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い
り
ゆ
う
お
く

　

本

稿

は
、

中

国

華

南

地

方

の
客

家

民

居

と

し

て
知

ら

れ

る

囲

龍

屋

を

対

象

と

し

、

そ

の
風

水

実

践

の
変

遷

を

考

察

す

る

こ
と

を

目

的

と

し

て

い
る

。

客

家

は

、

囲

龍

屋

の
位

置

、

形

状

、

方

位

等

を

判

断

す

る

際

、

祖

先

か

ら

伝

え

ら

れ

て

き

た

や

り

方

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

カ
ン
ウ
ッ
チ
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
オ
ウ
ソ
チ
ョ
ン

使

う

が

、

そ

れ

を

風

水

で

は

な

く

「
看

屋

床

」

(あ

る

い

は

「
倣

屋

場

」

な

ど

の
)

と

い
う

言

葉

で
表

し

て

き

た

。
し

か

し

、
一
九

九

〇

年

代

以

降

、
学

術

や

マ

ス

・
メ

デ

ィ

ア

が

囲

龍

屋

を

風

水

の
観

点

か

ら

宣

伝

し

始

め

る

と

、

彼

ら

は

、

「
看

屋

床

」

を

風

水

の
範

疇

か

ら

解

釈

し

直

し

、

そ

の
思

想

や

実

践

の

一
部

を

変

え

る

に

至

っ
た

。

本

稿

は
、

風

水

を

現

地

の
主

観

か

ら

捉

え

る

こ
と

で
、

「
看

屋

床

」

が

風

水

と

し

て

生

ま

れ

変

わ

っ

て

い
く

過

程

を

検

討

す

る

。

1
　
客
家
と
風
水

　
風
水
は

一
般
的

に
、
古
代
中
国

に
起
源
す
る
、
伝
統
的
な
環
境
知
識
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
初
め
て
体
系
的
に
風
水
の
原
理
を
説
明
し
た

『
葬
書
』、
お
よ

び
後

の
風
水
書
に
よ
る
と
、
風
水
は
、
地
勢
判
断
に
よ
り

「気
」
の
流
れ
を
把
握
し
、

陰
陽
五
行
、
八
卦
、
二
八
宿
な
ど
の
宇
宙
哲

学
的
な
論
理
に
よ
り
、
墓
や
住
宅
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

の
周
囲
環
境
を
判
断
す
る
、
環
境
判
断
の
技
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
風
水
は
も
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
う
いん
し
ゆう

と
王
朝
の
環
境
測
定
術
と
し
て
発
展
し
た
が
、
唐
代
末
期
、
楊
笏

松
と

い
う
風
水

師
が
戦
乱
を
逃
れ
て
華
南
地
方
に
移
住
し
た
折
、
そ
こ
の
民
間
で
風
水
が
伝
え
ら
れ

た
。
そ
れ
以
降
、
華
南
地
方
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
で
風
水
が
伝
播
し
、
明

・
清
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　

に
は
民
間

で
広
く
流
行
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
る
。

　
そ
う
し
た
民
間

の
風
水
に

つ
い
て
の
研
究
は
、
早
く
も

一
九
世
紀
後
半

の
宣
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヨ　

師
の
記
述

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
ア
イ
テ
ル
が
香
港
の
風
水
を
、デ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　

ホ

ロ
ー
ト
が
福
建
省
の
風
水
を
記
述
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本

稿
の
研
究
対
象
で
あ
る
客
家
の
風
水
に
つ
い
て
も
、
宣
教
師
で
あ
る
ル
ド
ル
フ

・
レ

ヒ
ラ
ー
が
、

一
八
七
八
年
と
い
う
早

い
時
期
に
、
「客
家
と
呼
ば
れ
る
集
団
の
問
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
信
仰
が
あ
る
が
、
彼
ら
が
特
に
真
摯

に
信
仰
し
て
い
る
の
は
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ら　

水
で
あ
る
」
と

い
う

一
文
を
紹
介
し
て
い
る
。
客
家

の
風
水
を
め
ぐ
る
研
究
は
二
〇

世
紀
に
入

っ
て
も
続
け
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
客
家
と
風
水
の
関
連
性
に
つ
い
て
学

