
水の文化 August 2004 No.17

沖 大幹「雨に思えば」

倉嶋 厚「忘れられない雨のはなし」

村瀬 誠・人見達雄・佐藤 清「個人下水道という発想の現在」

山田吉彦「海に生きる観天望気」

石田潤一郎「雨をしのぐ屋根、外に誇る屋根」

登 芳久「雨を通す道路舗装」

芳賀 徹「表現される雨」

水の文化楽習実践取材「言葉は文化  新聞で伝える沖縄文化」

編集部「雨はどこへいくのか」

古賀邦雄  水の文化書誌「俳句・短歌」

雨雨
のの
雨雨
のの

ゆ
く
え



「
雨
の
日
の
方
が
、
心
が
落
ち
着
く
気
が
し
て
好

き
で
す
」

そ
り
ゃ
雨
の
日
よ
り
も
晴
れ
た
日
の
ほ
う
が
断

然
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
高

校
生
の
僕
は
、
当
時
応
援
し
て
い
た
ア
イ
ド
ル
歌

手
の
こ
の
一
言
を
雑
誌
で
読
ん
で
び
っ
く
り
し
た
。

カ
ー
ペ
ン
タ
ー
ズ
だ
っ
て
「
雨
の
日
と
月
曜
日
は

い
つ
も
気
が
滅
入
る
」
と
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
、

毎
日
毎
日
雨
だ
と
陰
鬱
な
気
分
に
な
っ
て
く
る
し
、

車
に
乗
っ
て
い
て
も
恐
く
感
じ
る
ほ
ど
の
豪
雨
だ

っ
て
１
度
か
２
度
は
経
験
し
て
い
た
の
で
、
雨
の

日
の
ほ
う
が
好
き
だ
な
ん
て
、
と
て
も
理
解
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
は
、
普
段
華
や
か

で
楽
し
い
生
活
を
し
て
い
る
と
、
雨
の
日
が
好
き

に
な
る
の
か
な
ぁ
、
と
か
、
仕
事
ば
か
り
で
遊
べ

な
い
の
に
晴
れ
て
い
る
と
悔
し
く
思
う
か
ら
か
な

ぁ
、
と
か
想
像
し
て
納
得
し
て
い
た
。

大
学
生
に
な
り
、
少
し
智
恵
が
つ
く
よ
う
に
な

る
と
、
干
魃
か
ん
ば
つ

で
雨
が
降
ら
な
い
日
が
続
い
て
い
る

際
に
は
、
農
家
に
と
っ
て
雨
こ
そ
が
「
良
い
天
気
」

で
あ
り
、
爽
や
か
な
青
空
イ
コ
ー
ル
良
い
天
気
だ
、

と
い
う
の
は
偏
狭
で
一
面
的
な
見
方
で
あ
る
こ
と

を
学
ん
だ
。
そ
う
い
え
ば
、
夕
立
の
降
り
始
め
の

わ
く
わ
く
し
た
気
持
、
大
粒
の
雨
が
土
を
叩
く
躍

動
感
、
打
ち
つ
け
ら
れ
る
雨
音
、
そ
し
て
雨
の
匂

い
が
広
が
る
感
じ
な
ど
は
好
き
だ
っ
た
な
、
と
い

う
こ
と
も
思
い
出
し
た
。
乾
い
た
大
地
が
み
る
み

る
う
ち
に
湿
り
、
木
々
の
葉
が
雨
露
に
濡
れ
、
石

の
色
が
変
わ
っ
て
風
景
が
一
変
す
る
様
子
は
、
生

命
の
再
生
を
感
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

大
学
で
は
、
雨
水
を
さ
っ
さ
と
川
か
ら
海
に
流

す
の
で
は
な
く
、
流
域
に
貯
留
さ
せ
た
り
し
て
ゆ

っ
く
り
流
す
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
は
洪
水
の
脅

威
を
減
ら
し
、
普
段
の
水
循
環
も
豊
か
に
す
る
こ

と
も
学
ん
だ
。
小
学
校
へ
の
道
す
が
ら
、
霜
柱
を

踏
ん
で
遊
ぶ
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
こ
ど
も
以

外
に
と
っ
て
は
、
雨
が
降
れ
ば
泥
々
に
な
り
、
乾

け
ば
土
埃
が
舞
う
よ
う
な
未
舗
装
の
道
よ
り
は
、

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た

道
の
方
が
歩
き
や
す
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
舗
装
さ
れ
た
道
や
宅
地
面
積
の
増

大
等
の
都
市
化
そ
の
も
の
が
、
都
市
の
洪
水
を
激

化
さ
せ
て
き
て
い
た
の
だ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
僕
が
大
学
で
学
ん
だ
こ
ろ
に
は
、

雨
水
を
あ
る
程
度
貯
留
し
た
り
浸
透
し
た
り
で
き

る
透
水
性
舗
装
や
雨
水
浸
透
施
設
が
す
で
に
実
用

化
さ
れ
始
め
て
い
た
し
、
も
っ
と
積
極
的
に
、
屋

根
に
降
っ
た
雨
水
を
利
用
す
る
施
設
も
設
置
さ
れ

始
め
て
い
た
。
雨
を
嫌
い
、
雨
水
を
さ
っ
さ
と
自

分
の
身
の
回
り
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
、
僕
で

い
う
子
供
の
こ
ろ
の
よ
う
な
価
値
観
か
ら
、
雨
を

邪
魔
者
で
は
な
く
、
身
近
で
貴
重
な
資
源
と
し
て

有
効
利
用
し
よ
う
と
す
る
価
値
観
に
変
化
し
つ
つ

あ
る
時
代
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、

雨
水
を
貯
水
で
き
る
量
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、

め
っ
た
に
生
じ
な
い
よ
う
な
豪
雨
に
対
し
て
の
効

果
は
限
定
的
な
場
合
も
多
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
洪

水
対
策
に
も
普
段
の
水
循
環
を
豊
か
に
す
る
こ
と

に
も
貢
献
で
き
る
各
戸
、
各
施
設
で
の
雨
水
利
用

は
悪
く
な
い
。

日
本
で
も
ア
ジ
ア
の
国
々
で
も
、
雨
水
を
溜
め

て
お
い
て
そ
の
ま
ま
生
活
用
水
に
、
あ
る
い
は
沸

か
し
て
飲
用
に
、
と
昔
か
ら
あ
た
り
ま
え
の
ご
と

く
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
雨
水
利
用
自
体

は
決
し
て
目
新
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
今
と
な

っ
て
は
不
思
議
な
気
も
す
る
が
、
従
来
は
川
の
水

や
地
下
水
を
わ
ざ
わ
ざ
汲
み
上
げ
て
使
う
場
合
の

み
が
水
資
源
学
の
中
で
考
慮
さ
れ
て
い
て
、
雨
水

が
重
要
な
水
資
源
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
表
立

っ
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
土
壌
に
一
旦
溜

り
、
作
物
の
成
長
に
役
立
つ
雨
水
も
重
要
な
水
資

源
で
あ
る
と
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
研
究
グ
ル

ー
プ
が
、
そ
う
し
た
作
物
か
ら
の
蒸
散
に
使
わ
れ

る
雨
水
を
グ
リ
ー
ン
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
呼
ぶ
こ
と
を

提
唱
し
た
の
は
、
な
ん
と
１
９
９
０
年
代
後
半
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
従
来
か
ら
水
資
源
配
分
の
対
象

と
考
え
ら
れ
て
き
た
河
川
水
や
地
下
水
は
ブ
ル
ー

ウ
ォ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

河
川
の
水
に
関
し
、
下
流
に
住
む
人
は
、
上
流
の

人
が
一
度
使
っ
た
下
水
を
取
水
し
、
浄
化
し
て
ま

た
飲
ん
で
い
る
の
だ
、
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
し
考
え
て
み
る
と
、

水
自
体
は
、
ぐ
る
ぐ
る
と
地
球
上
を
太
古
の
昔
か

ら
回
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
る
時
は
シ
ベ
リ
ア

の
マ
ン
モ
ス
の
お
し
っ
こ
に
含
ま
れ
て
い
て
、
あ

る
時
は
日
本
狼
の
よ
だ
れ
だ
っ
た
水
が
巡
り
巡
っ

て
、
今
日
、
手
元
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
に
含
ま

れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の

に
、
河
の
上
下
流
と
い
う
水
循
環
の
ご
く
一
部
だ

け
を
切
り
出
し
て
、
人
間
の
体
を
何
回
通
っ
た
、

と
大
騒
ぎ
す
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
お

そ
ら
く
そ
れ
は
、
例
え
ど
ん
な
酸
性
雨
だ
っ
て
、

雨
は
浄
化
さ
れ
純
粋
で
き
れ
い
な
水
だ
、
と
い
う

信
仰
に
近
い
共
同
幻
想
、
あ
る
い
は
思
い
入
れ
が

あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
は
雨

を
恐
れ
、
敬
い
、
大
切
に
す
る
し
、
雨
の
日
の
方

が
心
が
落
ち
着
い
て
少
し
内
省
的
に
な
る
気
が
す

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

沖

大
幹
お
き
た
い
か
ん

東
京
大
学
生
産
技
術
研
究
所
助
教
授

１
９
６
４
年
東
京
都
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研

究
科
修
了
。
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
助
教
授
な
ど
を
経
て

２
０
０
３
年
よ
り
現
職
。
そ
の
間
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
ゴ
ッ
ダ
ー
ド

宇
宙
飛
行
セ
ン
タ
ー
の
客
員
科
学
者
を
２
年
間
勤
め
る
。
共

著
に
『
水
を
め
ぐ
る
人
と
自
然
』（
２
０
０
３
年
有
斐
閣
）

な
ど
。
他
論
文
多
数
。

雨
に
思
え
ば



雨
の
ゆ
く
え

日
本
に
は
た
く
さ
ん
の
雨
の
言
葉
が
あ
り
ま
す

季
節
を
表
す
言
葉
、

鮮
や
か
さ
を
表
す
言
葉

雨
は
い
つ
も
近
く
に
あ
り
ま
し
た

雨
は
誰
の
上
に
も
分
け
隔
て
な
く
降
り
ま
す

「
健
全
な
水
循
環
」
と
い
う
言
葉
が

こ
こ
20
年
ほ
ど
の
間
に

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

「
当
た
り
前
の
雨
」
も

「
資
源
と
し
て
の
雨
」
へ
と

意
味
を
変
え
つ
つ
あ
り
ま
す

資
源
と
し
て
雨
を
捉
え
る
こ
と
は

日
本
の
風
土
か
ら

自
然
と
導
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

し
か
し
、
す
で
に
人
工
的
な
環
境
で
暮
ら
す
現
代
人
に
と
っ
て

雨
を
通
し
て
水
を
循
環
さ
せ
る
文
化
を
つ
く
る
こ
と
は

今
、
必
要
な
修
繕
作
業
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

水
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文
化
　
17
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０
０
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4

