
風
水
は
先

に
み
て
き
た
姿
を
現
在
ま

で
そ

っ
く
り
そ

の
ま
ま
残
し
て
き
た
わ
け

で
は
な

い
。
香
港
で
は
風
水
は
、
そ
の
植

民
地
経
験
に
応
じ
て
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
の
道
具
な

っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
動
態
的
な
変

化
も
ま
た
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
、
香
港
風
水
の
植
民
地

経
験
に
つ
い
て
ラ
フ

・
ス
ケ

ッ
チ
し
て
み
よ
う
。

　
香
港
は
、
香
港
島
、
九
龍
半
島
、
新
界
地
区

の
三
つ
の
区
域
に
よ

り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、

ア

ヘ
ン
戦
争
後

の

一
入
四
二
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年
、
香
港
島
が
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
な
り
、
続

い
て

一
八
六

〇
年
に
九
龍
半
島
が
、

一
八
九
八
年
に
新
界
地
区
が
イ
ギ
リ
ス
に
割

譲
さ
れ
た
。

　

イ
ギ

リ
ス
植
民
地
政
庁

(以
下
、
単
に

「政
庁
」
と
記
す
)
は
香
港

を
植
民
地
化
す
る
と
ま
も
な
く
土
地
の
測
量
や
イ
ン
フ
ラ
施
設

の
建

設
を
開

始
し
た
が
、
そ

の
過
程
で
政
庁

の
頭
を
悩
ま
し
て
き
た
問
題

の
ひ
と

つ
が
風
水

で
あ

っ
た
。
当
時
の
宣
教
師
が
記
し
て
い
る
よ
う

に
、
鉄
道

や
電
柱
な
ど

の
施
設
を
建
設
す
る
と
、
き
ま

っ
て
、
中
国

人
原
住
民

(以
下
、
「原
居
民
」
と
記
す
)
か
ら
彼
ら
の
風
水
が
か
き
乱

さ
れ
た
と

の
抗
議
が
な
さ
れ
、
開
発

の
大
き
な
妨
げ
と
な

っ
た
と

い

う

(6
)。

　

こ
う

し
た
抗
議
と
妨
害
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
時
期
が
、

一
八
九
八

年

の
新
界
接
収
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
香
港
島
や
九
龍
半
島
と
異

な
り
、
接
収
時
、
新
界
地
区
に
は

「五
大
族
」
(7
)
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
原
居
民
が

い
た
。
彼
ら
原
居
民
は
、
西
洋
人
に
祖
先
か
ら
伝

え
ら
れ

て
き
た
土
地
を
奪
わ
れ
、
風
水
を
か
き
乱
さ
れ
た
と
し
て
、

接
収
後
す
ぐ
に
武
装
蜂
起
を
お
こ
し
た

(8
)。
こ
の
内
乱
そ
の
も

の
は

政
庁
に
よ

っ
て
す
ぐ
に
鎮
圧
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
風
水
の
か
く
乱

を
理
由
と
し
た
抗
議
が
相
次
ぎ
、
二
十
世
紀

の
初
頭
に
風
水
は
社
会

不
安
の
ひ
と

つ
と
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
政
庁
側
は
、

一
九
〇
八

年
に
中
国

の
伝
統
的
慣
習
を
容
認

・
保
護
す
る
と
い
う
新
界
法
を
制

定
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
。

　
香
港
風
水
の
歴
史
に
お

い
て
新
界
法
が
果
た
し
て
き
た
役
割
に
つ

い
て
は
、
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は

な
い
。
こ
の
法
律
が
制
定

さ
れ
て
以
降
、
新
界

の
原
居
民
は
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
風
水
を
も
ち

だ
し
て
政
庁

の
開
発
に

「合
法
的
に
」
反
対

す
る
よ
う

に
な

っ
た
。
風

水
は
中
国
の
伝
統
的
な
慣
習
で
あ
る
か
ら

、
政
庁
は
、
開
発
を
強
行

し
て
彼
ら
の
風
水
を
か
き
乱
す
こ
と
が
法

的
に
許
さ
れ
な
く
な

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、
風
水
は

、
単
な
る
民
俗
宗
教
と
し

て
だ
け
で
な
く
、
原
居
民
側
が
自
ら
の
権

益
を
ま
も
る
た
め
の
政
治

言
説
に
も
な

っ
た

(9
>。
以
降
、
政
庁
が
ど

う
し
て
も
原
居
民
の
墓

や

村
を
移
転
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
場

合
、
政
庁
は
補
償
金
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ン
フ　

て
別
に
、
破
壊
し
た
風
水
を
補
う

「塾
符
費
」
と
呼
ば
れ
る
費
用
も

払
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。

　

