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１
　
風
水
と
は

⑴
風
水
の
概
念

風
水
の
歴
史
の
中
で
晋
の
時
代
に
実
在
し
た
郭
璞

�
�
�
�（

２
７
６
～
３
２
４
年
）
が
書
い
た
と
さ
れ
る
（
郭
璞
に
仮
託
さ
れ
た
と
の

説
も
あ
る
）
風
水
の
原
典
「
葬
経
」
に
は

「
葬
者
乗
生
気
也
。
気
乗
風
則
散
，
界
水
則
止
。
古
人
聚
之
使
不
散
，
行
之
使
有
止
，
故
謂
之
風
水
。
風
水
之
法
得
水
為
上
，
蔵

風
次
之
。」

翻
訳
文
「
葬
者
は
生
気
に
乗
る
な
り
。
気
は
風
に
乗
じ
て
散
じ
、
水
に
界�

�

ら
れ
れ
ば
則
ち
止
ま
る
。
古
人
は
こ
れ
を
聚
め
て
散

ぜ
じ
め
ず
。こ
れ
を
行
い
て
止
め
る
あ
り
。ゆ
え
に
こ
れ
を
風
水
と
い
う
。風
水
の
法
は
得
水
を
上
と
し
、蔵
風
を
次
と
す
る
。」と

い
う
有
名
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

埋
葬
す
る
と
き
は
生
気
に
接
す
る
こ
と
だ
。そ
の
気
と
い
う
も
の
は
風
に
吹
か
れ
る
と
散
っ
て
し
ま
う
が
、水
に
接
す
れ
は
止

ま
る
。
先
人
は
こ
れ
を
集
め
て
散
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
を
止
め
て
使
っ
た
の
だ
。
故
に
こ
れ
を
風
水
と
い
う
。
風
水
の
法
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は
得
水
を
上
と
し
、
蔵
風
を
次
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
水
が
あ
る
場
所
を
第
一
と
し
、
山
が
あ
る
場
所
を
第
二
の
要
件
と
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
蔵
風
得
水
は
「
風
を
屏
風
の
よ
う
な
山
が
藏�

�

め
水
を
得
る
」
こ
と
で
あ
る
。

葬
者
は
の
言
葉
で
、
い
わ
ゆ
る
陰
宅
（
墓
地
風
水
）
の
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
中
国
で
は
古
代
よ
り

陽
宅
と
陰
宅
の
両
方
を
整
え
る
こ
と
が
一
族
の
安
泰
を
も
た
ら
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

中
国
風
水
で
良
く
使
わ
れ
る
言
葉
に
「
山
管
人
丁
水
管
財
」
が
あ
る
。
山
は
人
の
健
康
を
管
理
し
、
水
は
財
を
管
理
す
る
と
い

う
も
の
だ
。
そ
の
意
味
を
考
え
る
と
、
山
か
ら
発
生
す
る
気
に
よ
っ
て
健
康
面
に
恵
ま
れ
、
良
い
男
の
子
（
跡
取
り
）
が
生
ま
れ

て
一
家
が
繁
栄
す
る
。
一
方
、
水
は
水
運
に
よ
る
財
貨
の
移
動
を
意
味
す
る
。
か
つ
て
は
川
や
運
河
の
そ
ば
に
蔵
屋
敷
が
立
ち
並

ん
で
商
業
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
川
の
そ
ば
に
財
が
あ
る
と
い
う
様
子
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
察
す
る
に
家
族
が
多
く
て

も
お
金
に
恵
ま
れ
な
い
の
は
良
く
な
い
。あ
る
程
度
お
金
が
あ
れ
ば
一
家
は
繁
栄
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら

安
定
し
た
山
に
支
え
ら
れ
、
水
に
面
し
た
地
形
が
大
吉
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
。

風
水
の
理
想
的
な
地
形
は
秀
麗
な
高
山
が
あ
っ
て
祖
山
と
呼
ぶ
。大
地
の
気
が
発
生
す
る
場
所
で
あ
る
。そ
こ
を
起
点
に
山
脈