術
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
客
家
学

の
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
羅
香
林
の
記
述

で

あ
る
。
羅
は
、
客
家
が
唐
代
末
期
よ
り
五
度
の
大
移
動
を
通
し
て
南
下
し
た
北
方
(中

原
)
漢
族

の
末
喬

で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
こ
の
前
提

の
も
と
、
客
家
と
風
水

の
関

 ARENA2012 vol.14159



係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

「客
家
は
風
水
を
甚
だ
深
く
信
じ
る
。
風
水
は
、
漢
族
固
有

の
遺
産
と
言
え
る
け

れ
ど
も
、
客
家
社
会
に
お
け
る
風
水
の
迷
信
ぶ
り
は
、
他
の
各
地
と
比
べ
て
も
顕
著

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
客
家
の
移
住

の
歴
史
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
…

(中
略
)

…
楊
笏
松
が
慶
化

(今
の
寧
都
)
に
移
住
し
た
時
代
は
、
客
家

の
第
二
期
の
大
移
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

と
完
全
に
符
合
し
て
い
る
」
。

　

こ
の
時
点
で
、
羅
香
林
は
、
①
風
水
が
客
家
の
間

で
深
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

②
そ
の
背
景

に
は
客
家

の
移
住

の
歴
史
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
、
③
楊
笏
松

の
移
住

の
時
期
が
客
家

の
中
原
か
ら
の
大
移
動
と
重
複
し
て
い
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。

た
だ
し
、
羅
香
林
は
、
だ
か
ら
客
家
が
中
原
文
化
で
あ
る
風
水
を
深
く
信
じ
る
の
は

当
然
で
あ
り
、
楊
笏
松
が
客
家
で
あ
る
と
、
明
確

に
述

べ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
見
解

は
、
後
世
の
客
家
研
究
者
に
よ
り
、
客
家
風
水
論

の
基
軸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　フ　

と
し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

な
か

で
も
、
上
述

の
羅
香
林
の
説
を
継

承
し
、
今
日
に
至

る
客
家
風
水
論
を
中

国
で
打
ち
出
し
た
の
は
、
韓
南
師
範
大
学
客
家
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
の
羅
勇
で
あ
ろ

う
。
羅
勇
は
、
客
家
地
域
で
風
水
が
流
行
し
て
い
る
理
由

に
つ
い
て
、
主
に
次

の
三

点
を
挙
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
楊
笏
松
は
唐
末

の
戦
乱
を
逃
れ
て
中
原
か
ら
華
南
に

南
下
し
た

「客
家
先
民
」
(客
家

の
祖
先
)
で
あ
る
こ
と
、
②
楊
笏
松
は
今
日

の
客

家
地
域
で
あ
る
韓
南

(江
西
省
籟
州
市
)
に
逃
れ
て
形
勢

(江
西
)
学
派
を
創
始
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

おう

そ
れ
を
民
間

の
客
家
に
伝
え
た
こ
と
、
③
理
気

(福
建
)
学
派
の
創
始
者
で
あ
る
王

き
ゅ
う

仮
も
ま
た
鞍
南
出
身
の
客
家
で
あ

っ
た
こ
と
、
④
し
た
が

っ
て
中
原

の
文
化
で
あ
る

風
水
が
客
家
地
区
に
お
い
て
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
き
た

こ
と
、
が
羅
勇
に
よ

っ
て
強

　
　
　
　
　
　
　
　　　

調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
周
知

の
通
り
、
今
日

の
中
国
で
は
風
水

は
公
的

に

「迷
信
」
で
あ
る
と
さ
れ
て

お
り
、
特
定
の
民
族
や

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
風
水
を
殊
更
強
調
す
る
研
究
は
稀
で
あ
る
。

陳
西
省

河南省

江西省

福建 省、

広東省

図1'中 原 と華南地方の客家居住地

 

例
え
ば
、
筆
者
は
、
あ
る
著
名
な
潮
州
研
究
者
に
イ

ン
タ
ヴ

ュ
ー
を
お
こ
な

っ
た
際
、

「潮
州
地
域
の
風
水
は
む
し
ろ
客
家
地
域
よ
り
も
盛
ん
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
我
々