そ
う
し
た
わ
け
で
、
政
庁
側
は

一
九
六

〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
敏

感
な
先
住
民
問
題
を
抱
え
た
新
界
地
区
に
は
直
接
的
に
干
渉
せ
ず
、

原
居
民
側
の
村
長
た
ち
を
パ
イ
プ
役
と
し
て
間
接
的

に
統
治
す
る
に

と
ど
ま

っ
て
い
た

(-o
)。
そ
れ
ゆ
え
、
風
水

の
抗
議
は
量
的
に
は
さ
ほ

ど
な
く
、
ま
た
墓
を
中
心
と
す
る
旧
来
の
風
水
も
保
存
さ
れ
る
傾
向

に
あ

っ
た
。
し
か
し
、

一
九
六
〇
年
代
よ

り
土
地
不
足
か
ら
新
界

の

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
に
着
手
し
は
じ
め
る
や
い
な
や
、
風
水

の
か
く

乱
を
理
由
と
し
た
原
居
民
た
ち
の
抗
議
は
増
大
し
、
社
会
的
な
注
目

を
集
め
る
に
至

っ
た
。
た
と
え
ば
、

一
九

八
六
年
四
月
か
ら

一
九
九

一
年
三
月
に
か
け
て
、
元
朗

(新
界
地
区
の
鎮
)
で
お
き
た
風
水
関
連
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の
訴
訟
だ
け
で
も

一
五
四
件
、
賠
償
請
求
総
額
が
約
六
七
五
万
香
港

ド
ル

(日
本
円
で
約

一
億
円
)
に
も

の
ぼ

っ
た
と

い
う

(u
)。
ま
た
、

一

九
九
〇
年
代
前
半
に
、
原
居
民
が
風
水

の
か
く
乱
を
理
由
に
彼
ら
の

所
有
す

る
観
光
地

・
「文
物

の
道
」
を
閉
鎖
し
た
こ
と
は
メ
デ
ィ
ア
で

も
報
道

さ
れ
た

(12
)。

三

中
国
伝
統
生
態
科
学
と
し
て
の
風
水
言
説
の
萌
芽

i

ポ
ス
ト
民
俗
宗
教

へ
の
道
程

　
原
居

民
側
に
と

っ
て
、
風
水
は
、
自
分
た
ち
の
権
益
を
守
る
だ
け

で
な
く

、
「蓬
符
費
」
な
ど
の
補
償
金

で
私
腹
を
肥
や
す
良

い
道
具
に

も
な

っ
た

(13
∀。
政
庁
側
は
、
増
大
す
る
風
水
の
賠
償
支
払

い
に
大

い

に
頭
を
悩
ま
し
て
お
り
、
で
き
る
だ
け
風
水

の
抗
議

・
訴
訟
に
遭
わ

な

い
よ
う
注
意
を
払

っ
た
。
香
港

の
風
水
史
を
み
る
に
あ
た

っ
て
、

政
庁
側

が
風
水

の
抗
議

に
ど

の
よ
う

に
対
応
し
、
ま
た
再
解
釈
し
て

い
っ
た

か
は
無
視

で
き
な

い
点

で
あ

る
。
と
い
う

の
も
、
政
庁

の
対

応

の
う

ち
に
、
彼
ら
が
風
水
を
中
国
の
伝
統
的
な
生
態
科
学
と
し
て

再
解
釈

し
て
い
く
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず

、
政
庁
で
は
、
風
水
を
肯
定
的
に
捉
え
な
お
し
、
風
水

の
抗

議
を
逆

に
都
市
生
態
デ
ザ
イ
ン
に
生
か
し
て
い
こ
う
と
機
運
が
高
ま

り

つ
つ
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る
行
政
補
佐
官
は
、
「私
た
ち
の
目