を
形
成
し
て
い
る
。こ
の
山
脈
を
気
の
通
り
道
と
し
て
龍
脈
と
い
う
。途
中
に
は
租
山
よ
り
も
低
い
秀
麗
な
山
が
あ
る
と
宗
山
と

呼
ぶ
。
龍
脈
の
中
継
地
点
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
先
に
龍
脈
は
伸
び
、
平
地
部
の
手
前
に
あ
る
山
が
主
山
で
あ
る
。
主
山
は

山
裾
が
両
側
に
広
が
っ
て
屏
風
の
よ
う
に
強
風
を
防
ぐ
働
き
を
し
て
い
る
。
向
か
っ
て
右
側
を
青
龍
、
左
側
を
白
虎
と
す
る
。
場

合
に
よ
っ
て
は
主
山
の
内
側
に
馬
蹄
形
の
小
山
が
接
し
た
地
形
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
直
前
に
あ
る
龍
穴
を
二
重
に
守
っ
て
い

る
の
だ
。

龍
穴
の
前
方
に
は
平
地
が
広
が
り
、こ
れ
を
明
堂
と
言
う
。そ
の
平
地
を
取
り
巻
く
よ
う
に
川
が
流
れ
て
い
る
の
を
水
龍
と
す

る
。
主
山
の
前
面
で
上
流
側
を
来
龍
、
下
流
側
を
去
龍
と
い
う
。
こ
れ
が
得
水
で
あ
っ
て
、
山
の
麓
に
あ
る
龍
穴
か
ら
発
生
す
る
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気
は
前
方
に
ゆ
る
や
か
に
進
み
、や
が
て
川
に
接
し
て
そ
こ
で
止
ま
る
も
の
と
し
た
。川
の
代
わ
り
に
湖
水
で
あ
っ
て
も
良
い
と

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
を
風
水
の
吉
地
と
位
置
づ
け
た
。

15 第１章　風水総論

風
水
地
形
モ
デ
ル



　

同
様
な
地
形
が
実
際
に
あ
る
。
兵
庫
県
高
砂
市
と
加
古
川
市
に

ま
た
が
る
高
御
位
山（
た
か
み
く
ら
や
ま
）標
高
３
０
４
ｍ
。山
形

は
馬
蹄
形
を
し
て
い
て
図
に
良
く
似
て
い
る
。
龍
穴
に
あ
た
る
と

こ
ろ
が
高
砂
市
公
園
墓
地
と
な
っ
て
い
る
。

⑵
易
経
と
風
水

易
経
と
風
水
が
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
関
係
す
る
も
の
と
し
て

述
べ
て
お
き
た
い
。
易
は
日
と
月
と
い
う
二
つ
の
文
字
が
組
み
合

わ
さ
っ
て
で
き
て
い
る
。ま
た
、易
は
蜥
蜴
と
い
う
文
字
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
蜥
蜴
の
色
が
見
る
方
向
か
ら
変
化
す
る
た

め
と
言
わ
れ
て
い
る
。森
羅
万
象
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、こ
の
世

に
存
在
す
る
物
体
や
現
象
は
時
間
と
共
に
変
化
し
て
い
く
。
こ
の

現
象
と
変
化
を
一
定
の
法
則
と
し
て
整
理
し
た
も
の
が
易
経
だ
と

思
う
。易
経
は
中
国
古
代
の
哲
学
で
あ
る
が
、地
理
学
と
結
び
つ
い

た
も
の
が
風
水
で
あ
る
と
考
え
る
。

書
経
に
「
日
月
星
辰
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
太
陽
と
月
、
星
の

動
き
を
観
察
し
、暦
を
作
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。易
の
成
り

立
ち
を
説
明
し
た
繋�

�

辞�

伝�
�

に「
仰
い
で
天
を
観
て
、伏
し
て
は
地
理

16
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を
察
す
」と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。つ
ま
り
天
体
と
地
理
と
を
観
察
す
る
こ
と
が
陰
陽
家
に
と
っ
て
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