天
気
予
報
官
の
前
を
見
る
心
と
判
断

忘
れ
ら
れ
な
い
雨
の
話雨

の
恩
恵
は
忘
れ
が
ち

日
本
人
の
思
い
か
ら
す
る
と
、「
天

気
が
良
い
」
は
晴
れ
の
こ
と
。
こ
と
わ

ざ
大
辞
典
に
も
「
雨
の
降
る
日
は
天
気

は
悪
い
」
と
書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
、

雨
は
悪
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
「
私
が
い
な
い
と

私
を
求
め
、
私
が
い
る
と
私
の
前
か
ら

逃
げ
る
も
の
は
何
か
」
と
い
う
な
ぞ
な

ぞ
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
答
え
は

雨
。
雨
を
悪
者
に
し
な
が
ら
、
私
を
求

め
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
、
雨

の
恩
恵
を
受
け
な
が
ら
雨
を
悪
者
に
し

て
い
る
の
は
、
な
に
も
日
本
だ
け
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
百
日
の

日
照
り
に
は
飽
か
ね
ど
、
一
日
の
雨
に

は
飽
き
る
」
と
い
う
こ
と
ざ
わ
も
あ
り

ま
す
。
結
局
、
雨
の
恩
恵
を
当
た
り
前

と
思
っ
て
い
る
。

昭
和
初
年
の
話
で
す
が
、
中
国
地
方

が
干
天
で
雨
の
降
ら
な
い
年
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
と
き
に
、「
明
日
は
天
気

が
悪
く
、
雨
が
降
り
ま
す
」
と
予
報
を

出
し
た
ら
、「
農
民
が
こ
れ
だ
け
望
ん

倉
嶋
厚
く
ら
し
ま
あ
つ
し

気
象
エ
ッ
セ
イ
ス
ト

１
９
２
４
年
生
ま
れ
。
気
象
庁
主
任
予
報
官
、
鹿
児
島
地
方
気
象
台
長
な

ど
を
歴
任
。
そ
の
後
Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
と
し
て
「
ニ
ュ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
９

時
」
な
ど
の
気
象
キ
ャ
ス
タ
ー
を
務
め
る
。
理
学
博
士
。

著
書
、
監
修
書
に
『
暮
ら
し
の
気
象
学
』（
草
思
社
、
１
９
８
４
）『
雨
の

こ
と
ば
事
典
』（
講
談
社
、
２
０
０
０
）『
や
ま
な
い
雨
は
な
い
』（
文
芸
春

秋
、
２
０
０
２
）『
癒
し
の
季
節
ノ
ー
ト
』（
幻
冬
社
、
２
０
０
４
）
他
。

と
担
当
者
が
言
っ
た
ら
、「
死
に
水
を

飲
ま
せ
る
と
は
何
事
か
」
と
文
句
が
来

て
、
言
葉
を
変
え
た
ら
し
い
で
す
ね
。

ま
ぁ
、
そ
の
く
ら
い
の
水
不
足
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
や
は
り
梅
雨
前
線
は
有

り
難
い
も
の
で
、
私
は
「
梅
雨
前
線
は

空
の
水
道
で
、
台
風
は
空
の
給
水
車
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
水
不
足
の
時
、

〈
台
風
は
本
土
を
そ
れ
る
あ
あ
無
情
〉、

〈
台
風
は
来
な
く
て
困
り
来
て
困
り
〉

と
い
う
川
柳
が
投
稿
で
載
り
ま
し
た
よ
。

台
風
が
東
京
に
や
っ
て
く
る
と
、
新
聞

は
台
風
の
記
事
に
相
当
誌
面
を
割
き
ま

す
が
、
そ
の
片
隅
の
ほ
ん
の
小
さ
な
ス

ペ
ー
ス
に
「
こ
れ
で
、
東
京
の
水
道
局
、

一
安
心
」
と
載
る
。
台
風
と
は
そ
う
い

う
も
の
な
ん
で
す
ね
。

恩
恵
は
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
上
で
、

都
合
良
く
天
気
が
来
て
く
れ
る
も
の
だ

と
、
天
気
に
期
待
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

私
は
台
風
も
梅
雨
前
線
も
あ
り
が
た
い

け
ど
、
気
ま
ぐ
れ
で
当
て
に
は
な
ら
な

い
。
雨
に
中
庸
の
美
徳
を
求
め
て
は
い

け
な
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
降
り
す

ぎ
た
と
き
の
災
害
を
防
ぐ
の
は
、
人
間

の
備
え
に
求
め
ら
れ
る
責
任
で
し
ょ
う
。

で
い
る
雨
を
、
悪
い
と
は
何
事
だ
」
と

批
判
が
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
天
気
は
人

に
よ
っ
て
望
ん
で
い
る
事
柄
が
違
う
の

で
、「
良
い
」「
悪
い
」
と
い
う
表
現
は

当
た
ら
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

現
在
の
予
報
の
現
場
で
は
「
い
い
天
気
、

悪
い
天
気
」
と
い
う
言
い
回
し
は
使
わ

な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

雨
を
悪
者
と
見
る
立
場
か
ら
は
、
梅

雨
前
線
や
台
風
も
悪
者
と
思
う
で
し
ょ

う
。
私
は
、
長
い
間
天
気
予
報
の
仕
事

を
し
、
警
報
や
注
意
報
を
出
す
仕
事
を

し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
雨
も
、

相
手
に
し
て
い
る
と
、
だ
ん
だ
ん
と
敵

の
よ
う
な
恋
人
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な

っ
て
く
る
。
台
風
も
梅
雨
前
線
も
恋
人

み
た
い
に
思
え
て
く
る
。

考
え
て
み
る
と
、
西
日
本
は
、
台
風

と
梅
雨
前
線
が
、
年
間
降
水
量
の
半
分

を
降
ら
せ
ま
す
。
だ
か
ら
、
空
梅
雨
で

台
風
が
や
っ
て
こ
な
い
と
、
た
い
へ
ん

な
水
不
足
に
な
る
。
数
年
前
の
渇
水
で

は
、
ダ
ム
も
底
が
見
え
る
く
ら
い
で
し

た
。
ダ
ム
の
底
に
ほ
ん
の
少
し
溜
ま
っ

て
い
る
水
を
〈
死
に
水
〉
と
言
い
ま
す
。

「
死
に
水
ま
で
取
っ
て
配
水
し
ま
す
」
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忘れられない雨のはなし

日
本
は
雨
が
多
い
か
ら
、
日
本
人
は

〈
水
は
た
だ
〉
と
思
っ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。
雨
が
降
る
と
天
気
が
悪
い
か
ら
、

な
る
べ
く
晴
れ
て
ほ
し
い
と
望
み
、
そ

し
て
実
際
に
水
不
足
に
陥
っ
て
く
る
と
、

た
い
て
い
は
適
当
に
雨
が
降
る
。
だ
か

ら
、
そ
っ
く
り
雨
に
依
存
し
て
し
ま
う

の
で
し
ょ
う
ね
。

予
報
官

天
気
図
に
な
い
雨
に
濡
れ

雨
も
、
肘
傘
雨
（
急
に
降
り
出
し
、

笠
を
か
ぶ
る
間
も
な
く
、
肘
を
頭
上
に

か
ざ
し
て
笠
が
わ
り
に
す
る
よ
う
な

雨
）
と
言
う
よ
う
に
、
日
本
に
は
本
当

に
い
ろ
い
ろ
な
言
い
回
し
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
は
、
み
ん
な
暮
ら
し
の
中
か
ら

生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

俳
句
で
は
、
霧
は
秋
の
季
語
で
、
秋

以
外
に
使
う
と
き
は
夏
の
霧
と
か
冬
の

霧
と
い
い
ま
す
。
虹
は
夏
の
季
語
で
、

そ
れ
以
外
で
は
秋
の
虹
、
春
の
虹
と
書

き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
雨
の
場
合
は
、
一

言
で
雨
と
書
い
て
も
、
季
語
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
雨
に
は
季
節
が
な
い
。
だ
か

ら
、
四
季
に
い
ろ
い
ろ
な
雨
の
名
前
が

う
ん
と
あ
り
ま
す
。
春
雨
、
菜
種
梅
雨
、

筍
梅
雨
、
虎
が
雨
、
秋
時
雨
、
寒
の

雨
・
・
・
そ
れ
だ
け
日
本
人
と
雨
は
切

り
離
せ
な
い
間
柄
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
、
お
天
気
に
つ
い
て

