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風
水
は
祖
先
と
子
孫
と
も
つ
な
が
る
地
理
だ

　

私
は
一
九
九
〇
年
に
『
風
水
思
想
と
東
ア
ジ
ア
』
と
い

う
本
を
書
き
、
以
来
、
二
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
風
水
の

研
究
を
行
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
九
一
年
か
ら
風
水
が
占

い
ブ
ー
ム
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ

以
前
は
風
水
と
い
う
言
葉
す
ら
ほ
と
ん
ど
話
題
に
な
っ
た

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
本
来
、
風
水
は
占
い
で
は
な
い
。

　

私
は
風
水
を
「
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
環
境
影
響
評
価

法
）」
と
定
義
し
て
い
る
。
と
言
っ
て
も
、
現
在
用
い
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
人
為
的
な
建
造
物
な
ど
が
環
境
に
与
え

る
影
響
を
調
べ
る
「
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
違
っ
て
、

「
環
境
が
人
為
的
建
造
物
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
る
の
か

評
価
す
る
方
法
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
来
の
環
境
ア
セ
ス

メ
ン
ト
の
意
味
だ
ろ
う
。

　

風
水
の
考
え
方
は
古
代
中
国
に
発
し
、
周
辺
諸
国
や
地

域
に
及
ん
だ
が
、
自
然
環
境
に
よ
る
影
響
を
考
え
ず
に
は

計
画
的
な
都
市
設
計
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
日
本
に

も
風
水
の
考
え
方
は
伝
わ
り
、
平
城
京
も
平
安
京
も
設
計

さ
れ
て
い
る
。

　

風
水
と
い
う
言
葉
は
い
ま
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前

の
文
献
に
始
め
て
出
て
く
る
が
、
同
じ
意
味
の
言
葉
は

四
〇
〇
〇
年
前
か
ら
あ
る
。「
相
地
」「
相
宅
」
が
そ
う
で

あ
り
、
宅
と
は
都
市
の
こ
と
だ
。
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あ
る
よ
う
に
、
大
き
な
地
形
と
小
さ
な
地
形
が
判
断
の
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
。

④
「
四
霊
」
の
理
論
…
…
「
葬
は
左
を
青
龍
、右
を
白
虎
、

前
を
朱
雀
、
後
ろ
を
玄
武
と
す
る
」
と
あ
り
、
四
神
が
前

後
左
右
を
守
る
。
四
神
の
う
ち
、
朱
雀
が
平
野
で
あ
り
、

他
は
山
だ
。

⑤
「
方
位
」
の
理
論
…
…
「
土
圭
（
と
け
い
）
法
で
そ
の

方
位
を
図
り
、
玉
尺
で
そ
の
遠
近
を
度
（
は
か
）
る
」
と

あ
る
が
、
方
位
も
磁
気
も
中
国
の
発
見
で
あ
り
、
測
量
の

基
礎
は
中
国
が
作
っ
た
。
五
つ
の
判
断
項
目
の
中
で
は
唯

一
現
代
の
科
学
で
理
解
で
き
る
も
の
だ
。
土
圭
と
は
測
量

の
意
味
で
あ
り
、玉
尺
と
は
独
特
の
尺
度
で
、一
尺
の
ル
ー

ト
二
、
つ
ま
り
、
一
・
四
一
尺
で
あ
る
。

の
人
間
と
未
来
の
子
孫
の
幸
せ
に
大
き
く
関
わ
る
。
特
に

骨
に
人
の
気
が
凝
縮
す
る
場
所
が
あ
り
、
そ
れ
が
土
に
直

接
触
れ
る
死
者
は
最
も
気
の
影
響
を
受
け
や
す
い
。
そ
の

た
め
、
埋
葬
場
所
は
重
大
な
の
で
あ
る
。

　