風
水
は
地
形
の
吉
凶
を
判
断
す
る
巒
頭
と
目
に
見
え
な
い
気
を
判
断
す
る
理
気
と
い
う
二
つ
の
要
素
で
組
み
立
て
ら
れ
て
お

り
、
気
の
要
素
こ
そ
が
易
理
か
ら
取
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
太
陽
や
月
、
星
の
動
き
に
よ
っ
て
気
象
の
変
化
を
予
測
し
、

大
地
の
形
状
に
よ
っ
て
吉
凶
を
知
る
と
い
う
こ
と
だ
。

中
国
で
は
風
水
学
を
易
学
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
六
十
四
卦
に
「
風
水
渙
」
が
あ
る
。
上
卦

に
風
（
巽
）
で
下
卦
に
水
（
坎
）。
そ
れ
に
続
い
て
渙
と
な
っ
て
い
る
。「
渙
は
散
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
水
の
上
を
風
が

吹
け
ば
散
る
と
な
れ
ば
「
葬
経
」
に
通
じ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
易
経
が
先
に
あ
っ
て
、
風
水
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

思
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
三
才
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
代
中
国
に
お
け
る
世
界
観
で
、「
天
・
地
・
人
」
の
三
つ
の
要
素
で
成
り

立
っ
て
い
る
。「
天
変
地
異
」
す
な
わ
ち
天
候
の
変
化
は
大
雨
や
豪
雪
、
旱
魃
、
落
雷
な
ど
の
天
か
ら
の
禍
を
天
変
と
し
、
土
砂

崩
れ
、
陥
没
、
噴
火
、
津
波
な
ど
を
地
異
と
し
た
。
そ
し
て
、
天
が
最
上
で
あ
っ
て
、
影
響
が
大
き
く
、
予
測
し
が
た
い
が
日
月

や
星
の
動
き
を
観
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
兆
候
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
た
の
だ
。

山
か
ら
地
上
を
観
察
し
、地
形
の
状
況
を
判
断
す
る
こ
と
は
地
理
風
水
と
し
て
主
に
築
城
に
用
い
ら
れ
た
。こ
れ
と
は
別
に
地

上
か
ら
あ
る
地
点
の
上
空
の
気
を
観
測
す
る
望
気
術
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
望
気
術
と
は
古
代
中
国
で
城
を
攻
略
す
る
際
に
城

内
の
気
が
上
空
に
立
ち
上
る
色
に
よ
っ
て
籠
城
し
た
兵
士
の
士
気
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
山
中
に
埋
蔵
さ
れ
る
金
銀
鉱
物

の
気
が
立
ち
上
る
の
を
目
で
探
知
す
る
術
と
し
て
も
活
用
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
風
水
師
や
兵
法
家
に
と
っ
て
天
と
地
の
観
測

は
重
要
視
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
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一
方
、人
に
つ
い
て
は
出
生
の
生
年
月
日
時
間
が
個
人
の
性
格
や
運
勢
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
、四
柱
推
命
な

ど
命
理
術
が
考
案
さ
れ
た
。し
か
し
な
が
ら
生
年
月
日
時
間
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
命
運
が
同
じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。そ
の
違

い
に
つ
い
て
は
立
地
や
生
活
環
境
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
天
・
地
・
人
」と
な
っ
て
い
る
の
は
天
を
最
も
影
響
す
る
も
の
と
し
て
最
上
の
も
の
と
し
、地
は
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
だ
が
備
え

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
禍
を
あ
る
程
度
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。人
に
つ
い
て
は
傷
つ
き
や
す
い
肉
体
を
持
ち
、数
十
年
の
時
間
を