は
よ
く
話
題
に
す
る
よ
う
で
す
ね
。
イ

ギ
リ
ス
と
日
本
の
違
い
は
降
水
密
度
で

す
。
降
水
密
度
と
い
う
の
は
、
年
間
降

水
量
を
年
間
降
水
日
数
で
割
っ
た
数
字

で
す
。
こ
れ
は
東
京
が
格
段
に
高
く
約

10
mm
、
ロ
ン
ド
ン
は
約
４
mm
。
つ
ま
り
、

日
本
の
雨
は
強
く
、
イ
ギ
リ
ス
は
弱
い
。

で
す
か
ら
、
よ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画

を
見
て
い
る
と
、
雨
の
中
を
コ
ー
ト
の

襟
を
ち
ょ
っ
と
立
て
て
歩
い
て
い
く
人

が
出
て
き
ま
す
ね
。
あ
れ
は
、
日
本
で

は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
イ
ギ
リ
ス

の
雨
は
弱
い
か
ら
、
傘
も
差
さ
な
い
で

す
よ
。

ぼ
く
は
モ
ス
ク
ワ
の
気
象
局
で
、
夏

に
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

あ
る
日
、
雨
が
降
っ
た
ら
何
人
が
濡
れ

て
帰
る
か
数
え
よ
う
と
思
っ
た
。
勤
務

時
間
が
終
わ
る
こ
ろ
雨
が
降
り
始
め
た

の
で
、「
ソ
レ
ッ
」
と
ば
か
り
に
門
の

所
に
行
き
ま
し
た
ら
、
誰
も
傘
を
持
っ

て
い
な
い
。
濡
れ
て
帰
る
の
で
す
。
モ

ス
ク
ワ
の
予
報
局
は
美
し
い
女
性
が
多

か
っ
た
け
れ
ど
、
一
人
だ
け
ね
、
書
き

損
じ
の
天
気
図
を
頭
に
か
ざ
し
て
い
ま

し
た
よ
。「
悪
い
の
は
天
気
図
よ
」
と

い
う
も
の
で
。
私
も
濡
れ
て
帰
り
ま
し

た
が
、
ホ
テ
ル
に
帰
り
、
１
時
間
も
す

る
と
乾
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぐ

ら
い
雨
は
弱
い
。
も
っ
と
も
、
日
本
の

気
象
庁
で
も
傘
を
持
っ
て
き
て
い
な
い

の
は
い
ま
し
て
ね
。〈
予
報
官
、
天
気

図
に
な
い
雨
に
濡
れ
〉
と
い
う
川
柳
も

あ
る
。

折
り
畳
み
傘
が
１
９
５
４
年
（
昭
和

29
）
に
開
発
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
あ

れ
は
助
か
っ
た
ね
。
日
本
人
は
雨
傘
民

族
で
し
て
、
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
ん

で
す
よ
。

昔
、
駅
か
ら
自
宅
に
帰
ろ
う
と
思
っ

た
ら
雨
が
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
降
っ
て
い
る
。

そ
ば
を
見
る
と
、
傘
が
５
０
０
円
で
売

っ
て
い
る
。
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
い
な

が
ら
、
濡
れ
て
３
０
０
ｍ
ほ
ど
歩
く
と
、

３
０
０
円
で
傘
が
売
っ
て
い
る
。
濡
れ

な
い
価
値
が
２
０
０
円
の
値
段
の
差
に

な
っ
て
い
て
、
面
白
い
と
感
じ
ま
し
た
。

予
報
官

後
ろ
を
見
た
ら
満
身
創
痍

昔
の
天
気
予
報
は
、
よ
く
外
れ
ま
し

た
。
外
し
た
と
き
は
、
こ
ち
ら
も
罪
滅

ぼ
し
に
濡
れ
て
帰
り
ま
し
た
け
れ
ど
。

私
が
お
天
気
キ
ャ
ス
タ
ー
を
し
て
い

た
の
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
ニ
ュ
ー
ス
セ
ン

タ
ー
９
時
」
で
、
木
村
太
郎
さ
ん
と
宮

崎
緑
さ
ん
の
コ
ン
ビ
の
時
代
で
す
。
大

き
く
予
報
を
外
し
た
翌
日
、
宮
崎
さ
ん

が
「
夕
べ
の
天
気
予
報
は
、
外
れ
ま
し

た
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
こ
で
僕
は
、

「
夕
べ
の
こ
と
は
も
う
聞
か
な
い
で
」

と
逃
げ
た
。
昔
流
行
っ
た
、
小
川
知
子

の
歌
の
歌
詞
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
ス

タ
ジ
オ
や
副
調
整
室
の
人
間
が
み
ん
な

笑
い
出
し
ち
ゃ
っ
て
。
冗
談
で
す
む
こ

と
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

の
と
き
の
天
気
図
は
と
て
も
判
断
が
難

し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

予
報
官
は
英
語
で
は
フ
ォ
ア
・
キ
ャ

ス
タ
ー
（forecaster

）
と
い
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
前
を
見
る
人
な
ん
で
す
よ
。

後
ろ
を
見
た
ら
満
身
創
痍
で
す
か
ら
ね
。

昨
日
の
こ
と
に
く
よ
く
よ
し
て
い
た
ら
、

先
の
こ
と
を
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
、「
反
省
す
れ
ど
も
後
悔
せ
ず
」。

大
政
治
家
と
同
じ
で
す
。

昔
、
天
気
予
報
の
名
人
が
い
て
「
明

日
の
天
気
を
絶
対
に
当
て
ろ
」
と
言
わ

れ
た
。
す
る
と
「
明
日
は
雨
降
る
天
気

に
ご
ざ
な
く
候
」
と
答
え
た
。
も
し
雨

が
降
っ
た
ら
、「
明
日
は
雨
降
る
、
天

気
に
ご
ざ
な
く
候
」、
も
し
晴
れ
た
ら

「
明
日
は
雨
降
る
天
気
に
、
ご
ざ
な
く

候
」
と
、
点
の
打
つ
位
置
を
変
え
れ
ば
、

必
ず
当
た
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
ん

な
頓
知
の
よ
う
な
話
も
あ
る
ぐ
ら
い
、

天
気
予
報
は
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

こ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
予

報
と
い
う
の
は
受
け
取
る
側
の
自
己
責

任
も
あ
る
。
私
は
海
軍
に
い
た
こ
と
が

あ
る
ん
で
す
が
、
上
官
に
二
つ
の
タ
イ

プ
が
あ
っ
て
ね
。
そ
っ
く
り
私
の
情
報

を
信
用
し
て
、
予
報
が
は
ず
れ
る
と

「
オ
マ
エ
切
腹
し
ろ
ー
」
と
騒
ぐ
上
官
。

も
う
一
つ
は
「
ウ
ン
、
わ
か
っ
た
、
わ
か

っ
た
」
と
言
う
の
だ
け
れ
ど
、
顔
を
見

る
と
ど
う
や
ら
僕
の
こ
と
を
信
用
し
て

い
な
い
。
僕
の
意
見
は
７
割
ぐ
ら
い
に

止
め
て
、
自
分
で
判
断
を
下
す
タ
イ
プ
。

僕
は
後
者
の
ほ
う
が
偉
い
と
思
う
な
。
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開
始
さ
れ
ま
し
た
。
電
話
の
公
衆
回
線

に
電
波
を
載
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
実

現
し
た
も
の
で
す
。
情
報
革
命
の
第
一

歩
で
す
ね
。
こ
れ
で
細
か
い
情
報
が
入

手
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
予
報
技
術
が

格
段
に
向
上
し
ま
し
た
。
た
だ
当
初
は

予
算
が
な
く
て
専
用
回
線
に
で
き
な
か

っ
た
の
で
、
災
害
時
に
電
話
回
線
が
パ

ン
ク
す
る
と
、
役
に
立
た
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
レ
ー
ダ
ー
も
雨
は
捉
え
ら
れ

ま
す
が
、
空
中
の
水
蒸
気
が
刻
々
と
溜

ま
っ
て
、
雲
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
は
わ

か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
過
程
を
捉

え
る
の
が
、
実
は
一
番
大
切
な
の
で
す
。

そ
れ
も
だ
ん
だ
ん
捕
捉
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
は
、
気
象
衛
星

で
雲
だ
け
で
は
な
く
、
目
に
見
え
な
い

水
蒸
気
も
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
数
時
間
先
の
き
め
の
細
か
い

予
報
な
ど
、
僕
ら
の
こ
ろ
は
考
え
ら
れ

な
か
っ
た
で
す
が
、
今
は
当
た
り
前
に

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
当
然
に
な
る
と
、

「
も
っ
と
や
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

赤
ん
坊
が
自
分
の
足
で
立
ち
上
が
っ
た

ら
、
さ
あ
歩
き
な
さ
い
。
う
ま
く
歩
い

た
な
と
思
う
と
、
駆
け
足
し
ろ
と
後
ろ

か
ら
せ
き
立
て
ら
れ
る
。

情
報
化
社
会
に
な
っ
て
、
正
確
な
情

報
を
早
く
入
手
す
る
こ
と
が
、
資
産
的

な
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
影
響
で

す
。
い
く
ら
正
確
な
短
期
間
予
報
を
し

て
も
、
伝
達
手
段
が
な
か
っ
た
ら
役
に

立
た
な
い
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
情
報
化

社
会
の
賜
物
で
す
。
例
え
ば
大
型
船
舶

は
目
的
地
に
１
日
早
く
到
着
す
る
と
、

軽
く
２
０
０
万
円
ぐ
ら
い
違
っ
て
き
ま

す
。
経
済
的
評
価
が
難
し
く
、
予
算
も

割
き
に
く
い
天
気
予
報
の
分
野
に
、
民

間
気
象
予
報
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
成
立
す
る

よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た

情
報
化
社
会
の
発
達
が
あ
り
ま
す
。

私
が
予
報
官
の
と
き
に
、
二
つ
の
考

え
方
を
先
輩
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。
一

つ
は
、「
天
気
予
報
は
地
下
室
で
や
れ
」。

も
う
一
つ
は
「
天
気
予
報
し
よ
う
と
思

っ
た
ら
、
ま
ず
屋
上
に
行
け
」。
刻
々

と
変
わ
る
空
模
様
に
気
を
取
ら
れ
て
い

る
と
大
局
を
誤
る
、
理
論
武
装
を
し
ろ

と
い
う
の
が
地
下
室
派
。
屋
上
派
の
ほ

う
は
、
空
を
見
ろ
、
現
場
を
大
切
に
し

ろ
。私

は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
屋
上
派
だ

っ
た
か
な
。

空
に
は
飛
行
機
雲
が
出
て
、
な
か
な

か
消
え
な
い
。
ど
う
考
え
て
も
雨
に
な

る
兆
候
が
出
て
い
る
の
に
、
天
気
図
に

は
そ
れ
が
表
れ
て
こ
な
い
。
天
気
図
を

信
じ
て
晴
れ
と
予
報
す
る
と
外
れ
る
場

合
は
、
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に

適
応
し
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、

逆
の
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
ど
ち
ら
が

的
中
率
が
高
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
屋
上
に
行
っ
た

り
、
地
下
室
に
行
っ
た
り
、
し
ょ
っ
ち

ゅ
う
往
復
し
て
い
た
。
ま
さ
に
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
人
生
で
す
ね
。

仕
事
を
す
る
と
き
も
、
世
の
中
を
渡

る
と
き
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
思
い

ま
す
。

国
を
挙
げ
て
台
風
と
闘
う

１
９
４
９
年
（
昭
和
24
）
に
ア
メ
リ

カ
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
被
害
を
調
べ
る
と
、

死
者
は
平
均
す
る
と
数
十
人
の
単
位
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
昭
和

24
年
、
25
歳
で
予
報
の
現
場
に
入
り
ま

し
た
が
、
当
時
は
台
風
が
来
る
と
、
死

者
が
平
均
１
０
０
人
単
位
、
個
々
の
場

合
は
１
０
０
０
人
以
上
に
な
る
の
は
当

た
り
前
で
し
た
。
１
９
５
８
年
（
昭
和

33
）
の
狩
野
川
台
風
で
は
、
８
８
８
人

の
死
者
を
数
え
て
い
ま
す
。
日
本
と
ア

メ
リ
カ
と
で
は
、
被
害
者
数
の
桁
が
違

う
。
も
の
ご
と
を
表
す
数
字
の
桁
が
違

う
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
が
違
う
と
い

う
こ
と
で
す
。

戦
勝
国
と
敗
戦
国
の
差
で
、
当
時
の

日
本
は
国
土
が
荒
廃
し
て
い
ま
し
た
し
、

天
気
予
報
の
中
で
防
災
の
占
め
る
割
合

が
ま
だ
低
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
で
し
ょ
う
。
で
は
、
い
つ
そ
の
桁
が

減
る
か
。

１
９
５
９
年
（
昭
和
34
）
９
月
26
日

に
伊
勢
湾
台
風
が
日
本
を
襲
い
ま
し
た
。

死
者
４
６
９
７
人
、
つ
ま
り
約
５
０
０

０
人
。
昭
和
34
年
と
い
え
ば
、
経
済
白

書
で
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
謳

わ
れ
て
３
年
後
で
す
よ
。
台
風
の
死
者

が
５
０
０
０
人
と
い
う
の
は
、
国
辱
的

予
報
技
術
の
発
達

例
え
ば
集
中
豪
雨
と
い
う
の
は
、
せ

い
ぜ
い
10
km
四
方
で
起
き
る
現
象
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ま
で
の
観
測
網
は
だ