風
水
は
地
形
・
水
流
・
気
候
・
地
質
・
植
生
な
ど
の
自

然
環
境
か
ら
、
陰
陽
・
五
行
・
八
卦
・
天
干
地
支
な
ど
宇

宙
の
規
則
的
な
運
行
ま
で
含
め
た
判
断
が
必
要
で
あ
り
、

吉
凶
禍
福
を
伴
う
た
め
、
こ
の
部
分
だ
け
が
占
い
に
転
じ

た
の
で
あ
る
。

風
水
か
ら
測
量
技
術
の
基
礎
が
生
ま
れ
た

　

風
水
の
原
点
は
『
葬
経
』
に
あ
る
が
、
日
本
語
訳
の
本

は
ま
だ
な
い
。『
葬
経
』
で
は
風
水
の
判
断
項
目
と
し
て

以
下
の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

①
「
気
」
の
理
論
…
…
「
葬
は
生
気
に
乗
ず
る
な
り
」
と

あ
り
、
埋
葬
は
生
き
た
人
の
気
に
乗
じ
て
行
う
べ
き
だ
と

考
え
る
。
当
然
、
埋
葬
地
は
い
い
土
地
を
選
ぶ
。

②
「
蔵
風
得
水
」
の
理
論
…
…
「
風
水
の
法
は
水
を
得
る

を
上
と
し
、
風
を
蔵
す
る
は
そ
れ
に
次
ぐ
」
と
あ
り
、
ま

ず
大
事
な
の
は
水
で
あ
り
、
水
が
ど
の
よ
う
に
地
を
走
っ

て
い
る
か
を
見
る
。
第
二
は
風
だ
。

③
「
形
勢
」
の
理
論
…
…
「
千
尺
（
約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

を
勢
と
し
、
百
尺
（
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
）
を
形
と
す
」
と

　

二
五
〇
〇
年
前
に
は
『
易
経
』
に
「
地
理
」
と
い
う
言

葉
が
出
て
く
る
が
風
水
と
同
じ
意
味
だ
。
こ
の
他
、 「
堪

輿
（
カ
ン
ヨ
）」「
青
烏
」「
陰
陽
」
な
ど
も
あ
る
。

　

風
水
と
い
う
言
葉
は
比
較
的
新
し
く
、俗
語
に
等
し
い
。

正
式
に
は
「
地
理
」
と
呼
ば
れ
る
。
つ
ま
り
、
地
理
学
は

風
水
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

風
水
判
断
の
専
門
家
を
文
語
で
は
「
風
水
師
」、
口
語

で
は
「
風
水
先
生
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
他
、
地
方
に
よ
っ
て

は
「
陰
陽
先
生
」「
陰
陽
生
」「
地
理
先
生
」「
南
蛮
子
」

な
ど
の
名
称
も
あ
る
。

　

風
水
思
想
の
特
徴
は
、
環
境
条
件
が
生
き
て
い
る
人
間

だ
け
で
な
く
、
死
者
（
祖
先
）
に
も
影
響
を
与
え
る
と
考

え
る
点
だ
。
そ
の
た
め
、風
水
で
は
お
墓
が
中
心
で
あ
り
、

住
宅
や
都
市
は
そ
の
次
で
あ
る
。

　
「
気
」
も
風
水
独
特
で
あ
り
、
根
本
理
論
だ
。
気
の
流

れ
が
人
間
や
死
者
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
る
。
現
在
、

天
気
や
人
気
と
い
う
言
葉
は
あ
る
が
、「
地
気
」
は
な
い
。

風
水
で
は
人
の
気
と
地
の
気
が
同
調
す
る
場
所
が
よ
い
土

地
で
あ
る
。

　
「
い
い
天
気
で
す
ね
」
と
い
う
挨
拶
は
一
般
的
だ
が
、

こ
れ
は
「
天
の
気
が
陽
に
転
じ
、
自
分
の
気
持
ち
も
陽
気

に
な
る
」こ
と
を
喜
ぶ
風
水
の
考
え
方
か
ら
発
し
て
い
る
。

　