生
老
病
死
と
い
う
避
け
ら
れ
な
い
変
化
を
持
つ
者
と
い
う
こ
と
で
、
最
後
に
し
た
も
の
と
考
え
る
。

風
水
は
地
の
優
劣
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
っ
て
古
代
の
都
市
計
画
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
邸
宅
や
墓
地

の
選
地
に
つ
い
て
も
重
要
視
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
群
雄
割
拠
す
る
古
代
に
お
い
て
は
防
災
と
共
に
、
敵
の
攻
撃
か
ら
防
御

し
や
す
い
地
形
を
選
ん
で
都
市
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
福
建
省
に
多
く
見
ら
れ
る
土
楼
は
そ
の
一
例
と
思
う
。

「
天
・
地
・
人
」
に
類
似
し
た
言
葉
を
探
す
と
、
紀
元
前
５
０
０
年
頃
の
兵
法
家
、
孫
子
が
著
し
た
「
孫
子
の
兵
法
（
始
計
篇
）」

に
「
道
、
天
、
地
、
将
、
法
」
が
あ
る
。
兵
法
で
は
天
を
戦
機
と
し
て
天
候
や
時
間
を
、
地
を
地
形
や
陣
形
、
人
を
統
率
の
三
要

素
と
し
て
重
視
さ
れ
る
ほ
か
道
は
道
理
、
す
な
わ
ち
大
義
名
分
で
あ
る
。
法
は
統
率
の
た
め
の
軍
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
揃
わ
な

い
と
勝
て
な
い
と
し
た
。
一
方
で
有
名
な
儒
家
で
あ
る
孟
子
（
紀
元
前
３
７
２
年
～
紀
元
前
２
８
９
年
）
は
「
天
の
時
は
地
の
利

に
如
か
ず
、
地
の
利
は
人
の
和
に
如
か
ず
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
。
す
な
わ
ち
、
時
期
を
見
る
こ
と
よ
り
も
、
地
形
が
重
要
で
、

地
形
よ
り
も
人
材
と
統
率
力
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

風
水
と
い
う
も
の
は
環
境
の
経
験
学
と
言
え
る
も
の
で
、
過
去
何
千
年
も
の
歴
史
と
経
験
則
が
こ
れ
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た

も
の
だ
。
迷
信
だ
と
一
笑
し
て
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

孔
子
が
著
し
た
論
語
に「
温
故
知
新
」と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。直
訳
す
る
と「
古
き
を
た
ず
ね
て
新
し
き
も
の
を
知
る
」
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過
去
の
知
識
を
研
究
し
て
新
し
い
も
の
が
見
え
て
く
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

風
水
も
時
代
の
変
化
と
共
に
そ
の
考
え
方
も
不
変
の
も
の
も

あ
り
、
変
化
し
て
い
く
も
の
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
で
こ

の
本
を
ま
と
め
て
い
る
。
易
経
に
「
積
善
の
家
に
は
必
ず
余
慶
あ

り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
良
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
必
ず
慶
び

ご
と
が
あ
る
と
い
う
意
味
だ
。
易
経
は
哲
学
と
し
て
人
の
生
き
る

道
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
風
水
は
易
の
思
想
を
根
本
理
念
と

し
て
い
る
。
風
水
を
学
ぶ
者
は
易
経
も
学
ん
で
お
か
な
い
と
そ
の

深
奥
が
分
か
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
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２
　
基
礎
理
論

⑴
河�

図�

易
経
で
は
古
代
の
五
帝
と
し
て
、
伏
義
、
神
農
、
黄
帝
、
堯
、
舜
と

し
て
い
る
。
伝
説
で
あ
る
が
中
国
古
代
最
初
の
王
、
伏
義

�
�
�

が
黄
河
に
現

れ
た
馬
を
見
て
そ
の
背
に
あ
っ
た
不
思
議
な
模
様
を
書
き
取
っ
た
。
こ

れ
を
黄
河
か
ら
出
た
図
と
い
う
こ
と
で
、
河
図
と
名
付
け
た
。

黄
石
公
伝
赤
松
子
述
「
青
囊
経
」
に
以
下
の
文
が
あ
る
。

経
曰
天
尊
地
卑
陽
奇
陰
偶
一
六
共
宗
二
七
同
道
三
八
為
朋
四
九
為

友
五
十
同
途
。
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真
ん
中
に
五
が
置
か
れ
、
奇
数
と
偶
数
が
一
定
の
法
則
で
配
置
さ
れ