い
た
い
50
km
四
方
の
網
で
捉
え
て
い
ま

し
た
。
い
わ
ば
、
集
中
豪
雨
と
い
う
の

は
ど
う
猛
な
小
魚
な
わ
け
で
す
が
、
そ

れ
を
粗
い
網
で
す
く
お
う
と
し
て
い
た

の
で
す
。
里
は
晴
れ
て
い
る
の
に
、
川

が
増
水
し
、
死
体
が
流
れ
て
く
る
。
山

で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
把
握
で
き
な

か
っ
た
時
代
の
話
で
す
。

集
中
豪
雨
を
つ
か
ま
え
る
た
め
に
、

い
ろ
い
ろ
と
ア
イ
デ
ィ
ア
も
出
し
ま
し

た
。
交
番
の
警
察
官
と
か
学
校
の
先
生

に
頼
み
込
ん
で
、
観
測
機
器
を
置
か
せ

て
も
ら
い
、「
こ
の
目
盛
り
以
上
の
雨

に
な
っ
た
ら
、
気
象
台
に
電
話
し
て
く

だ
さ
い
」
と
頼
む
。
こ
れ
で
か
な
り
わ

か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
実

際
は
、
集
中
豪
雨
で
被
害
が
出
る
よ
う

な
雨
が
降
っ
て
い
る
と
き
は
、
自
分
や

回
り
を
守
る
だ
け
で
精
一
杯
で
、
電
話

な
ん
て
か
け
て
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。

私
が
気
象
庁
に
い
た
１
９
７
４
年

（
昭
和
49
）
に
、
ア
メ
ダ
ス
の
運
用
が
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忘れられない雨のはなし

な
数
字
で
す
。
そ
れ
で
、
日
本
中
の
人

が
青
く
な
っ
た
。
臨
時
国
会
も
開
か
れ
、

成
立
し
た
の
が
災
害
対
策
基
本
法
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
、
防
災
の
主
体
は
地
方

自
治
体
な
の
に
、
気
象
台
も
、
建
設
局

も
、
み
ん
な
縦
割
り
の
国
の
機
関
で
地

域
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
地
域
防
災
計
画
を
作
り
、
総
合

的
対
策
を
た
て
た
。
つ
ま
り
、
国
を
挙

げ
て
闘
う
と
い
う
体
制
が
で
き
た
わ
け

で
す
。

先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
天
気
予

報
は
経
済
的
評
価
が
さ
れ
に
く
か
っ
た

た
め
に
、
営
利
事
業
と
し
て
は
成
り
立

た
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
国
家
事
業
と
し

て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
国
家

事
業
と
し
て
も
、
い
っ
た
い
幾
ら
税
金

を
使
っ
て
い
い
の
か
も
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
人
口
が
１
億
人
の
時
代
、
気
象
予

算
が
60
億
円
の
と
き
コ
ー
ヒ
ー
予
算
と

い
っ
て
、
国
民
一
人
当
た
り
コ
ー
ヒ
ー

１
杯
分
の
予
算
が
つ
き
ま
し
た
。
気
象

予
算
が
６
０
０
億
円
に
な
っ
た
と
き
に
、

コ
ー
ヒ
ー
１
杯
に
ケ
ー
キ
１
個
ぐ
ら
い
。

そ
れ
が
、
国
連
の
世
界
気
象
機
関
の
取

り
決
め
で
全
般
海
上
警
報
を
出
し
て
い

る
。
こ
の
機
関
は
、
地
球
上
の
海
を
大

き
く
分
け
て
、
台
風
が
近
づ
い
て
い
る

と
き
な
ど
は
、
３
時
間
ご
と
、
通
常
は

６
時
間
ご
と
に
予
報
を
出
し
て
い
ま
す
。

国
を
超
え
て
、
気
象
観
測
を
防
災
に
役

立
て
よ
う
と
い
う
働
き
で
、
各
国
が
集

ま
っ
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
も
活
発

に
行
っ
て
い
ま
す
。
天
気
予
報
が
経
済

効
果
を
左
右
す
る
と
い
う
認
識
が
認
め

ら
れ
、
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
表
れ

で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
こ
う
し
た
防
災
気
象

技
術
者
を
養
成
し
て
い
く
傾
向
に
な
る

で
し
ょ
う
ね
。

心
に
残
る
予
報
官

１
９
６
１
年
（
昭
和
36
）
に
第
２
室

戸
台
風
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
強
さ
は

伊
勢
湾
台
風
ク
ラ
ス
で
、
そ
れ
が
、
大

阪
湾
を
通
っ
て
高
潮
を
起
こ
し
ま
し
た
。

今
ま
で
の
台
風
だ
と
、
２
年
前
の
伊
勢

湾
台
風
の
と
き
で
死
者
５
０
０
０
人
。

だ
か
ら
、「
今
度
の
台
風
も
死
者
５
０

０
０
人
か
」
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
た

新
聞
も
あ
る
く
ら
い
で
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
蓋
を
開
け
て
み
た
ら
、
死
者
は
１

９
４
人
。
５
０
０
０
人
か
ら
２
０
０
人

に
減
っ
た
。
し
か
も
大
阪
の
高
潮
で
の

死
者
は
ゼ
ロ
で
し
た
。

こ
の
当
時
の
大
阪
管
区
気
象
台
長
は

大
谷
東
平
で
し
た
。
こ
の
人
は
予
報
官

の
現
場
か
ら
台
長
に
な
っ
た
人
で
、
本

当
の
現
場
育
ち
で
す
。
明
日
は
第
２
室

戸
台
風
来
襲
と
い
う
日
に
、
大
阪
府
知

事
、
放
送
局
、
防
災
関
係
者
に
「
大
谷

東
平
が
特
別
に
申
し
上
げ
ま
す
。
明
日

は
全
力
を
あ
げ
て
台
風
に
備
え
て
く
だ

さ
い
」
と
伝
え
た
。
そ
れ
は
偉
か
っ
た

と
思
う
。
一
人
の
予
報
官
が
、
大
台
風

や
大
高
潮
に
遭
遇
す
る
の
は
、
一
生
に

１
度
あ
る
か
な
い
か
で
す
。
そ
こ
で
し

く
じ
っ
た
ら
、
２
回
目
の
機
会
は
無
い
。

男
の
勝
負
時
と
い
う
も
の
で
す
よ
。
社

会
は
ど
う
い
う
情
報
を
望
ん
で
い
る
か
。

そ
れ
を
い
つ
出
し
た
ら
一
番
い
い
の
か
。

情
報
が
出
て
い
く
先
の
こ
と
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
の
で
す
。

も
う
一
人
私
の
心
に
残
る
予
報
官
が
、

藤
原
咲
平
で
す
。
第
５
代
の
中
央
気
象

台
長
（
昭
和
16
〜
22
年
）
で
し
た
。
彼

は
、
予
報
官
の
心
得
と
し
て
、
自
己
顕

示
欲
で
冒
険
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
奇
功
を
焦

っ
て
は
い
け
な
い
と
。
た
だ
し
十
分
な

研
究
の
結
果
、
ど
う
し
て
も
動
か
せ
な

い
理
由
が
あ
る
と
き
の
冒
険
は
よ
ろ
し

い
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

【
藤
原
咲
平
の
「
予
報
官
の
心
掛
け
」】

１
９
３
３
年
（
昭
和
８
）
に
書
か
れ

た
以
下
の
12
点
。
自
然
を
相
手
に
す
る

と
き
の
心
構
え
と
し
て
も
読
め
、
そ
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
深
い
。

１
　
学
問
の
進
歩
を
取
り
入
れ
、
時
世

に
お
く
れ
な
い
こ
と
。

２
　
予
報
の
不
中
の
原
因
を
探
求
す
る

こ
と
。
他
人
の
予
報
も
注
意
し
て
、

他
山
の
石
と
す
る
こ
と
。

３
　
判
断
力
に
影
響
す
る
か
ら
、
身
体

を
健
全
に
す
る
こ
と
。

４
　
精
神
的
の
心
配
事
も
判
断
に
影
響

す
る
か
ら
、
精
神
を
健
全
に
す
る

こ
と
。

５
　
予
報
期
間
中
は
、
他
事
に
た
ず
さ

わ
ら
ぬ
こ
と
。
遊
戯
に
こ
っ
て
は

い
け
な
い
。
研
究
は
当
番
以
外
の

時
に
行
う
こ
と
。

６
　
睡
眠
不
足
の
時
は
、
よ
い
予
報
は

出
せ
な
い
。

７
　
酒
を
飲
ん
で
い
る
間
は
か
え
っ
て

頭
が
明
晰
に
な
っ
た
よ
う
に
感
ず

る
が
、
そ
れ
は
実
は
妄
想
で
あ
る
。

８
　
自
分
の
前
に
出
し
た
予
報
に
引
き

ず
ら
れ
な
い
こ
と
。

９
　
自
分
の
力
の
範
囲
を
確
認
し
、
そ

の
埒
外
に
出
な
い
こ
と
。

10

世
間
の
気
持
ち
を
斟
酌
す
べ
き
だ

が
、
迎
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

11

非
常
に
ま
れ
な
場
合
を
ね
ら
っ
て
、

予
報
に
奇
跡
を
願
っ
て
は
な
ら
な

い
。

12

自
分
の
発
見
し
た
法
則
、
前
兆
を

買
い
か
ぶ
る
な
。

（
倉
嶋
厚
『
暮
ら
し
の
気
象
学
』
草
思

社
、
１
９
８
４
よ
り
）

今
こ
こ
で
失
敗
を
怖
れ
て
も
の
を

言
わ
ず
、
こ
と
を
行
わ
な
か
っ
た
ら
、

こ
れ
ま
で
研
鑽
努
力
し
て
積
み
上
げ
て

き
た
自
分
の
人
生
が
無
に
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
時
が
あ
る
。
そ
の
時
は
失
敗