か
ら
す

れ
ば
、
風
水
は
、
都
市
の
中
央
部
に
お

い
て
で
さ
え
木

の
生

い
茂

っ
た
丘
を
造

る
い
い
感
性
を
も

っ
て

い
る
。
村
民
の
意
見
は
私

た
ち
が
同
意
す
る
と
こ
ろ
の
も

の
と
な

っ
て
い
る
」
(14
)と
述
べ
て
い

た
と

い
う
。
風
水
は
、
欧
米
に
お
け
る
生
態
都
市
建
設
の
高
ま
り
と

相
ま

っ
て
、
東
洋
の
生
態
科
学
と
し
て
政
庁
側
に
再
解
釈
さ
れ
て

い

く
こ
と
に
な

っ
た
。
実
際
、
政
庁
の
役
人

は
風
水

の
科
学
性
に
着
目

し
は
じ
め
て

い
た
よ
う

で
、
風
水
の
研

究
で
有
名
な
サ

ラ

・
ロ
ス

バ

ッ
ハ
は

一
九
八
四
年

の
著
作
で
、
「香

港
政
庁

の
役
人
は
…

(中

略
)
…
多
く
が
ア
マ
チ

ュ
ア
の
風
水
師
に
な

っ
て
い
る
」
と
指
摘
し

て
い
る

(51
)。

　
さ
ら
に
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
政
庁

が
風
水
を
考
慮
し
て
ニ
ュ

ー
タ
ウ
ン
開
発
を
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
る
事
実
で
あ
る

(61
)。
な

か
で
も
特
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
風
水

を

「均
衡
と
調
和
の
と
れ

た
中
国
の
伝
統
生
態
科
学
」
と
位
置
づ
け

、
そ
れ
を
新
界
地
区

の
乱

開
発
抑
制
に
利
用
し
て

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、

一
九
九

一
年
に
元
朗
で
お
き
た
訴
訟
問
題

で
あ
る
。

こ
の
訴
訟
は
、

元
朗
地
区
に
て
高
層
ビ
ル
の
建
設
を
政
庁

に
申
請
し
て
い
た
某
開
発

商
が
、
風
水
を
理
由
に
申
請
を
却
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
開

発
商
は
、
法
的
な
手
続
き
を
し

っ
か
り
踏

み
、
地
域
の
発
展
の
た
め

に
高
層
ビ
ル
を
建
設
す
る
計
画
を
立
て
て

い
た
。
し
か
し
、
乱
開
発

を
防
ぎ
た
か

っ
た
政
庁
は
、
「建
設
予
定
地

の
周
囲
は
み
な
低
層
の
住

宅
で
あ
る
の
で
、
均
衡
と
調
和
を
重
視
す

る
原
居
民
の
風
水
の
権
限

を
守
ら
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
主
張
し
、
こ

の
申
請
を
却
下
し
た

(71
)。
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河合洋尚●移りゆく香港の風水言説(前)

こ
の
事

例
は
、
あ
る
意
味

で
政
庁
に
よ
る
新
界
法
の
逆
利
用
で
あ
る

と
も

い
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、

一
九
九
〇
年
代
に
は
す
で
に
、
風
水

は
生
態
開
発

の
政
治
言
説
と
し
て
、
政
庁
側
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

　
以
上

に
み
て
き
た
風
水
を
め
ぐ
る
政
庁

・
開
発
商

・
原
居
民
の
や

り
と
り

は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
報
じ
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

り
、
風
水
が
中
国
の
伝
統
文
化
と
し
て
民
衆
に
記
憶
さ
れ
る
よ
う
に

な

っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
第

一
に
、
風
水
は
東
洋
の
秘
術

と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
香
港
島

や
九
龍
半
島
に
住
む
都

市
民
の
な
か
に
は
、
そ
れ
を
身
に

つ
け
よ
う
と

「
新
界
風
水
探
求

ツ

ア
ー
」
を
組
む
現
象
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
第

二
に
、
す

で
に
強

調
し
て
き
た
よ
う
に
、
風
水
は
中
国
の
伝
統
生
態
科
学
と
し

て
の
再
評
価
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
政
庁
だ
け
で
な
く
、
環
境
保
護

団
体
な

ど
民
間
組
織
も
風
水

の
科
学
的
重
要
性
を
主
張
す
る
よ
う
に

な

っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
風
水
は
、
自
然
と
人
間
と
を
調
和
さ
せ
る