は
ま
だ
政
治
的
な
正
統
性
を
見

つ
け
て
い
な

い
の
で
、
風
水
は
あ
ま
り
書
け
な

い
」

と
述
べ
て
い
た
。
実
際
、
中
国
客
家
学

の
中
心
の

一
つ
で
あ
る
嘉
応
大
学
客
家
研
究

所
が
刊
行
す
る

『客
家
研
究
輯
刊
』
に
は
た
び
た
び
風
水
を
テ
ー

マ
と
す
る
論
文
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
国
潮
州
学
の
中
心
の

一
つ
で
あ
る
韓
山
師
範
大
学

が
刊
行
す
る

『潮
学
研
究
』
に
は
、
風
水
関
連

の
論
文
が
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な

い
。

で
は
、
な
ぜ
客
家
の
風
水
が
現
代
中
国
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

客
家
に
と

っ
て
風
水
が
中
原
文
化
の
精
髄
で
あ
り
、
そ
れ
が
客
家
と
い
う

エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
の
精
神
的
支
柱
で
あ
る
こ
と
が
羅
勇
ら
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

IGO



●特葉： 民俗知 としての風 水

　

客
家

の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
精
神
を
体
現
す
る
要
素
と
し
て
の
風
水
は
、
こ
れ
ま

で

数
多
く
の
研
究
者
に
よ

っ
て
探
求
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
特
に
注
目
を
集
め

て
き
た
の
が
、
囲
屋
、
円
形
土
楼
、
囲
龍
屋
と

い
っ
た
客
家

の
集
合
住
宅

に
お
け
る

風
水

の
存
在
で
あ
る
。
特
に
中
国
の
客
家
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
集
合
住
宅
に
陰

陽
五
行
、
八
卦
、
天
人
合

一
な
ど
中
原
文
化
の
要
素
が
内
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る

こ
と
で
、
客
家
が
中
原
民
族

の
末
喬
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
他

方
で
、
こ
う
し
た
記
述
は
、
政
府
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と

い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
媒
体
を
通
じ
て
、
客
家
住
宅
を
め
ぐ
る
集
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ

く
り
だ
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
客
家
住
宅
が
い
か
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の

か
に
つ
い
て
、
囲
龍
屋
を
事
例
と
し
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た

い
。

2

.

囲

龍

屋

と

客

家

風

水

　
囲
龍
屋

(写
真

1
)
は
、
北
京

の
合
院
式
、
陳
西
省
の
ヤ
オ
ト
ン

(奮
洞
)
式
、

広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
省

の
ガ

ン
ラ
ン

(杵
欄
)
式
、
雲
南
省
の

一
穎
印
と
並
ぶ
、
中

国
五
大
民
居

の

一
つ
で
あ
る
。
囲
龍
屋
は
、
そ
の
絶
対
的
多
数
が
広
東
省
の
東
部
に

位
置
す
る
梅
州
市

(旧
称
"梅
県
、
嘉
応
州
)

の
管
轄
内
に
分
布
し
て
お
り
、
そ
の
他
、

広
東
省
河
源
市
、
潮
州
市
、
福
建
省
龍
岩
市
に
も
わ
ず
か
に
分
布
し
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
地
区
は
い
ず
れ
も
梅
州
市
と
隣
接
し
て
い
る

(図
1
を
参
照
)。
梅
州
市
は
、

住
民
の
ほ
ぼ

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
客
家

で
占
め
ら
れ
、
世
界
に
居
住
す
る
客
家
の

「故
郷
」
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
地
区

で
あ
る
。

　

図
2
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
囲
龍

屋

の
内
部

に
は
複
数

の
部
屋
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゾ
ント
ンギ
ヤ
ン　
ワ
ンウ
　ギ
ヤ
ン　　
ウ
イ
ロンギ
ヤ
ン

全
体
的
に
楕
円
状
に
な

っ
て
い
る
。
中
堂
間
、
横
屋
間
、
囲
龍
間
に
は
、
伝
統
的
に

は
同
じ
宗
族

の
者
が
居
住
す
る
。
囲
龍
屋
は
、
規
模
が
大
き
け
れ
ば
三
〇
〇
余
名
、

規
模
が
小
さ
く
て
も
数
十
名
の
者
が
住
め
る
構
造
に
な

っ
て
い
る
。

写真1　 囲龍屋の全体写真

　
囲
龍

屋

の
中
央

部

に
あ

る

ソ
ン
タ
ン
　
　
ゾ
ン
タ

ン
　

　