人
の
気
は
死
者
と
同
じ
遺
伝
子
の
子
孫
に
も
影
響
す
る

と
風
水
で
は
考
え
る
た
め
、
死
者
へ
の
気
の
影
響
が
現
世

図1　風水モデルと明堂モデル（都市計画）
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に
広
場
を
置
く
。
そ
の
左
に
は
祖
先
の
神
を
、
右
に
は
地

域
の
神
を
祀
る
。
そ
し
て
、
周
囲
を
民
家
で
取
り
囲
む
。

　

明
堂
モ
デ
ル
は
さ
ら
に
土
地
管
理
に
も
応
用
さ
れ
、
孟

子
は
「
井
田
制
」
と
い
う
国
家
と
土
地
の
管
理
方
法
を
考

案
し
た
。
九
区
画
の
真
ん
中
に
公
田
を
置
き
、
周
囲
の
八

区
画
の
土
地
を
人
民
に
分
配
し
て
使
用
権
を
認
め
、
八
家

が
助
け
合
っ
て
耕
し
た
公
田
か
ら
の
収
穫
だ
け
を
租
税
と

し
て
徴
収
し
、
私
田
に
は
課
税
し
な
け
れ
ば
、
天
下
の
農

夫
は
集
ま
っ
て
く
る
と
考
え
た
。

　

こ
の
井
田
制
は
日
本
に
伝
わ
り
、
律
令
制
と
し
て
実
践

さ
れ
た
。
中
国
で
こ
の
制
度
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑

わ
し
い
が
、
日
本
が
や
り
遂
げ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

明
堂
モ
デ
ル
と
は
違
っ
て
、
風
水
だ
け
で
作
ら
れ
た
中

国
の
都
市
も
あ
る
。
福
建
省
北
部
南
平
城
で
は
、
都
市
を

城
壁
で
ぐ
る
り
と
取
り
囲
み
、
風
水
に
従
っ
て
門
を
開
け

る
。
城
壁
の
外
を
川
が
左
右
か
ら
流
れ
、
気
が
も
れ
や
す

い
場
所
に
五
重
塔
を
建
て
て
い
る
。

　

福
建
省
長
汀
城
も
同
様
に
城
壁
で
都
市
を
取
り
囲
み
、

そ
の
外
側
を
左
右
に
川
が
流
れ
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
寺

と
五
重
塔
を
建
て
て
い
る
。

　

沖
縄
に
も
こ
の
風
水
モ
デ
ル
が
伝
わ
り
、
沖
縄
の
風
水

書
に
は
理
想
地
形
の
村
落
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み

に
沖
縄
で
よ
く
見
か
け
る
松
は
防
風
林
で
は
な
く
、
気
が

も
れ
出
す
の
を
防
ぐ
た
め
に
各
地
で
植
え
ら
れ
た
。
沖
縄

路
を
曲
げ
る
方
が
風
水
に
合
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
都
市

設
計
は
風
水
モ
デ
ル
か
ら
発
展
し
た
「
明
堂
モ
デ
ル
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
図
2
の
左
側
に
あ
る
沖
縄
の
お
墓
も
風

水
に
則
っ
て
お
り
、
龍
脳
と
穴
が
最
も
重
要
な
納
骨
堂
に

な
っ
て
い
る
。
前
方
後
円
墳
も
同
じ
で
あ
る
。

日
本
の
古
代
都
市
も
風
水
で
作
ら
れ
た

　

二
五
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
『
周
礼
』
の
「
考
工

記
」
に
は
当
時
の
都
市
計
画
の
基
本
と
も
い
う
べ
き
明
堂

モ
デ
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
。
九
条
の
縦
断
路
と
九
条
の
横

断
路
に
よ
っ
て
碁
盤
目
状
の
九
区
画
に
区
切
ら
れ
、
皇
帝

の
住
ま
い
で
あ
る
宮
城
は
真
ん
中
に
、
後
ろ
に
市
場
、
前

　

日
本
の
畳
や
家
具
、
刀
、
仏
像
な
ど
の
寸
法
は
実
は
こ

の
玉
尺
で
作
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
伝
統
的
な
家
具
が

日
本
の
建
物
に
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
理
想
の
風
水
地
形
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
ろ
う
か
。
図
1
を
ご
覧
頂
き
た
い
。