理
論
的

な
環
境
観
と
し
て
西
洋
人
に
再
評
価
さ
れ
、
イ
ン
テ
リ
ア

・

デ
ザ
イ

ン
に
も
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
か
よ
う
な
イ
ン
テ
リ

ア
の
風
水
は
、
む
し
ろ
海
外

の
学
者
や
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
通
し
て

グ
ロ
ー

バ
ル
に
拡
大
す
る
に
至

っ
て
い
る

(18
)。

　
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
か

つ
て
風
水
は

「
民
俗
宗
教
」
と
し

て
の
様
相
を
み
せ
て
い
た
。
だ
が
、
植
民
地
主
義
に
よ
る
近
代
化
の

波
は
、

そ
れ
を
抵
抗
の

「武
器
」
に
、
さ
ら
に
は
生
態
科
学

へ
と
分

岐
さ
せ
て
き
た
。

い
ま
風
水
は
か
よ
う
な
ポ
ス
ト
民
俗
宗
教

の
時
代

に
突
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
香
港
風
水

の
現
代
的
変
遷
に

つ
い
て
み
て
き
た
。
最

後
に
、
本
稿

で
挙
げ
た
事
例
に
基
、、つ
き
、
ポ
ス
ト
民
俗
宗
教

へ
の
転

換
に
関
す
る
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
し

て
お
き
た

い
。

　
第

一
に
、
民
俗
宗
教
と
し
て
の
香
港
風
水
は
、
政
治
経
済
的
背
景

と
連
動
し
つ
つ
そ

の
性
格
を
変
え

て
き
た
。
本
稿
で
示
し
て
き
た
よ

う
に
、
ポ
ス
ト
民
俗
宗
教
時
代

の
風
水
は
、
か
つ
て
の

「気
」
や
災

因
論
に
基
づ

い
た
様
相
だ
け
で
な
く
、
政
治
言
説
ー

そ
れ
が
中
華
伝

統

で
あ
れ
生
態
科
学

で
あ
れ
ー
と
し

て

の
様
相
を
も
呈
す
よ
う

に

な

っ
て
い
る
。
興
味
深

い
こ
と
に
、
こ
う

し
た
近
代
化
に
よ
る
民
俗

宗
教
か
ら
政
治
言
説

へ
の
変
化
と
い
う
図
式
は
、
人
類
学
者
で
あ
る

コ
マ
ロ
フ
夫
妻
が

ア
フ
リ
カ
の
妖
術
研
究

で
示
し
た
図
式
と
極
め
て

類
似
し

て
い
る

(19
)。
こ
こ
か
ら
、

フ
ォ
ー

デ
ィ
ズ

ム
/
ポ

ス
ト

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
体
制
に
お
け
る
政
治
経

済
構
造
と
民
俗
宗
教

の
あ

り
方
と
の
問
に
、
何
か
し
ら
の
相
関
関
係

が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

　
第

二
に
、
風
水
は
、

一
般
的
に
中
国
の
伝
統
的
慣
習
と
し
て
知
ら

れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た

「名
づ
け
」
が
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
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こ
と
は

、
本
稿
の
事
例
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ

る
。
と
り
わ
け
政

治
言
説
と
し
て
の
風
水
は
、
む
し
ろ
欧
米
に
お
け
る
環
境
保
護
言
説

(生
態
都
市
建
設
も
こ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
)
の
文
脈
に
お

い

て
、
政

庁
の
役
人
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
人
に
よ

っ
て
再
解
釈
さ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
ポ
ス
ト
民
俗
宗
教
時
代
の
風