ハ
　
タ
ン

上
庁
、

中

庁
、
下

庁

は
、

居

住

者
た
ち

の
公
共

の
場

で
あ

る
。
上
庁
に
は
、
祖
先
に
位
牌

が
設
置
し
て
あ
り
、
ゆ
え
に
別

名
を
祖
堂
と

い
う
。
ま
た
、
上

庁
と
中
庁
、
中
庁
と
下
庁

の
間

に
は
天
井

(上
方

に
屋
根
が
な

く
下
方
に
長
方
形
の
浅

い
堀
が

あ
る
)
が
あ
り
、
採
光
と
水
は

け
に
優
れ
た
箇
所
と
な

っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
ほ
と
ん
ど
の
囲

龍
屋
の
前
に
は
半
月
型

の
池
が

あ
り
、
防
火
な
ど
に
利
用
さ
れ

図2　 囲龍屋の平面図
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る
。

こ

の
池

は
、
風

水

上

重

要

で
あ

る

と

い
う

理

由

か

ら

、
風

水

池

と

も

呼

ば

れ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
フ
ア
　
ト
イ

他

方

、
囲

龍

屋

の
後

方

に

は

、
半

月

型

に
隆

起

す

る

化

胎

と

呼

ば

れ

る
部

分

が

あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
オ
　
ロ
ン
サ
ッ

化

胎

は
通

常

、

コ

ン
ク

リ

ー

ト

で

は

な

く

、

鷲

卵

石

と

い
う

楕

円

形

の
石

が
敷

き

詰

め

ら

れ

て

お

り

、

そ

れ

ゆ

え

化

胎

は
亀

の
甲

羅

の
形

に

見

え

る
。

ま

た

、

化

胎

児

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ン
　
フ
ォ
ン
ン
　
ト
ゥ

前

側

面

に

は

、

五

つ
の

異

な

っ
た
形

の
図

案

が

刻

ま

れ

て

い

る
。

こ
れ

を

五

方

五

土

ロ
ン
サ
ン

龍
神
と

い
う
。
さ
ら
に
、
化
胎
の
周
り
に
は
、
囲
龍
間
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。
囲
龍

間
は
、
囲
龍
屋
の
規
模
が
大
き
け
れ
ば
、
二
重

に
も
三
重
に
も
な
る
。
た
だ
し
、
そ

の
う
ち

一
列
目
の
真
ん
中
の
部
屋
だ
け
が
神
聖
視
さ
れ
て
お
り
、
人
が
住
む
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロン
タ
ン　
　
　
　
　
　
　
　　
　

許
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
部
屋
は
龍
庁
と
呼
ば
れ
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
上
述

の
学
術
研
究

は
、
囲
龍
屋
の
風
水
を

い
か
に
描
き
出
し

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
論
点
を
筆
者
な
り

に
ま
と
め
る
と
、
少
な
く
と
も
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い　

の
四

つ
の
方
向
性
で
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
第

一
は
、
客
家

の
風
水

は
形
勢
学
派
が
主
流

で
あ
る
と

い
う
立
場
か
ら
、
「龍
」

や

「水
」
な
ど
の
原
則
に
基
づ
い
て
囲
龍
屋

の
風
水
を
解
釈
す
る
も

の
で
あ
る
。
数

名

の
中
国
客
家
学
者
は
、
客
家
は
、
囲
龍
屋

の
風
水
を
看
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
山
の

形
状

(す
な
わ
ち

「龍
」)
を
看

て
、
そ
こ
に

「気
」
が
通

っ
て
い
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
山
か
ら
降
り
て
く
る

「気
」
は
、
ま
ず
龍
庁
を
通
り
、

続

い
て
化
胎
、
五
龍
五
土
龍
神
、
祖
堂
、
天
井
を
通

っ
て
か
ら
、
最
終
的

に
は
池

(す

な
わ
ち
「水
」
)
に
辿
り
着
く
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、

囲
龍
屋
で
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
龍
庁
、
化
胎
、
五
方
五
土
龍
神
、
祖
堂
、
池
は
、
み

な
囲
龍
屋

の
中
軸
線
上
に
あ
る
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
中
国
客
家
学
者