を
怖
れ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
で
失
敗

し
て
も
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
で
す
よ
。

た
だ
皮
肉
な
こ
と
に
、
今
が
勝
負
時
か

ど
う
か
は
、
た
い
て
い
後
か
ら
わ
か
る
。

こ
の
人
が
言
う
も
う
一
つ
の
教
訓
は
、

正
し
い
判
断
の
妨
げ
に
な
る
も
の
の
第

１
は
私
心
。
第
２
は
不
健
康
。
第
３
は

自
惚
れ
、
と
書
い
て
あ
る
。
僕
は
、
こ

れ
全
部
、
人
生
に
当
て
は
ま
る
と
思
う
。

中
学
生
が
修
学
旅
行
で
京
都
、
奈
良

に
行
っ
て
、
仏
像
を
見
た
り
す
る
け
れ

ど
、
自
分
の
人
生
と
重
ね
あ
わ
せ
た
視

野
し
か
な
い
の
で
す
か
ら
理
解
で
き
る

は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
。
モ
ス
ク
ワ
の

気
象
局
に
出
張
し
て
い
た
と
き
、
感
心

し
た
の
は
忙
し
い
人
、
地
位
が
高
い
人

ほ
ど
20
日
も
30
日
も
バ
カ
ン
ス
を
と
る

ん
で
す
。
忙
殺
さ
れ
て
い
る
と
き
こ
そ
、

行
け
、
と
言
っ
て
ね
。
だ
か
ら
僕
は
、

今
40
代
の
修
学
旅
行
を
勧
め
て
い
る
ん

だ
。
40
代
は
肝
心
な
年
代
。
若
す
ぎ
て

も
理
解
で
き
な
い
し
、
あ
ん
ま
り
歳
を

と
っ
て
も
生
か
せ
る
先
が
な
い
わ
け
だ

か
ら
、
肝
心
な
年
代
の
人
に
、
も
っ
と

豊
か
に
生
き
て
ほ
し
い
ね
。

―
―

や
ま
な
い
雨
は
な
い
、
と
い
う

倉
嶋
さ
ん
の
本
の
タ
イ
ト
ル
も
人
生
そ

の
も
の
で
す
ね
。

や
ま
な
い
雨
は
な
い
。
雨
は
必
ず
や

む
ん
で
す
ね
。
で
も
、
降
っ
て
い
る
と

き
は
、
い
つ
ま
で
も
続
く
と
思
っ
て
し

ま
う
。
羽
田
で
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
降
り
の

と
き
、
飛
行
機
に
乗
っ
て
雲
の
上
に
上

が
っ
た
ら
、
当
た
り
前
だ
け
れ
ど
晴
れ

て
い
た
。「
雲
の
上
は
い
つ
も
青
空
」、

諦
め
る
こ
と
も
と
き
に
は
肝
心
な
ん
で

す
よ
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
歳
を
と
っ

て
か
ら
気
づ
く
ん
だ
な
。
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お
風
呂
屋
さ
ん
を
救
え

村
瀬

ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
研
究
グ
ル

ー
プ
は
１
９
７
９
年
（
昭
和
54
）
４
月

か
ら
ス
タ
ー
ト
、
メ
ン
バ
ー
全
員
が
保

健
所
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
最
初
の

目
的
は
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
で
経

営
危
機
に
陥
っ
て
い
た
お
風
呂
屋
さ
ん

を
、
何
と
か
救
え
な
い
か
と
い
う
も
の

で
し
た
。
お
風
呂
屋
さ
ん
は
屋
根
が
広

い
。
そ
こ
で
、
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
を
の

せ
て
、
お
風
呂
屋
さ
ん
の
経
営
を
救
お

う
と
呼
び
か
け
た
わ
け
で
す
。
す
ご
い

単
純
。
そ
し
て
報
告
書
を
自
費
出
版
し

た
の
が
25
年
前
で
す
。

私
た
ち
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
都
市
で
す
。

こ
れ
は
私
た
ち
が
現
在
も
取
り
組
ん
で

い
る
雨
水
・
水
問
題
に
つ
い
て
も
一
貫

し
て
い
ま
す
。

都
市
の
中
で
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
の
利

用
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
問
題
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
高
層
ビ
ル
に
遮

ら
れ
れ
ば
、
光
が
当
た
ら
な
く
な
る
。

あ
る
い
は
、
パ
ネ
ル
自
身
に
光
が
反
射

し
て
、
目
が
開
け
ら
れ
な
い
と
い
う
苦

情
も
あ
り
ま
し
た
。
太
陽
熱
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

建
物
の
高
さ
制
限
も
必
要
で
は
な
い
か
、

な
ど
と
書
い
て
、
自
分
た
ち
の
安
月
給

で
自
費
出
版
し
ま
し
た
。
日
本
経
済
新

聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
爆
発
的
に
売
れ

た
の
で
す
が
、
研
究
は
そ
れ
で
お
し
ま

い
に
し
て
、
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
グ
ル

ー
プ
も
解
散
の
予
定
で
し
た
。

そ
う
し
た
ら
江
東
区
の
職
員
だ
っ
た

佐
藤
さ
ん
、
都
庁
の
人
見
さ
ん
な
ど
、

こ
う
し
た
現
場
の
問
題
に
関
心
を
持
っ

た
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
れ
た
わ
け
で

す
。
集
ま
っ
た
み
ん
な
と
話
す
と
、
共

通
の
関
心
は
都
市
問
題
、
特
に
水
問
題

で
し
た
。

私
の
場
合
で
言
え
ば
、
ビ
ル
の
赤
水

問
題
で
す
。
25
年
前
の
話
で
す
が
、
ビ

ル
で
蛇
口
を
ひ
ね
る
と
赤
い
水
が
出
て

く
る
。
し
か
も
、
建
て
て
１
年
も
し
な

い
内
に
出
て
く
る
所
も
あ
る
。
調
べ
て

み
る
と
、
塩
素
濃
度
が
か
な
り
高
く
、

飲
ん
で
も
お
い
し
く
な
い
。
そ
こ
で
、

問
題
の
根
も
と
ま
で
辿
っ
て
み
た
い
と

い
う
率
直
な
疑
問
が
起
き
ま
し
た
。

佐
藤
さ
ん
は
、
当
時
す
で
に
雨
水
利

用
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
今
抱
え
て
い
る
水
問
題
を

持
ち
寄
っ
て
、
徹
底
的
に
現
場
検
証
を

し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
公
民
館
の
部
屋

を
週
末
に
借
り
切
っ
て
徹
底
的
に
議
論

し
、
実
際
に
現
場
に
行
く
。
調
査
し
た

も
の
を
、
ま
た
み
ん
な
で
検
討
す
る
。

こ
の
方
式
が
良
か
っ
た
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
専
門
分
野
か
ら
現
場
の
問
題
を

と
ら
え
る
と
、
そ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ

た
本
質
が
見
え
て
く
る
こ
と
で
し
た
。

私
の
専
門
は
衛
生
で
す
し
、
人
見
さ
ん

は
農
学
、
佐
藤
さ
ん
は
建
築
。
そ
れ
ぞ

れ
違
っ
た
分
野
か
ら
見
て
も
、
結
局
、

都
市
の
水
循
環
に
収
斂
し
て
い
く
わ
け

『都市の水循環』発刊から四半世紀を振り返る

個人下水道という発想の現在

村瀬 誠　むらせ まこと

東京都墨田区役所

私たちは「健全な水循環」という言葉を、現在では

あたりまえのように使っています。水循環という言葉

が、「健全な」という評価を伴って用いられるように

なったのは1980年代になってからのようです。おそ

らくもっとも早い時期からこれを唱えたのが、押田勇

雄編・ソーラーシステム研究グループ著『都市の水循

環』（日本放送出版会、1982）でしょう。ソーラーシ

ステム研究グループは、東京都の現場の若手行政マン

が作った勉強会のグループでした。それから25年以上

がたちましたが、ここで打ち出されたメッセージは今

でも色あせていません。当時の中心メンバーだった３

人に、四半世紀前からのことを語っていただきました。

佐藤 清　さとう きよし

株式会社テクノプラン建築事務所
（元・東京都江東区役所）

人見達雄　ひとみ たつお

東京都多摩府中保健所
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個人下水道という発想の現在

で
す
。
こ
の
１
年
間
の
成
果
を
『
地
域

社
会
の
水
思
想
』
と
い
う
報
告
書
に
ま

と
め
ま
し
た
。
上
・
下
水
道
問
題
や
水

環
境
の
問
題
の
解
決
の
糸
口
は
、
個
々

に
技
術
主
義
的
に
対
応
す
る
こ
と
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
技
術
を
位
置
づ
け
る

水
思
想
こ
そ
が
、
必
要
で
あ
る
と
結
論

づ
け
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
も
自
費
出
版

し
ま
し
た
。

人
見

村
瀬
さ
ん
か
ら
声
を
か
け
ら
れ

た
と
き
は
、
一
も
二
も
な
く
参
加
し
よ

う
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
、
美
濃
部
都

政
の
表
看
板
だ
っ
た
光
化
学
ス
モ
ッ
グ

対
策
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
先
兵

と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

都
内
の
研
究
機
関
や
大
学
を
走
り
回
っ

て
い
ま
し
た
。
当
時
の
都
庁
は
有
楽
町

に
あ
り
ま
し
た
が
、「
有
楽
町
か
ら
も

の
を
見
て
い
て
は
だ
め
だ
。
現
場
に
行

か
ね
ば
」
と
気
が
つ
き
、
都
庁
を
飛
び

出
て
、
保
健
所
に
行
き
ま
し
た
。
現
場

を
回
り
ま
す
と
、
例
え
ば
、
昔
の
受
水

槽
は
地
下
に
あ
り
、
そ
の
水
が
腐
っ
た

り
汚
物
が
混
入
し
た
り
と
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
所
を

実
際
に
潜
っ
て
調
べ
、
泥
ま
み
れ
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
村
瀬
さ
ん

が
声
を
か
け
て
く
れ
た
わ
け
で
す
。

や
は
り
、
現
場
で
よ
く
観
察
す
る
こ

と
と
、
そ
こ
で
住
ん
で
い
る
人
た
ち
の

話
を
よ
く
聞
く
こ
と
が
大
切
で
し
た
。

見
て
考
え
た
者
同
士
が
集
ま
っ
て
自
分

た
ち
の
言
葉
で
語
り
合
っ
て
、
ど
こ
が

ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
つ
か
ま

え
な
く
て
は
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い

た
ん
で
す
。

佐
藤

僕
は
、
40
歳
ぐ
ら
い
に
な
っ
た

ら
公
務
員
を
辞
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た

ん
で
す
。
公
務
員
は
、
大
会
社
の
部
長

級
の
仕
事
を
、
ヒ
ラ
職
員
が
で
き
る
く

ら
い
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
と

い
う
不
思
議
な
立
場
に
あ
り
ま
す
。
一

人
で
数
十
億
円
の
仕
事
を
す
る
と
い
う

恐
ろ
し
い
所
で
す
。
た
だ
、
一
方
で
、

そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
勉
強
を
し
て
い

る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。せ

っ
か
く
役
人
に
な
っ
た
の
に
、
他

の
部
署
が
何
を
し
て
い
る
の
か
も
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
民
間
企
業
で
も
同
じ
で

し
ょ
う
が
、
大
き
な
組
織
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
他
と
連
携
し
よ
う
と
思
っ
て

も
、
専
門
分
野
が
違
う
と
、
深
く
は
入

れ
な
い
。
特
に
区
の
上
に
東
京
都
が
あ

り
、
そ
の
上
に
は
国
が
あ
り
、
と
仕
組

み
が
上
か
ら
下
ま
で
決
ま
っ
て
い
る
か

ら
、
余
計
そ
う
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

他
の
人
が
何
を
し
て
い
る
の
か
知
り
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
技
術
屋
と
い
う
の
は
技
術
に
走