水
は
、
植
民
地
主
義

の
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ

ム
的
知
覚
に
よ

っ
て
再
生

産
さ
れ
、
そ
れ
が
あ
た
か
も

「
東
洋

の
」
代
物

で
あ
る
か
の
よ
う
に

謳
わ
れ

て
い
る

「西
洋
の
」
文
化
な
の
で
あ
る
。

　
本
稿

で
は
と
り
わ
け
、
植
民
地
主
義
の
過
程
で
、
風
水
が
生
態
科

学
と
し

て
の
レ
ッ
テ
ル
を
獲
得
し
て
い
く
側
面
を
強
調
し
て
論
じ
た
。

こ
の
生
態
科
学
と
し
て
の
風
水
は
、
香
港
だ
け
で
な
く
、

い
ま
や
ド

イ
ツ

・
韓
国

・
日
本
な
ど
世
界
的
な
広
ま
り
を
み
せ
て
お
り
、
各
国

の
都
市

建
設

に
風
水

が
活
用
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。
同
時

に
、
大

陸
中
国
に
お

い
て
も
、
生
態
科
学
と
し
て
の
風
水
は
若
者
を

中
心
に
広
ま
り

つ
つ
あ
る
。
大
陸
中
国
に
お

い
て
民
俗
宗
教
と
し
て

の
風
水

は
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ

っ
て
迷
信
と
さ
れ
、
香
港

経
由
の
風
水
に
と

っ
て
替
わ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
香
港
風
水
の
大
陸
中
国

で
の
広
ま
り
に
関
し
て
は
、
次
回
、

広
東
省

の
東
北
部
に
位
置
す

る
梅
州
市

の
事
例
で
詳
細
に
見

て
い
く

と
し
よ
・つ
。

注
(
1
)

楊
文

衝

　

二

〇
〇
六

『中
国

風
水

十

講
』

北

京

"
華
夏

出
版

社

、

三

　

一
頁

(
2
)
水

口
拓

寿

　

二
〇

〇
三

「
『
葬
書

』
　

　

風

水

理
論

の
古

典
」
渡
邊

欣

雄

(編

)

『
ア
ジ

ア
遊

学

　
特
集

11
風
水

の
歴
史

と

現
代
』

四

七
、

勉
誠

出

版

、

二
四

頁

(
3
)

フ
リ

ー
ド

マ
ン

・
M
　

一
九

八

七
　

『中

国

の
宗

族
と

社
会

』

(
田
村

克
己

・
瀬

川
昌

久

訳
)
、
引
文

堂

。

(4
)
河
合

洋
尚

　

二
〇

〇
三
　

『人

為

的
構

築

環
境

(9

=
一
窪
げ
ぎ

コ
ヨ
o
邑

　
の
社
会
人
類
学
的
研
窄
-

植
民
地
期
香
港
の
都
市
計
画
と
薪
界
宗
族
の

風
水
解
釈
の
変
遷
過
程
』
東
京
都
立
大
学
修
士
論
文
、
第
三
章
を
参
照
。

　
な
お
、
香
港
風
水
の
変
遷
に
関
す
る
詳
細
は
本
論
文
に
収
録
さ
れ
て
い

　
る
。

(5
)
渡
邊
欣
雄
　
『漢
民
族
の
宗
教
』
第

一
書
房

(
6
)
ア
イ

テ

ル

・
E
　

一
九
九

九

『風

水
-

欲

望

の

ラ
ン
ド

ス
ケ

ー
プ
』

　
(中
野
美
代
子

・
中
島
健
)
青
土
社

(7
)
イ
ギ
リ
ス
が

一
八
九
八
年
に
接
収
す
る
以
前
、
新
界
で
勢
力
を
も
っ

　
て
い
た
五
つ
の
宗
族
　
　
郡
氏
、
文
氏
、
候
氏
、
彰
氏
、
彦
氏
を
指
す
。

(8
)
陳
変
麟
　

一
九
八
七

「香
港
新
界
在
二
十
世
紀
的
土
地
革
命
」
『民
族

　
研
究
所
集
刊
』
六

一

(9
)
ワ
ト
ソ
ン
　

一
九
九
四
　
「死
者
を
記
憶
に
と
ど
め
る
こ
と
」
ワ
ト
ソ

　
ン
&
ロ
ー
ス
キ
ー
編

『中
国
の
死
の
儀
礼
』
(西
脇
常
紀
ほ
か
訳
)
平
凡
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社
(
11
)
大
橋

健

一　

一
九

九
四
　

「香

港

に
生

き

る
風
水

思
想

(後

)
」
『地

理
』

三
九

-
七

、

一
〇

〇
頁

/

二
〇

〇
三
年

十

一
月

十

二
日

、
香

港

の
立
法

会

会

議

に
お

い
て
陳

偉
業

議

員
ら

は
、

「
萱

符
費

」

の
支
払

い
に

つ
い
て

の

議

題

に

つ
い
て
触

れ
た

際

に
、

一
九

六
〇

年
代

以
降

の
政

庁

に
よ

る

「
蓬

符
費
」

の
支

払

い
状

況

に

つ

い
て
も

言

及

し

て

い
る
。
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河合洋尚●移りゆく香港の風水言説(前)