て
い
る
。
天
は
奇
数
で
陽
、
地
は
偶
数
で
陰
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
一

か
ら
四
の
数
に
中
心
の
五
を
加
え
て
同
類
の
も
の
と
し
、
こ
れ
を
成
数

と
し
て
い
る
。
そ
の
構
成
と
し
て
は
、
一
と
六
は
北
に
あ
っ
て
五
行
の

水
で
あ
る
。
二
と
七
は
南
に
あ
っ
て
火
で
あ
る
。
三
と
八
は
東
に
あ
っ

て
木
で
あ
る
。
四
と
九
は
西
に
あ
っ
て
金
で
あ
る
。
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四九
金
西方

　　 　

五十
土
中央

　 　 　

　

一六
水
北方

二七
火
南方

　　

三八
木
東方



　

⑵
洛
　
書

五
帝
の
最
後
の
王
で
あ
る
舜
は
黄
河
の
支
流
で
あ
る
洛
水
を
治
水
す
る
た
め
禹
を
採
用
し
た
。
禹
は
人
々
を
率
い
て
治
水
に

あ
た
り
、
自
分
の
家
の
前
を
３
度
通
っ
た
が
寄
ら
な
い
ほ
ど
専
念
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
と
き
川
岸
に
立
っ
た
禹
は
、
大

き
な
亀
が
浮
上
し
た
の
を
発
見
し
た
。
亀
の
背
に
あ
っ
た
黒
白
の
不
思
議
な
斑
点
を
見
て
書
き
取
っ
た
も
の
を
洛
水
か
ら
名
を

と
っ
て
洛
書
と
呼
ん
で
い
る
。
禹
は
そ
の
後
、
治
水
に
成
功
し
堯
に
禅
定
さ
れ

夏
王
朝
の
王
と
な
っ
た
。

亀
の
背
に
あ
る
斑
点
を
数
字
に
置
き
換
え
る
と
、
左
の
図
に
な
る
。
こ
の
模

様
は
１
か
ら
９
ま
で
の
数
と
な
っ
て
い
る
。洛
書
の
数
は
縦
横
斜
め
ど
の
列
を

合
計
し
て
も
15
と
な
る
魔
法
陣
と
な
っ
て
い
る
。
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七

　四 　

五

　 　 六

二

一

九

八

三

横列　　　　　　　　　　　

４＋９＋２＝１５　　　　　

３＋５＋７＝１５　　　　　

８＋１＋６＝１５　　　　　

縦列

４＋３＋８＝１５

９＋５＋１＝１５

２＋７＋６＝１５

斜め列

４＋５＋６＝１５

２＋５＋８＝１５



正
に
完
全
な
る
配
列
と
さ
れ
、
こ
れ
が
神
秘
性
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
。

河
図
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
と
六
、
二
と
七
、
三
と
八
、
四
と
九
が
隣
り
合
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
河
図
と
異
な

る
と
こ
ろ
は
、
五
が
中
央
に
位
置
す
る
も
の
の
、
十
は
存
在
し
な
い
。

先
天
八
卦
図

河
図
を
元
に
し
て
伏
義
が
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
乾
、
兌
、
離
、
震
か
ら
反
転
し
て
巽
、
坎
、
艮
、
坤
と
一
周
す
る
。
天
は
高

い
た
め
上
に
、
地
は
低
い
た
め
に
下
に
位
置
し
て
い
る
。
乾
（
天
）
と
坤
（
地
）、
艮
（
山
）
と
兌
（
沢
）、
震
（
雷
）
と
巽
（
風
）、