り
が
ち
で
、
ポ
リ
シ
ー
に
弱
い
。
も
う

少
し
、
視
野
の
広
い
考
え
方
を
見
て
み

た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

自
分
と
違
う
職
業
の
人
が
何
を
考
え
て

い
る
の
か
知
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
も

あ
り
ま
し
た
。

合
成
洗
剤
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
、
状
況
が
極
端
に
変
わ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
簡
易
水
洗
ト
イ

レ
と
称
し
、
全
ば
っ
気
式
浄
化
槽
が
普

及
し
ま
し
た
。
そ
の
実
態
は
、
い
わ
ば

「
く
そ
粉
砕
機
」
で
、
う
ん
ち
を
ば
ら

ば
ら
に
し
て
、
た
く
さ
ん
の
水
で
薄
め

る
と
い
う
も
の
で
、
浄
化
と
は
程
遠
い

も
の
で
し
た
。
お
ま
け
に
生
活
雑
排
水

も
垂
れ
流
し
で
し
た
。

こ
う
な
る
と
、
あ
る
特
定
の
工
場
廃

水
を
突
き
止
め
れ
ば
汚
染
が
解
決
す
る

は
ず
が
な
く
、
ど
こ
だ
か
わ
か
ら
な
い

け
れ
ど
、
た
く
さ
ん
の
汚
染
源
が
あ
る

と
い
う
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

犯
人
が
わ
か
ら
な
い
汚
染
に
つ
い
て
、

「
環
境
問
題
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た

わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
環
境
と
い
う
言
葉
は
、
普

通
に
暮
ら
し
て
い
る
生
活
者
が
汚
染
源

に
な
り
得
る
と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ

れ
始
め
た
の
で
す
。
一
方
、
か
つ
て
は

下
町
の
中
小
企
業
な
ど
で
工
場
廃
水
を

垂
れ
流
し
て
い
る
所
も
多
か
っ
た
の
で

す
が
、
80
年
代
に
な
る
と
、
工
場
が
だ

ん
だ
ん
と
海
外
に
進
出
し
、
日
本
は
ク

リ
ー
ン
な
製
品
だ
け
を
輸
入
し
ま
す
。

公
害
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
っ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
し
て
工
場
に
か
ん
し
て

言
え
ば
、
汚
水
よ
り
も
産
業
廃
棄
物
に

問
題
が
移
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
す
べ

て
を
環
境
問
題
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

わ
け
で
す
。

公
害
か
ら
環
境
へ

人
見

水
循
環
と
い
う
言
葉
も
、
自
然

界
の
水
循
環
と
い
う
意
味
で
は
、
何
十

年
も
前
か
ら
教
科
書
に
載
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
都
市
と
い
う
も
の
は
、
自
然
の

水
循
環
と
隔
離
さ
れ
た
別
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
意
識
が
定
着
し
て
い
た
中
で
、

「
そ
う
で
は
な
い
。
都
市
に
こ
そ
、
そ

の
諸
矛
盾
が
集
約
し
て
現
れ
て
い
る
」

と
考
え
ま
し
た
。
都
市
の
中
で
こ
そ
水

循
環
を
回
復
す
る
こ
と
が
大
事
と
い
う

意
味
で
、
都
市
の
水
循
環
と
い
う
言
葉

を
使
っ
た
の
で
す
。
こ
の
考
え
方
は
、

お
そ
ら
く
当
時
で
も
相
当
早
か
っ
た
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

当
時
の
社
会
で
は
、
環
境
問
題
と
い

う
よ
り
は
公
害
問
題
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
公
害
と
い
う
の
は
企
業
害
と
い

う
こ
と
で
、
企
業
を
追
求
し
、
汚
染
除

去
装
置
な
ど
を
つ
け
さ
せ
れ
ば
問
題
は

解
決
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
で

も
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
解
決
し
て

い
か
ず
、
お
か
し
い
と
感
じ
始
め
て
い

た
の
で
す
。

例
え
ば
、
水
の
汚
染
に
か
ん
し
て
も
、

特
定
の
工
場
廃
水
か
ら
、
一
般
の
家
庭

廃
水
に
ウ
ェ
イ
ト
が
移
り
つ
つ
あ
っ
た

時
代
で
し
た
。
昭
和
30
年
代
後
半
か
ら
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下
水
の
現
場
を
見
て
驚
い
た

村
瀬

１
９
６
７
年
（
昭
和
42
）
に
公

害
対
策
基
本
法
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
一
定
の
効
果
を
上
げ
た
と
思
い
ま
す

が
、
個
人
の
出
す
環
境
負
荷
、
廃
棄

物
・
廃
水
に
つ
い
て
は
、
１
９
９
３
年

（
平
成
５
）
に
環
境
基
本
法
が
制
定
さ

れ
、
環
境
負
荷
と
し
て
網
が
か
け
ら
れ

る
ま
で
、
放
っ
て
お
か
れ
ま
し
た
。

我
々
も
川
を
遡
っ
て
浄
水
場
を
見
学

し
ま
し
た
が
、
現
場
の
人
は
良
質
の
上

水
を
作
ろ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
の
だ
け

れ
ど
、
縦
割
り
行
政
で
視
野
が
狭
い
た

め
に
技
術
面
だ
け
に
深
入
り
し
が
ち
で

す
。
塩
素
を
い
っ
ぱ
い
入
れ
た
り
、
活

性
炭
を
大
量
に
使
っ
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
一
生
懸
命
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
、
技

術
の
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
い
く
ら
頑
張
っ
て
も
カ
ビ
臭

が
取
れ
な
い
。
そ
れ
で
、
取
水
し
て
い

る
川
の
水
を
見
に
行
っ
て
、
こ
の
水
を

飲
ん
で
い
る
の
か
と
、
大
変
な
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
の
で
す
。
こ
れ
で
は
い
く

ら
浄
水
場
が
頑
張
っ
て
も
き
れ
い
に
で

き
る
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
で
、
下
水
道

に
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

最
近
で
は
生
物
膜
を
使
っ
た
浄
水
処

理
が
あ
り
ま
す
が
、
原
理
的
に
は
下
水

場
の
高
度
処
理
技
術
と
同
じ
わ
け
で
す

ね
。
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
下
水
を
飲

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。
個
々
に
技
術
的
に
は
、
頑
張
っ
て

い
る
の
だ
け
れ
ど
、
も
う
少
し
本
質
的

な
解
決
を
し
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い

う
の
が
我
々
の
出
し
た
結
論
で
し
た
。

個
人
下
水
道
の
発
想

で
は
、
下
水
道
と
は
何
な
の
か
。
当

時
、
下
水
道
普
及
率
は
上
が
っ
て
い
ま

し
た
が
、
隅
田
川
水
系
は
飲
み
水
と
し

て
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
改
め

て
気
が
つ
い
た
こ
と
は
、
多
摩
川
は
羽

村
取
水
堰
の
上
で
、
上
水
を
全
部
取
水

し
て
し
ま
い
、
そ
れ
よ
り
下
流
で
は
下

水
処
理
水
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
上
水
道
管
と
し
て
の
河

川
と
、
下
水
道
管
と
し
て
の
河
川
を
機

能
分
化
し
て
都
市
計
画
を
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
実
際
、
当
時
の
建
設

省
で
も
「
河
川
の
機
能
分
化
」
と
い
う

こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。
水
循
環
と

い
う
考
え
方
は
も
ち
ろ
ん
な
い
わ
け
で

す
が
、
人
間
の
本
位
で
河
川
を
使
い
分

け
て
い
た
。

こ
の
発
想
で
い
く
と
、
江
戸
川
は
水

道
管
で
し
て
、
金
町
浄
水
場
の
下
に
も

か
な
り
河
口
ま
で
浄
水
場
が
あ
る
。
多

摩
川
は
、
羽
村
で
上
水
道
と
下
水
道
に

分
か
れ
る
。
利
根
川
と
な
る
と
、
ど
こ

が
水
道
管
で
ど
こ
が
下
水
道
管
だ
か
わ

か
ら
な
い
で
す
ね
。
い
っ
た
い
、
こ
う

い
う
考
え
方
が
正
し
い
の
か
と
思
い
ま

し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
処
理
し
た
下

水
を
遠
く
に
運
ん
で
捨
て
る
と
い
う
、

と
い
う
風
潮
で
し
た
か
ら
、
受
け
入
れ

ら
れ
る
の
に
な
か
な
か
時
間
が
か
か
り

ま
し
た
。

結
局
、
都
市
が
利
便
性
だ
け
を
追
い

求
め
て
、
雨
や
汚
水
は
ど
こ
か
に
吐
き

出
せ
ば
よ
い
と
い
う
発
想
が
問
題
と
な

っ
て
現
れ
て
き
た
の
で
す
。
個
人
が
自

分
の
責
任
に
お
い
て
水
を
処
理
す
る
、

雨
水
も
処
理
す
る
と
い
う
、
個
人
下
水

道
の
考
え
方
に
到
達
し
た
ん
で
す
ね
。

と
い
っ
て
も
、
個
人
下
水
道
の
考
え

方
を
広
め
て
い
く
に
は
、
我
々
が
現
場

で
い
く
ら
頑
張
っ
て
も
限
界
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
全
国
に
発
信
し
よ
う
と

出
版
社
に
持
ち
込
ん
で
誕
生
し
た
の
が

『
都
市
の
水
循
環
』
で
す
。
幸
い
18
刷

を
越
え
、
今
で
も
生
き
残
っ
て
い
ま
す
。

個
人
と公

共
の
か
か
わ
り
か
た

人
見

こ
の
本
の
基
本
は
、
水
に
お
け

る
個
人
と
公
共
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い

て
考
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
公
害

の
場
合
で
は
企
業
の
責
任
追
求
論
が
多

か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
多
く
の
市
民
が

廃
水
を
出
す
と
、
廃
水
を
出
す
責
任
が

環
境
と
い
う
言
葉
で
ぼ
か
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
公
共
機
関
が
下

水
処
理
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で

責
任
が
転
嫁
さ
れ
、
さ
ら
に
水
が
汚
れ

る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
り
ま
す
。

地
下
何
十
ｍ
下
に
、
新
幹
線
が
通
れ

る
よ
う
な
下
水
管
を
掘
っ
た
流
域
下
水

流
域
下
水
道
に
対
す
る
批
判
も
出
て
き

て
い
ま
し
た
。
捨
て
た
下
流
で
、
も
し

上
水
を
取
水
す
る
と
し
た
ら
ど
う
な
る

か
。
下
水
処
理
水
を
飲
む
し
か
な
く
な

る
し
、
そ
れ
が
安
全
か
ど
う
か
と
い
う

検
証
も
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

雨
水
も
汚
水
も
下
水
道
に
流
し
て
し

ま
え
ば
関
係
な
い
し
、
使
っ
た
あ
と
の

水
が
ど
う
な
ろ
う
が
知
っ
た
こ
と
で
は

な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
私
た
ち
は
暮

ら
し
て
き
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
ト
ー
タ

ル
で
都
市
に
集
積
し
た
と
き
に
、
何
が

起
き
る
の
か
。
や
は
り
根
本
的
な
と
こ

ろ
で
、
水
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
変
え
、

地
域
社
会
の
水
思
想
を
変
え
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
下
水
道
の
発
想
を
根
本