　

風
水
で
は
山
か
ら
気
が
内
側
に
向
か
っ
て
流
れ
出
し
て

い
る
と
考
え
る
。
山
か
ら「
外
青
龍
」あ
る
い
は「
内
青
龍
」

に
沿
っ
て
流
れ
込
み
、
気
が
集
中
す
る
の
が
「
穴
」
で
あ

る
。
都
市
は
「
龍
脳
」
と
呼
ば
れ
る
山
を
”
枕
“
と
し

て
設
計
さ
れ
、
穴
の
下
部
分
が
「
明
堂
」
と
い
う
気
が
た

ま
る
”
部
屋
“
に
な
る
。

　

気
は
動
か
な
い
状
態
は
よ
く
な
い
の
で
、
絶
え
ず
流
れ

て
い
る
方
が
よ
い
。
そ
の
た
め
、
明
堂
の
両
側
に
川
を
置

き
、
そ
の
水
に
よ
っ
て
気
を
流
す
。
し
か
し
、
気
が
都
市

の
外
に
漏
れ
出
て
は
い
け
な
い
の
で
、
漏
れ
を
止
め
る
た

め
に
近
く
に
「
案
山
」、
遠
く
に
「
朝
山
」
と
い
う
山
を

配
し
て
防
ぐ
。
こ
う
し
た
理
想
の
風
水
地
形
を
探
す
こ
と

が
当
時
の
都
市
づ
く
り
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

　

明
堂
に
は
次
の
図
2
に
あ
る
よ
う
に
、
龍
脳
と
穴
に
当

た
る
部
分
に
宮
城
が
置
か
れ
、
そ
の
屋
根
を
一
番
高
く
し

て
、
だ
ん
だ
ん
低
く
作
る
。
そ
の
方
が
気
の
流
れ
が
よ
く

な
る
か
ら
だ
。都
市
空
間
は
左
右
相
似
形
に
作
ら
れ
る
が
、

碁
盤
目
状
の
設
計
は
風
水
の
影
響
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

四
角
は
気
が
も
れ
る
の
で
風
水
上
は
好
ま
し
く
な
く
、
道

図2　地形環境と造形空間の相似性
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納
言
を
遣
わ
し
て
、
新
た
に
都
を
建
て
る
た
め
に
宇
太
村

と
い
う
村
落
を
移
さ
せ
た
と
あ
る
。
そ
の
地
形
は
山
と
川

が
風
水
の
理
想
に
近
く
、
自
然
が
そ
の
ま
ま
城
（
都
市
）

に
な
っ
て
い
る
と
桓
武
天
皇
が
風
水
判
断
を
し
て
い
る
。

　

鎌
倉
期
の
『
平
家
物
語
』
の
中
で
も
、
平
安
京
が
「
四

神
に
応
じ
た
地
形
で
、
帝
都
を
定
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
土

地
で
あ
る
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
生
気
の
流
れ
の

あ
る
「
流
動
空
間
」
と
し
て
の
都
市
、
村
落
、
住
宅
、
墳

墓
の
構
築
こ
そ
、
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
そ

の
実
現
の
た
め
に
国
策
と
し
て
風
水
が
活
用
さ
れ
て
き
た
。

　

風
水
は
決
し
て
占
い
な
ど
で
は
な
く
、
当
時
の
最
先
端

の
科
学
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
風
水
か

ら
科
学
が
生
ま
れ
た
と
言
え
る
。
方
位
、
磁
気
、
地
球
の

回
転
軸
な
ど
が
発
見
さ
れ
、
緯
度
・
経
度
の
あ
る
地
図
を

は
じ
め
て
作
っ
た
の
も
中
国
だ
。
い
わ
ば
地
球
科
学
の
基

本
が
風
水
に
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
い
ま
の
科
学
で
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
多