坎
（
水
）
と
離
（
火
）
は
そ
れ
ぞ
れ
陽
と
陰
と
が
相
対
す
る
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
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後
天
八
卦
図

洛
書
の
図
を
元
に
し
て
周
の
文
王
が
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
た
め
文
王
八
卦
と
も
呼
ぶ
。こ
れ
も
離（
太
陽
）は
真
上
に
、坎（
水
）

は
下
に
位
置
づ
け
て
お
り
夜
だ
。
艮
（
東
北
）
は
夜
明
け
前
。
太
陽
は
震
（
東
）
に
昇
り
、
巽
（
東
南
）
に
上
昇
し
、
離
（
南
）

へ
と
到
達
す
る
。
坤
（
西
南
）
へ
と
傾
き
、
兌
（
西
）
は
最
後
の
輝
き
を
示
し
、
乾
（
西
北
）
は
日
没
す
る
。
こ
の
よ
う
な
一
日

を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
八
卦
に
そ
れ
ぞ
れ
九
星
を
あ
て
は
め
る
。
中
央
は
数
字
が
無
い
が
五
が
位
置
す
る
。

河
図
と
洛
書
と
の
関
係

河
図
は
先
天
八
卦
と
さ
れ
洛
書
は
後
天
八
卦
と
な
っ
た
が
、
体
用
の
関
係
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
体
が
本
体
で
、
そ
の
姿
を
現
し
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た
も
の
で
あ
り
、
用
は
作
用
の
こ
と
で
そ
の
働
き
を
現
し
て
い
る
。

先
天
八
卦
と
後
天
八
卦
は
表
裏
一
体
と
も
言
え
、先
天
の
乾
は
後
天
の
離
、先
天
の
坤
は
後
天
で
は
坎
で
あ
っ
て
表
裏
の
関
係

と
な
っ
て
い
る
。

先
天
後
天
対
比
表

乾
を
父
と
し
、
坤
を
母
と
し
て
陽
と
陰
に
分
け
、
そ
れ
か
ら
生
み
出
さ
せ
る
三
人
の
男
子
（
陽
）
と
三
人
の
女
子
（
陰
）
と
を

合
わ
せ
八
卦
と
し
た
。
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後
天

先
天

離 乾

巽 兌

震 離

艮 震

坤 巽

兌 坎

乾 艮

坎 坤

坤

兌 巽離

乾

艮 震坎

文王八卦図



　

八
卦
の
意
味

⑶
五
　
行

五
行
と
い
う
言
葉
は
隋
代
の
蕭
吉

�
�
�
�
�の

編
集
し
た
「
五
行
大
義
」
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
五
行
は
「
天
地
万
物

の
根
源
」
で
あ
る
と
し
、
世
の
中
の
万
物
は
木
、
火
、
土
、
金
、
水
の
五
大
元
素
の
い
ず
れ
か
に
所
属
す
る
も
の
と
し
た
。

五
行
の
相
生
相
剋
理
論
は
風
水
に
も
広
く
取
り
入
れ
ら
れ
、活
用
さ
れ
て
い
る
。当
然
の
こ
と
な
が
ら
玄
空
風
水
に
つ
い
て
も