的
に
変
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

当
時
の
文
献
を
み
ま
す
と
、
下
水
道

に
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

プ
ラ
ン
ト
、
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル

の
３
種
類
あ
る
と
書
い
て
あ
る
。
こ
の

イ
ン
デ
ィ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
を
ど
う
翻
訳
す

る
か
、
仲
間
で
か
ん
か
ん
が
く
が
く
の

議
論
を
し
ま
し
た
。
個
別
な
の
か
、
各

戸
な
の
か
。
い
や
個
人
と
い
う
意
味
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
。

結
局
、
自
分
の
出
し
た
下
水
を
一
人

ひ
と
り
が
関
心
を
持
ち
、
自
ら
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
、
下
水
道
の
根
本

的
な
考
え
方
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
あ
え
て
「
個
人

下
水
道
」
と
い
う
誰
も
使
わ
な
い
用
語

を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

水
循
環
は
自
己
責
任

個
人
下
水
道
の
議
論
は
、
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
は
本
質
的
な
問
題
で
し
た
。

雨
も
、
汚
水
も
、
自
己
責
任
で
処
理
す

る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
を
し
な
い
と
、

環
境
を
守
れ
な
い
。
い
ま
で
は
共
有
さ

れ
る
考
え
方
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
は

下
水
道
は
公
共
機
関
に
任
せ
れ
ば
よ
い（日本放送出版協会、1982）
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個人下水道という発想の現在

道
と
も
な
る
と
、
何
で
も
流
せ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
企
業
は
、
薬
品
や
重
金

属
な
ど
の
工
場
廃
水
、
市
民
は
有
機
物

を
中
心
と
し
た
一
般
家
庭
廃
水
。
こ
れ

ら
を
混
ぜ
る
だ
け
で
、
両
方
の
水
質
基

準
が
ク
リ
ア
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問

題
も
あ
り
ま
す
。
中
西
準
子
さ
ん
は
こ

れ
ら
を
明
確
に
と
ら
え
（
例
え
ば
『
都

市
の
再
生
と
下
水
道
』
日
本
評
論
社
、

１
９
７
９
）、
流
域
下
水
道
批
判
の
根

幹
に
据
え
ま
し
た
。

み
ん
な
で
汚
す
も
の
だ
か
ら
、
公
共

機
関
が
浄
化
す
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え

方
に
対
し
、
ノ
ー
と
言
い
た
か
っ
た
の

で
す
。
基
本
的
に
は
自
己
責
任
で
、
自

分
た
ち
の
水
の
使
い
方
、
排
泄
の
仕
方

が
き
ち
ん
と
認
識
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う

と
。
そ
の
一
番
小
さ
な
単
位
が
家
庭
で

あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
町
内
会
や
近
所
が

あ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
し
て
い
っ

て
都
道
府
県
や
国
に
た
ど
り
着
く
の
で

す
。
最
初
か
ら
「
税
金
を
使
っ
て
処
理

す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
考
え
方
で
は
こ

の
問
題
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、

我
々
の
出
し
た
結
論
で
し
た
。

水
道
法
と
い
う
法
律
は
、
低
廉
・
清

浄
・
豊
富
、
つ
ま
り
市
民
が
欲
し
い
と

い
う
量
を
で
き
る
だ
け
安
い
値
段
で
安

全
に
供
給
す
る
こ
と
を
第
一
条
で
謳
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
現
場
の
人

間
は
自
分
た
ち
で
全
部
責
任
を
負
わ
ね

ば
な
ら
な
い
か
ら
、
臭
い
水
も
き
れ
い

に
し
ま
す
。
金
町
浄
水
場
は
化
学
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
の
よ
う
で
す
よ
。
水
の
浄
化

の
基
本
は
、
沈
殿
、
濾
過
、
消
毒
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
処
理
に

加
え
て
、
生
物
処
理
、
活
性
炭
処
理
、

オ
ゾ
ン
処
理
な
ど
の
高
度
浄
水
処
理
を

取
り
入
れ
て
お
り
、
大
変
な
費
用
と
無

駄
な
手
間
を
か
け
て
い
ま
す
。

外
の
人
間
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
わ

か
ら
な
い
わ
け
で
す
よ
。
市
民
は
わ
か

ら
な
い
ま
ま
、
自
ら
高
い
税
金
を
払
い
、

こ
の
よ
う
な
水
を
き
れ
い
に
し
ろ
と
、

行
政
を
追
求
し
て
ば
か
り
い
た
の
で
す
。

我
々
は
一
歩
下
が
っ
て
み
て
、
こ
の

問
題
の
本
質
は
水
道
局
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
河
川
が
汚
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

あ
る
と
気
づ
き
ま
し
た
。
汚
す
側
は
、

行
政
が
処
理
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
、

汚
物
が
目
先
か
ら
な
く
な
る
こ
と
で
文

化
的
生
活
を
維
持
し
て
き
た
の
で
す
。

個
人
下
水
道
の
発
想
は
、
公
共
に
行
く

前
に
、
個
人
が
汚
水
を
出
す
と
い
う
意

識
を
自
覚
す
る
こ
と
、
個
人
の
認
識
と

公
共
の
認
識
を
合
体
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
環
境
問
題
の
基
本
的
な
解
決
方
法
だ

と
認
識
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

『
都
市
の
水
循
環
』
を
そ
う
い
う
視
点

か
ら
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
今
で
も

水
の
憲
法
と
し
て
生
き
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
下
水
道
は
汚
水
に
限
ら
な
い
と

謳
っ
て
い
ま
す
。
下
水
道
の
役
割
は
現

在
で
は
雨
水
の
排
除
が
あ
り
ま
す
が
、

不
浸
透
域
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
っ
た

た
め
、
下
水
道
を
い
く
ら
造
っ
て
も
氾

濫
は
今
で
も
起
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

ト
イ
レ
の
汚
水
と
き
れ
い
な
雨
水
を
一

緒
に
混
ぜ
て
流
す
こ
と
は
、
無
意
味
な

こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
雨
水
も

基
本
的
に
は
雨
を
自
分
の
家
か
ら
外
に

は
出
さ
ず
、
地
面
の
中
に
返
す
と
い
う

こ
と
を
基
本
原
則
に
す
る
べ
き
で
し
ょ

う
。
地
下
水
に
戻
し
、
そ
れ
が
循
環
し

な
が
ら
雨
水
を
有
効
利
用
す
る
の
を
総

称
し
て
「
雨
水
利
用
」
と
呼
ぶ
の
だ
と

訴
え
ま
し
た
。
下
水
道
の
発
想
に
は
、

そ
う
い
う
考
え
方
は
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
で
す
か
ら
ね
。

「
循
環
型
下
水
道
」
と
い
う
発
想
が
今

は
や
っ
と
出
て
き
ま
し
た
が
、
我
々
は

「
保
水
型
下
水
道
」
と
呼
ぼ
う
と
言
っ

て
い
ま
す
。

雨
水
排
出
料
金

村
瀬

ド
イ
ツ
で
は
雨
水
排
出
料
金
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
敷
地
か
ら
雨
水
を

出
す
の
な
ら
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
側

の
公
共
の
負
担
に
対
し
て
雨
水
料
金
を

払
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
代
わ
り
、
雨
水
を
屋
根
に
溜
め
れ
ば

半
分
、
屋
上
緑
化
す
れ
ば
さ
ら
に
半
分
、

敷
地
に
浸
透
さ
せ
れ
ば
一
銭
も
い
り
ま

せ
ん
と
い
う
料
金
体
系
で
、
非
常
に
合

理
的
で
す
。
み
ん
な
納
得
で
き
る
も
の

で
、
基
本
的
な
考
え
方
は
個
人
下
水
道

に
近
い
と
思
い
ま
す
。

佐
藤

日
本
で
は
水
道
料
金
イ
コ
ー
ル

下
水
道
料
金
な
の
で
、
下
水
道
局
に
は

徴
収
能
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

制
度
を
変
え
れ
ば
雨
水
利
用
が
一
挙
に

進
む
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
今
の

ド
イ
ツ
の
例
な
ど
、
最
終
的
に
は
敷
地

に
降
っ
た
雨
の
量
で
雨
水
料
金
を
と
る
。

と
す
れ
ば
、
支
払
者
は
で
き
る
だ
け
雨

水
を
出
し
た
く
な
い
と
思
う
わ
け
で
す

か
ら
。

ド
イ
ツ
で
は
法
改
正
が
行
わ
れ
て
、

雨
水
利
用
者
が
有
利
に
な
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
向
こ
う
は
硬

水
が
多
い
で
す
が
、
洗
濯
の
と
き
雨
水

を
使
え
ば
軟
水
で
す
か
ら
洗
剤
の
量
が

半
分
に
な
り
ま
す
。
下
水
の
量
が
も
っ

と
減
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
ま
し
ょ
う
、
と
い
う

考
え
方
が
ど
ん
ど
ん
出
て
き
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
ド
ラ
ム
式
洗
濯
機
は
雨
水
タ

ン
ク
と
セ
ッ
ト
で
売
り
ま
す
が
、
日
本

で
は
洗
濯
機
だ
け
が
輸
入
さ
れ
て
い
る

た
め
、
そ
う
い
う
事
情
は
伝
わ
っ
て
き

ま
せ
ん
ね
。
ド
イ
ツ
で
は
、
洗
濯
の
と

き
の
洗
剤
の
量
、
水
質
と
の
関
係
で
ど

れ
だ
け
汚
れ
が
落
ち
る
か
な
ど
の
科
学

的
比
較
を
行
い
、
情
報
を
公
開
し
て
い

ま
す
。
科
学
的
な
デ
ー
タ
フ
ォ
ロ
ー
と
、

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
い
か
に
与
え
る
か

と
い
う
仕
組
み
が
う
ま
く
設
計
さ
れ
、

誘
導
さ
れ
て
い
て
、
非
常
に
合
理
的
だ

と
思
い
ま
す
。

雨
水
利
用
者
に
は
水
道
料
金
を
い
く

ら
か
払
わ
な
く
て
も
い
い
と
い
う
優
先

権
を
与
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
違
う

だ
ろ
う
し
、
下
水
道
管
を
細
く
す
る
こ

と
に
も
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。
行
政
で
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は
業
界
と
の
し
が
ら
み
や
、
予
算
が
つ