は
、
囲
龍
屋

の
風
水
に
は
、
古
代
中
原
の
文
化
的
記
号
で
あ
る

「伝
統
中
軸
線
」
が

表
れ
て
い
る
と
論
じ
る
。
ま
た
、
化
胎
の
二
文
字
も
ま
た
古
代
中
原
に
お
い
て
編
ま

れ
た

『黄
帝
内
経
』
に
由
来
す
る
と
い
う
の
で
、
同
様
に
中
原
文
化

の
表
れ
で
あ
る

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

写真2　 五方五土龍神

　
第

二
は
、
囲
龍
屋

の
風
水
に
は
、

古
代
中
原

の
文
化
的
記
号

で
あ
る

「陰
陽
五
行
説
」
が
内
容
さ
れ
て
い

る
と

い
う
説

で
あ
る
。

こ
の
主
張

は
大
き
く
二

つ
に
分
か
れ
る
。

一

つ
は
、
囲
龍
屋

の
後
方

に
位
置
す

る
化
胎
と
前
方
に
位
置
す

る
池
と

が
、
「陰
陽
」
の
原
理
に
よ

っ
て
成

り
立

っ
て
い
る
と

い
う
論
で
あ
る
。

す
で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
化
胎
と

池

は
、
と
も
に
半
月

の
形
を
し
て

お
り
、
両
者
が
組
み
合
わ
さ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ム

円
形
と
な
る
。
ま
た
、
化
胎
は
陰

サ

ン
城
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ

る
こ
と

か
ら
、
化
胎
を

「陰
」
、
池
を

「陽
」
と
み
な
し
て
き
た
。
も
う

一
つ
は
、
五
方
五

土
龍
神
に
刻
ま
れ
た
五

つ
の
図
案
が
、
五
行

の
形
を
し
て
い
る
と

い
う
論

で
あ
る
。

写
真
2
に
み
る
よ
う
に
、
五
方
五
土
龍
神

の
図
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
五

つ
の

形
を
し
て
い
る
。
中
国
客
家
学
者
は
、
図
案

の
形
状
か
ら
判
断
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
は

左
か
ら
右
に
向
か
っ
て
木
↓
火
↓
土
↓
水
↓
金
の
順
に
並
べ
て
い
る
の
だ
と
説
い
て

い
る
。

　
第
三
は
、
客
家

は
風
水
を
と
り
わ
け
篤
く
信
仰
す
る
の
で
、
彼
ら
に
は
自
然
と

の
調
和
を
好
む

「天
人
合

一
」

の
思
想
が
備
わ

っ
て
い
る
と
論
じ
る
も

の
で
あ
る
。

囲
龍
屋

で
は
、
そ
の
周
囲
に
風
水
林
や
池
な
ど
人
工
的
な
自
然
が
配
置
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
こ
う
し
た
側
面
か
ら
、
客
家

の
精
神
の
な
か
に

「自
然
」
と

「文
化
」
の

協
調
関
係
を
愛
す
る
古
代
中
原
の
思
想
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
論
は
、
中
国

1G2
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客
家
学
に
お
い
て
は
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
第
四
は
、
風
水
の
技
術

に
関
す
る
も

の
で
、
客
家
集
合
住
宅

の
方
位
や
尺
度
を

測
る
技
法
の
な
か
に
、
古
代
中
原
文
化
が
表
れ
て
い
る
と
す
る
議
論

で
あ
る
。
ま
ず

方
位
に
関
し
て
は
、
客
家
は
囲
龍
屋

の
建
設
に
あ
た

っ
て
羅
盤
を
使

い
、
囲
龍
屋
の

中
軸
線
を
南
北
子
午
線
に
合
わ
せ
る
の
を
好
む
と
い
う
。
次
に
、
尺
度
の
測
定

で
は
、

魯
班
尺
と
い
う
吉
凶
の
刻
ま
れ
た
物
差
し
を
使
う
と
さ
れ
て
い
る
。
魯
班
は
、
古
代

中
原
の
伝
説

の
大
工
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
物

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
国
客
家
学
は
、
形
勢
学
派
、
羅
盤
、
魯
班
尺
と

い
っ
た
風
水

の
理
論
や
道
具
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
中
原
文
化
の
結
集
点
と
い
う
視
点
か
ら
も
囲