五
行
思
想
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る

26

五
行
数

易
数

季
節 色 五

行
方
位

性
質

人
物

自
然

四
、
九

一
秋
冬
間

金 金 西
北

剛
健 父 天 乾

五
、
十

八
夏
秋
間

黄
土 土 西

南
従
順 母 地 坤

三
、
八

四 春 青 木 東 奮
動

長
男 雷 震

三
、
八

五
春
夏
間

青
緑 木 東

南
伏
入

長
女 風 巽

一
、
六

六 冬 黒 水 北 陥
険

二
男 水 坎

二
、
七

三 夏 赤 火 南 美
麗

二
女 火 離

五
、
十

七
冬
春
間

茶
色 土 東

北
静
止

三
男 山 艮

四
、
九

二 秋 白 金 西 愉
悦

三
女 沢 兌



五
行
分
類
一
覧
表

五
行
相
生
相
剋
の
図

相
生
関
係

木
が
火
を
生
じ
、
火
は
土
を
生
じ
、
土
は
金
を
生
じ
、
金
は
水
を
生
じ
、
水
は
木

を
生
じ
る
と
い
う
五
行
循
環
を
示
し
て
い
る
。
相
通
じ
る
良
い
関
係
で
あ
る
。

相
剋
関
係

木
は
土
を
剋
し
、
土
は
水
を
剋
し
、
水
は
火
を
剋
し
、
火
は
金
を
剋
し
、
金
は
木

を
剋
す
と
い
う
関
係
で
あ
る
。剋
す
と
い
う
の
は
打
ち
勝
つ
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
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水 金 土 火 木 五
行

北 西 中
央 南 東 五

方

冬 秋 土
用 夏 春 五

時

黒 白 黄
色 赤 青 五

色

腎
臓

肺
臓

脾
臓

心
臓

肝
臓

五
臓

智 義 信 礼 仁

五
常
（
徳
）

壬
、
癸

庚
、
辛

戊
、
己

丙
、
丁

甲
、
乙

十
干

亥
、
子
、（
丑
）

申
、
酉
、（
戌
）

丑
、
辰
、
未
、
戌

巳
、
午
、（
未
）

寅
、
卯
、（
辰
）

十
二
支



　

⑷
九
星
図

洛
書
を
元
に
し
て
九
星
図
が
作
ら
れ
た
。
九
つ
の
枡
に
一
か
ら
九
ま
で
の
数
を
配
置
す
る
。
五
を
中
宮
に
入
れ
、
右
下
の
よ
う

に
順
に
配
置
し
た
も
の
を
定
位
盤

�
�
�
�
�
�

と
い
う
。こ
れ
は
停
止
し
て
い
る
も
の
で
な
く
、時
間
の
変
化
に
よ
っ
て
数
字
が
移
動
し
て
い

く
。
こ
の
活
動
を
飛
泊
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
動
き
は
中
宮
か
ら
始
ま
っ
て
、
乾
宮
→
兌
宮
→
艮
宮
→
離
宮
→
坎
宮
→
坤
宮
→
震

宮
→
巽
宮
へ
と
移
動
し
、
中
宮
へ
戻
る
。
つ
ま
り
数
字
の
変
化
に
つ
い
て
は
常
に
連
続
性
を
持
っ
て
い
る
。

一
白
、
六
白
、
八
白
と
九
紫
が
吉
星
な
の
で
紫
と
白
を
合
わ
せ
て
紫
白
九
星
と
い
う
。

北
を
上
に
す
る
表
示
方
法
に
つ
い
て

私
は
現
代
社
会
に
合
わ
せ
て
北
を
上
に
し
て
九
星
図
を
表
示
す
る
。こ
れ
に
は
訳
が
あ
っ
て
。平
成
13
年
に
近
江
一
成
先
生
と

出
会
い
、
気
学
と
挨
星
法
を
教
え
て
頂
い
た
。
そ
の
と
き
参
考
書
と
し
た
の
が
、
高
島
正
龍
著
「
八
陣
の
秘
法
」
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
は
北
を
上
に
し
て
標
示
さ
れ
て
い
た
の
で
そ
れ
が
す
っ
か
り
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
特
に
奇
門
遁
甲
で
は
地
図
を
見
る

こ
と
が
多
い
。
地
図
上
で
北
は
上
と
し
て
表
示
す
る
の
で
そ
の
方
が
な
じ
む
の
で
あ
る
。
ま
た
、
東
洋
思
想
研
究
者
で
あ
る
中
村
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兌宮