い
が
、
そ
れ
は
科
学
が
二
元
論
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
風
水
は
一
元
論
だ
か
ら
だ
。
気
は
一
つ
で
同
じ

性
質
を
持
つ
と
言
っ
て
も
科
学
で
は
説
明
不
能
だ
。
と
は

い
え
、人
間
の
生
活
は
一
元
論
で
成
り
立
つ
。
私
は
今
後
、

そ
の
部
分
に
切
り
込
ん
で
さ
ら
に
風
水
や
一
元
論
を
説
き

明
か
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

も
風
水
に
よ
っ
て
土
地
が
選
ば
れ
て
い
る
。

　

日
本
に
も
当
然
な
が
ら
風
水
は
輸
入
さ
れ
た
が
、

六
〇
二
年
に
百
済
か
ら
『
天
文
地
理
の
書
』
が
も
た
ら
さ

れ
た
際
に
、
こ
の
書
を
推
古
天
皇
に
献
上
し
た
百
済
の
僧

か
ら
日
本
は
風
水
の
知
識
を
学
ん
だ
と
私
は
推
測
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

さ
ら
に
六
八
六
年
に
は
陰
陽
師
が
登
場
し
、
風
水
の
専
門

家
と
し
て
爵
位
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
に
お
け
る
国
都
の
造
営
は
、
大
阪
城
の
近
く
の
難

波
が
最
初
ら
し
い
。
や
は
り
『
日
本
書
紀
』
に
陰
陽
師
な

ど
を
六
八
三
年
に
派
遣
し
、
土
地
を
風
水
で
調
べ
さ
せ
た

と
書
か
れ
て
い
る
。

　

六
八
九
年
に
は
高
市
皇
子
が
藤
原
京
の
予
定
地
を
風
水

で
調
べ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
天
皇
も
同

地
を
訪
れ
、
風
水
判
断
し
て
い
る
。
藤
原
京
の
周
囲
は
耳

成
山
、
畝
傍
山
、
香
具
山
の
大
和
三
山
で
囲
ま
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
中
国
の
長
安
と
同
じ
地
形
だ
。

　

平
城
京
も
風
水
の
記
録
が
豊
富
で
、
七
〇
八
年
に
天
皇

が
語
っ
た
言
葉
と
し
て
、
風
水
で
都
が
ど
の
く
ら
い
継
続

す
る
か
判
断
し
て
き
た
こ
と
や
、
平
城
の
地
が
「
青
龍
、

朱
雀
、
白
虎
、
玄
武
の
四
神
に
応
じ
た
三
つ
の
山
が
鎮
座

し
た
理
想
的
な
土
地
で
あ
り
、
都
を
建
て
る
べ
き
だ
」
と

い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

図
3
の
よ
う
に
平
安
京
に
関
し
て
も
、
七
九
三
年
に
大

北
部
の
村
落
で
は
海
岸
線
に
松
が
並
ん
で
い
る
が
、
こ
れ

も
気
の
も
れ
を
防
ぐ
目
的
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
代
中
国
の
都
市
環
境
は
風
水
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
、
理
想
の
土
地
（
風
水
宝
地
）
と
さ
れ
た
場

所
に
、
明
堂
モ
デ
ル
に
よ
り
都
市
が
造
営
さ
れ
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。

　
『
詩
経
』
に
は
周
の
始
祖
の
一
人
で
あ
る
公
劉
の
こ
と

を
詠
っ
た
「
篤
公
劉
（
情
に
厚
い
公
劉
）」
と
い
う
詩
が

あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
公
劉
が
風
水
で
土
地
を
判
断
し
て

い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
原
野
を
見
て
歩
き
、
湧
き

水
を
調
べ
た
り
、
丘
に
登
っ
た
り
、
土
地
を
測
量
し
た
り

と
、
都
を
築
く
た
め
の
風
水
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

　

古
代
中
国
の
代
表
的
な
都
市
で
あ
る
長
安
や
洛
陽
な
ど

図 3　平安京の位置と古都想像図


