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『
風
水
と
身
体
ｌ
中
国
古
代
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
」

「
あ
と
が
き
」
か
ら
本
を
読
む
と
い
う
の
は
、
書
を
評
す
る
も
の
の
姑

息
な
手
段
で
あ
る
。
著
者
が
全
編
を
書
き
終
え
て
安
堵
の
時
に
述
べ
た

本
音
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
「
風
水
と
身
体
ｌ
中
国
古

代
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
の
著
者
も
「
あ
と
が
き
」
で
素
直
に
全
体
の
構
成

や
主
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
著
者
は
研
究
の
見
取
り
図
を
示
し
興

味
の
対
象
と
そ
の
過
去
の
遍
歴
を
述
べ
て
、
こ
の
書
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
と

医
学
、
風
水
と
身
体
、
さ
ら
に
詩
経
が
軸
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

内
容
は
過
去
の
雑
誌
や
講
演
の
文
章
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
文
章

は
、
中
国
哲
学
や
医
学
史
の
研
究
者
で
な
い
と
理
解
が
難
し
い
も
の
も

あ
っ
た
り
、
一
般
の
読
者
で
も
十
分
理
解
で
き
る
容
易
な
も
の
も
あ
っ

た
り
と
少
し
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
そ
の
軸
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

著
者
の
環
境
に
関
す
る
考
え
方
や
身
体
に
つ
い
て
の
認
識
が
随
所
に
表

さ
れ
て
い
る
。

第
一
章
「
中
国
古
代
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
は
、
深
く
豊
か
な
教
養
と
鋭

い
哲
学
的
な
直
観
に
よ
る
推
論
に
よ
っ
て
、
身
体
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
関

係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
論
理
は
、
演
緯
的
で
も
あ
る
。
環
境
破

壊
に
対
し
て
戦
国
期
の
知
識
人
の
取
っ
た
三
つ
の
タ
イ
プ
、
環
境
あ
る

い
は
国
土
改
造
を
肯
定
す
る
立
場
、
自
然
あ
る
い
は
環
境
に
手
を
加
え

る
こ
と
を
一
切
拒
否
す
る
立
場
、
そ
の
折
衷
派
の
立
場
の
三
者
を
規
定

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
史
話
や
伝
説
で
説
明
す
る
。
ま
た
段
周
か

加
納
喜
光
著

ら
漢
代
に
至
る
環
境
破
壊
に
つ
い
て
、
「
准
南
子
」
を
視
点
に
す
え
て
古

代
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
環
境
が
五
元
素
の
浪
費
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
『
准
南
子
」
の
思
想
は
、
著
者
の
環
境
に
対

す
る
考
え
方
と
共
通
の
認
識
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
風
水
」
は
、
風
水
と
身
体
の
関
係
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
。
ま
ず
身
体
の
風
景
は
宇
宙
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
も
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
地
理
上
の
十
二
経
水
と
経
脈
の
対
応
は
、
水
の
流
れ
と

気
の
流
れ
と
に
見
い
だ
せ
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
漢
字
学
者
と
し
て

の
著
者
は
、
風
と
水
に
も
意
味
論
か
ら
さ
ら
に
発
展
し
て
厳
密
な
概
念

設
定
を
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
風
水
の
「
蔵
風
得
水
」
が
母
胎
回
帰
願

望
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
推
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
深
い

論
説
を
聞
き
た
い
気
が
す
る
。

第
三
章
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
中
国
医
学
」
で
は
、
治
水
と
治
病
の
理
論

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
中
国
医
学
の
論
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
流
れ
の
思
想
、
流
通
と
閉
塞
の
論
理
は
中
国
古
代
文
明
の
エ

コ
ロ
ジ
ー
体
験
の
中
か
ら
つ
か
ま
れ
た
思
想
で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
て

い
る
。
続
け
て
中
国
医
学
の
気
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
漢
字
学

者
と
し
て
気
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
作
業
が
な
さ
れ
る
。

過
去
の
研
究
と
文
字
学
的
解
釈
、
さ
ら
に
歴
史
的
に
発
展
す
る
意
味
論

的
解
釈
か
ら
思
想
と
し
て
の
気
に
ま
で
論
究
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
気

と
血
、
風
と
病
因
論
な
ど
を
述
べ
て
、
病
理
の
思
想
は
ど
こ
か
が
塞
が

る
と
病
気
に
な
る
と
い
う
考
え
方
に
あ
る
と
い
う
。
そ
の
治
療
法
は
気

血
の
調
和
と
い
う
考
え
方
に
尽
き
る
と
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て

の
調
和
と
い
う
提
言
は
、
今
日
の
針
灸
の
臨
床
医
学
に
た
ず
さ
わ
る
も
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第
四
章
「
身
体
と
中
国
医
学
」
は
肉
体
の
形
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。

完
全
な
肉
体
を
求
め
る
思
想
が
ど
こ
に
あ
る
か
。
多
く
の
古
代
の
内
臓

図
で
あ
る
内
景
図
を
通
じ
て
、
中
国
に
お
け
る
解
剖
の
意
味
を
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
と
く
に
脳
の
局
在
を
、
中
国
で
は
い
つ
か
ら
認
識
さ
れ
て

い
た
の
か
を
論
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
最
近
中
国
医
学
史
だ
け

の
問
題
だ
け
で
な
く
、
思
想
史
上
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
が
こ

こ
で
一
つ
の
見
解
を
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
の
こ
の
分
野
の
研
究
の

一
つ
の
方
向
性
を
導
か
れ
た
と
い
え
る
。

中
国
の
人
生
観
の
一
つ
と
い
っ
て
い
い
不
老
不
死
に
つ
い
て
、
石
薬

の
流
行
を
通
じ
て
そ
の
思
想
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
と
く
に
鉱
物
薬
に

よ
る
中
毒
の
影
響
が
唐
代
皇
帝
ま
で
廃
れ
な
い
永
生
願
望
の
心
理
を
異

常
と
い
わ
れ
る
。
最
後
に
華
岡
青
洲
の
麻
沸
散
を
通
じ
て
、
華
陀
の
外

科
学
と
麻
沸
散
を
検
証
さ
れ
て
い
る
。
麻
の
麻
酔
薬
と
し
て
の
作
用
を

論
じ
て
、
大
麻
の
薬
物
的
認
識
か
ら
麻
酔
・
麻
揮
・
麻
薬
な
ど
の
語
が

で
き
た
と
す
る
語
源
説
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

全
体
と
し
て
こ
の
書
は
、
中
国
古
代
の
思
想
害
で
あ
り
、
環
境
と
肉

体
の
持
つ
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
著
者
は
中

国
古
代
の
賢
者
の
寓
話
を
引
い
て
自
ら
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
展
開
さ
れ
て

い
る
。
中
国
医
学
史
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
こ
の
害
は
啓
発
と

回
帰
に
満
ち
て
い
る
。
前
著
「
中
国
医
学
の
誕
生
」
と
と
も
に
、
医
学

史
の
研
究
家
だ
け
で
な
く
針
灸
や
漢
方
の
臨
床
家
に
も
ぜ
ひ
薦
め
た
い

著
作
で
あ
る
。

の
と
し
て
、
す
一

れ
た
気
が
す
る
。 す

で
に
見
失
っ
て
い
る
中
国
医
学
の
真
髄
を
突
き
つ
け
ら

訂
正

第
四
十
八
巻
第
一
号
に
作
字
の
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
訂
正
致
し
ま
す
。
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