　巽宮 　

中宮

　 　 乾宮

坤宮

坎宮

離宮

艮宮

震宮

九宮図

七

　四 　

　 　 六

二

一

九

八

三 五

九星図



璋
八
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
)が
「
五
行
大
義
」（
明
徳
出
版
社
）
の
中
で
、
黄
帝
九
宮
経
の
図
は
北
を
下
に
し
て
い
る
が
、
尚
書
洪

範
伝
の
図
は
北
を
上
に
し
た
盤
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
陰
陽
五
行
の
研
究
家
で
あ
る
吉
野
裕
子
氏
は
「
陰
陽
五
行

思
想
か
ら
み
た
日
本
の
祭
」（
人
文
書
院
）
に
九
星
と
八
卦
の
図
で
北
を
上
に
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
に
倣
っ
た
。

し
た
が
っ
て
易
や
気
学
の
世
界
で
は
北
を
下
に
し
て
表
示
す
る
の
が
伝
統
的
で
は
あ
る
が
、
現
代
社
会
で
は
北
を
上
と
し
て

地
図
を
認
識
す
る
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
て
お
り
、風
水
で
方
位
を
表
示
す
る
場
合
、今
後
は
そ
の
よ
う
に
し
た
表
示
方
法
に
改
め

る
。参

考
ま
で
に
北
を
上
に
し
た
表
示
で
中
宮
に
一
か
ら
九
ま
で
入
れ
た
飛
星
盤
の
一
覧
を
示
す
。
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兌
七

　
巽
四 　

中宮
五

　 　
乾
六

坤
二

坎
一

離
九

艮
八

震
三

黄帝九宮経

三

　六 　

五

　 　 四

八

九

一

二

七

北

南

西 東

尚書洪範伝
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八

　二 　

一

　 　 九

四

五

六

七

三

二

　五 　
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七

八

九

一

六

五
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一
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三

四
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一白中宮

四緑中宮
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　三 　

二
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五

六

七

八

四

三

　六 　

五
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八

九

一

二

七

六

　九 　

八

　 　 七

二

三

四

五

一

二黒中宮

五黄中宮

八白中宮

一

　四 　

三

　 　 二

六

七

八

九

五

四

　七 　

六

　 　 五

九

一

二

三

八

七

　一 　

九

　 　 八

三

四

五

六

二

三碧中宮

六白中宮

九紫中宮



３
　
風
水
の
流
派

風
水
を
見
る
対
象
と
し
て
は
巒
頭

�
�
�
�

と
理
気
が
あ
る
。巒
頭
は
地
形
や
地
勢
、建
物
の
形
に
つ
い
て
吉
凶
判
断
を
行
う
も
の
で
流

派
が
分
か
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
理
気
と
い
う
も
の
は
方
位
の
吉
凶
を
判
断
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
の
判
断
基
準
が
異
な
る
た
め

流
派
が
存
在
す
る
。
中
国
で
は
玄
空
飛
星
派
や
八
宅
派
、
三
合
派
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
三
合
派
に
つ
い
て
は
陰
宅
風

水
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
陽
宅
で
は
少
な
い
。

我
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
八
宅
派
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、こ
こ
10
年
く
ら
い
は
玄
空
飛
星
派
が
普
及
し
て
い
る
よ
う
だ
。海
外
に

目
を
移
す
と
中
国
本
土
、
台
湾
、
香
港
、
韓
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
販
売
さ
れ
て
い
る
書
籍
を
見
る
と
玄
空
飛
星
派
の
も
の

を
良
く
目
に
す
る
。一
昨
年
に
カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
に
旅
行
し
た
が
、チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
書
店
で
は
玄
空
風
水
の
タ
イ
ト
ル
の

書
物
を
発
見
し
て
こ
こ
に
も
あ
っ
た
か
と
喜
ん
だ
ほ
ど
だ
。
玄
空
飛
星
派
の
流
派
は
章
仲
山
が
創
始
者
の
無
常
派
を
含
め
て
六

大
流
派
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
実
際
に
は
さ
ら
に
多
く
の
分
派
が
あ
る
と
考
え
て
良
い
。
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