龍
屋
を
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
囲
龍
屋

の
風
水
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、

単
な
る
学
術
的
な
描
写
に
と
ど
ま
ら
ず
、

マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
、
博
物
館
展
示
、
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ロ　

教
育
な
ど
を
通
し
て
流
布
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
、
梅
州
市
に
行

っ
て
囲
龍
屋
の
風
水
に

つ
い
て
聞
く
と
、
現
地
の
人
々
は
、

形
勢
学
派
、
伝
統
中
軸
線
、
陰
陽
五
行
な
ど
の
観
点
か
ら
彼
ら
の
伝
統
住
宅
を
語
る

で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
中
原
か
ら
南
下
し
た
客
家
の
文
化
的

「遺
産
」
で
あ
る
と
説

明
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
彼
ら
が
羅
盤
や
魯
班
尺
を
使

っ
て
囲
龍
屋

の
風
水

を
み
る
姿
を
目
撃
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
中
国
客
家
学
が
主
張
し
て

き
た
囲
龍
屋

の
風
水
イ
メ
ー
ジ
は
、
全
く
根
拠
の
な

い
ソ
ー
ス
か
ら
捏
造
さ
れ
た
紛

い
物
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
、
も
し
中
原
文
化
と
い
う
視
点
か
ら
の
み
囲
龍

か

わ

い

・
ひ
ろ
な
お
◎

一
九
七
七
年
神
奈

川
県
生
ま
れ
。

二
〇
〇
九
年

東
京
都

立
大
学
社
会
科

学
研
究
よ
り
博
士
学

位
を
取
得
。
中

国

・
嘉
応

大
学

客
家
研
究
所
講
師

、
中
国

・
中
山
大
学

社
会
学
与
人
類
学

学
院
助

理
研
究
員

[講
師
]

を
経

て
、
現
職
。
専

攻
は
、
社
会
人
類
学

、
景
観

人
類
学

、
中
国
漢
族
研
究

。

点
余
。

ほ
か
論
文
三
〇

屋
の

「風
水
」
を
捉
え
る
と
、
お
そ
ら
く
客
家
が
よ
り
重
視
し
て
き
た
囲
龍
屋

へ
の

思
想
や
実
践
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、囲
龍
屋

の
建
設
に
あ
た

っ

て
、
し
ば
し
ば
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
慣
習
的
な
や
り
方
を
使

っ
て
き
た
。
ま

た
、
彼
ら
は
、
そ
れ
を
風
水

で
は
な
く

「看
屋
床
」
と
呼
び
、
囲
龍
屋
を
建
造
す
る

際
の
基
本
的
な
原
理
と
し
て
き
た
。

　

で
は
、
梅
州
市

の
客
家
が
重
視
し
て
き
た

「看
屋
床
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
次
に
X
宗
族

の
事
例
を
見
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

3
　
囲
龍

屋
と

「看
屋
床
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ロ
　

　
筆
者

は
、
梅
州
市

で
調
査
を
始
め
た
ぼ
か
り
の
頃
、
上
述

の
風
水
イ
メ
ー
ジ
を

入
れ
、
い
く

つ
か
の
宗
族
を
訪
問
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
聞
く

「風
水
」
の
話
は
、

中
国
客
家
学
が
説
明
し
て
き
た
モ
デ
ル
と
は
、
異
な
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
化
胎
を
流
れ
る

「気
」
に

つ
い
て
説
明
し
た
り
、
五
方
五
土
龍
神
を
五
行
の
視

点
か
ら
説
明
し
た
り
す
る
人
々
も

い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
て

き
た
別
の
や
り
方
を
強
調
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
こ
の
や
り
方
は
、
必
ず
し
も
固

定
し
た
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
ば
し
ぼ

「看
屋
床
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
用
語
を
採
用
す
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「看
屋
床
」
は
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た

囲
龍
屋
の
建
造
方
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
や
り
方
は
各
宗
族
に
よ
っ
て
差
が
認

め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
全
て
の
客
家
に
共
通
し
た

「看
屋
床
」

は
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
「看
屋
床
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

か
を
説
明
す
る
際

に
は
、
特
定
の
宗
族

の
事
例
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
梅
州

市
の
都
市
部

(梅
江
区
)
に
居
住
す
る
X
宗
族
の
場
合
、
彼
ら
が
説
明
す
る

「看
屋

床
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
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