い
た
計
画
な
ど
が
あ
っ
て
な
か
な
か
改

革
し
づ
ら
い
で
す
が
、
意
識
の
あ
る
市

民
グ
ル
ー
プ
か
ら
提
案
し
て
い
く
の
が

い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

健
全
な
水
循
環
が
途
切
れ
る

村
瀬

こ
の
本
を
書
い
て
い
た
当
時
、

あ
る
建
築
関
係
の
学
者
が
、「
日
本
に

は
飲
み
水
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

だ
か
ら
、
飲
み
水
は
瓶
詰
め
で
、
水
道

水
は
雑
用
水
に
使
え
ば
い
い
」
と
言
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
見
合
理
的
で

す
。
飲
む
量
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
す

か
ら
、
そ
れ
だ
け
は
ピ
ュ
ア
な
も
の
に

し
て
、
高
度
処
理
す
れ
ば
よ
い
と
い
う

意
見
が
あ
っ
た
の
で
す
。
25
年
以
上
も

前
の
こ
と
で
、
ま
だ
瓶
詰
め
の
水
な
ど

飲
む
人
が
い
な
い
時
代
の
話
で
す
。

水
道
は
臭
か
っ
た
。
で
も
人
見
さ
ん

の
言
う
と
お
り
、
こ
れ
は
環
境
か
ら
の

シ
グ
ナ
ル
な
ん
で
す
。
見
方
を
変
え
れ

ば
、
水
道
が
カ
ビ
臭
い
と
い
う
こ
と
は
、

汚
れ
た
河
川
が
健
気
に
教
え
て
く
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。
気
が
つ
い
て
く
れ

よ
！
と
。
浄
水
器
で
臭
い
を
取
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
本
を
考
え

て
く
れ
よ
と
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
環
境
シ
グ
ナ
ル

と
し
て
市
民
が
感
性
を
高
め
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い

う
意
識
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要

と
思
っ
て
い
ま
す
。
昔
は
雨
を
飲
ん
で

気
づ
い
て
本
質
的
な
解
決
方
法
が
違
っ

て
き
ま
す
。

村
瀬

雨
を
触
っ
て
み
て
、
音
を
聞
い

て
、
眺
め
て
み
て
、
い
ろ
い
ろ
五
感
で

雨
へ
の
感
覚
を
取
り
戻
し
て
み
る
の
が

大
事
で
す
。
今
、
雨
水
ハ
ウ
ス
の
子
供

版
を
作
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
体
験
学
習

の
試
み
を
考
え
て
い
ま
す
。
い
ま
は

「
雨
は
汚
れ
て
い
る
」
と
教
科
書
で
教

え
て
、
生
徒
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
を

飲
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
の
元
が
雨
水
だ
と
い
う
認
識
は
あ

り
ま
せ
ん
。

―
―
　
雨
水
を
飲
ん
で
い
い
と
勧
め
て

大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
。

村
瀬

フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
（
降

り
始
め
の
雨
）
だ
け
、
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト

す
れ
ば
問
題
な
い
で
し
ょ
う
。
う
ち
の

子
供
た
ち
も
体
験
学
習
の
影
響
で
、
樋

に
集
め
ら
れ
た
降
り
始
め
の
雨
水
を
タ

オ
ル
で
受
け
て
濾
過
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
タ
オ
ル
は
真
っ
黒
に
な
り
ま

し
た
が
、
濾
過
さ
れ
た
雨
は
き
れ
い
な

も
の
で
し
た
。
大
気
汚
染
の
主
た
る
原

因
は
車
か
ら
の
排
気
ガ
ス
で
、
し
ば
ら

く
雨
が
降
ら
な
い
と
屋
根
に
そ
の
汚
染

い
た
わ
け
だ
し
、
身
近
の
汚
染
に
敏
感

に
な
れ
ば
対
応
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
地
下
水
も
身
近
な
水
で

す
。

「
疑
わ
し
き
は
罰
す
る
」
で
、
汚
染
が

あ
る
と
よ
く
考
え
も
せ
ず
に
す
ぐ
に
地

下
水
の
使
用
を
全
禁
止
に
し
て
き
ま
し

た
が
、
使
わ
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
の

シ
グ
ナ
ル
を
受
け
止
め
て
根
っ
こ
の
部

分
で
対
策
を
と
れ
ば
、
水
の
循
環
も
全

然
違
っ
て
き
た
で
し
ょ
う
。

神
田
川
に
は
空
襲
警
報
の
よ
う
な
サ

イ
レ
ン
が
置
い
て
あ
っ
て
、
警
戒
水
位

を
超
え
る
と
鳴
り
出
し
ま
す
。
都
市
型

洪
水
の
被
害
が
続
出
し
て
い
た
時
代
の

話
で
す
。
す
る
と
、
各
家
が
防
水
板
を

は
め
る
。
異
常
な
光
景
で
す
よ
。
昭
和

56
年
ご
ろ
は
、
高
床
式
の
住
宅
に
補
助

金
が
出
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
弥

生
時
代
で
は
な
く
、
現
代
の
話
で
す
よ
。

当
時
は
ビ
ル
の
飲
み
水
の
タ
ン
ク
が

地
下
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
溢
れ
た
下

水
が
そ
こ
に
入
っ
て
し
ま
う
。
都
民
は

無
関
心
だ
か
ら
、
そ
れ
を
飲
ん
で
し
ま

う
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
上
の
受
水
槽
に

ポ
ン
プ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
を
知
ら
な
い
で
飲
ん
で
い
る
。
計

測
す
る
と
お
し
っ
こ
の
成
分
が
出
て
く

る
。
飲
む
な
と
指
導
す
れ
ば
、「
あ
ん

た
保
健
所
の
人
だ
ろ
う
。
何
と
か
し
て

く
れ
」
と
、
住
民
も
怒
り
出
す
状
況
で

し
た
。
私
も
気
の
毒
に
な
っ
た
し
、
議

論
し
た
り
も
し
ま
し
た
。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
水
の
循
環
が

切
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
わ
け
で
す
。

現
場
に
行
っ
て
み
て
、「
こ
れ
は
雨
が

怒
っ
て
い
る
」
シ
グ
ナ
ル
だ
と
感
じ
た

ん
で
す
。
汚
水
も
上
水
も
雨
の
問
題
も
、

地
域
の
水
循
環
を
ど
う
再
生
す
る
の
か

と
い
う
中
で
、
総
合
的
な
処
方
箋
が
見

え
て
き
た
の
で
す
。

雨
は
シ
グ
ナ
ル

人
見

雨
水
か
ら
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
タ
ー

へ
、
と
僕
は
よ
く
説
明
し
ま
す
。
子
供

た
ち
に
「
雨
水
を
ど
う
思
う
」
と
聞
く

と
、「
き
た
ね
ー
、
酸
性
雨
」
と
言
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ぼ
く
は
「
世
界
中
ど

こ
で
も
雨
は
き
れ
い
な
ん
だ
よ
。
雨
が

汚
い
の
で
は
な
く
、
雨
が
汚
さ
れ
て
い

る
ん
だ
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
空
に

は
国
境
が
な
い
。
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
飲
ん

で
い
る
水
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染
が
高
い
の

で
す
が
、
大
気
を
汚
し
て
い
る
張
本
人

の
ア
メ
リ
カ
で
降
る
雨
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
が
低

い
の
で
す
。
い
っ
た
い
、
誰
が
雨
を
汚

し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
、
と
考
え
さ
せ
る

よ
う
に
す
る
と
、
ど
う
す
れ
ば
汚
さ
な

い
よ
う
に
で
き
る
か
と
認
識
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

水
問
題
は
、
水
そ
の
も
の
か
ら
出
発

し
て
い
る
た
め
、「
水
が
足
り
な
け
れ

ば
持
っ
て
く
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
結
論

に
な
り
が
ち
で
す
。
そ
し
て
、
余
れ
ば

捨
て
れ
ば
よ
い
と
い
う
結
論
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
で
も
、
水
問
題
で
は
な
く

雨
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
と
、
循
環
に
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個人下水道という発想の現在

い
ろ
い
ろ
な
要
望
が
あ
り
ま
す
。
水
質

は
水
道
水
よ
り
雨
水
の
方
が
高
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

雨
水
タ
ン
ク
の
掃
除
は
ど
れ
ぐ
ら
い

の
頻
度
で
や
る
べ
き
か
、
と
い
う
質
問

は
よ
く
受
け
ま
す
が
、
私
の
家
で
は
15

年
間
掃
除
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
中
を
覗

い
て
み
る
と
、
油
分
が
砂
に
付
着
し
た

も
の
は
下
に
沈
殿
し
て
い
ま
す
。
ま
た

軽
い
油
は
浮
い
て
お
り
、
そ
の
中
間
の

水
は
き
れ
い
で
す
。
こ
の
中
間
層
か
ら

取
水
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
問
題
は
あ

り
ま
せ
ん
。

村
瀬

健
全
な
水
循
環
を
「
質
」
と
し

て
意
識
す
る
こ
と
は
21
世
紀
の
大
き
な

テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
最
後
は
食
の

問
題
に
い
き
つ
き
ま
す
。
食
の
輸
入
に

頼
る
こ
と
は
、
食
を
生
み
出
す
の
に
必

要
な
水
を
輸
入
す
る
の
と
同
じ
こ
と
だ

か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
今
の
時
期
は
、

イ
ン
ド
の
ほ
う
か
ら
ど
ん
ど
ん
雲
が
や

っ
て
き
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
日
本

で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
農
薬
が
食
糧
増

産
の
た
め
に
大
量
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
農
薬
を
含
ん
だ
雲
が
日
本
の
上
空

に
や
っ
て
き
て
、
雨
を
降
ら
せ
て
い
る

の
で
す
。
水
を
雨
と
捉
え
れ
ば
、
問
題

は
み
ん
な
解
け
て
い
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

我
々
は
「
雨
水
利
用
を
進
め
る
市
民

の
会
」
を
作
っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、

昨
年
、
名
称
か
ら
「
利
用
」
と
い
う
言

葉
を
取
り
「
雨
水
市
民
の
会
」
に
し
ま

し
た
。
利
用
は
人
間
の
側
か
ら
み
た
社

会
的
側
面
だ
け
ど
、
水
循
環
か
ら
見
る

と
、
我
々
は
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
も
す
べ
て
の
命
が
、
で
す
。
す
る

と
雨
水
利
用
と
言
う
の
は
あ
ま
り
に
怖

れ
多
い
と
思
っ
た
結
果
で
す
。

み
ん
な
が
汚
さ
な
け
れ
ば
、
健
全
な

水
循
環
の
雨
水
を
飲
め
ま
す
。
つ
ま
り
、

大
気
に
目
を
向
け
な
い
と
恐
ろ
し
い
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。
ま
ず
雨
水
を
溜

め
て
み
る
。
溜
め
て
み
る
と
雨
が
気
に

な
り
、
水
質
も
気
に
な
り
出
し
ま
す
。

雨
は
大
気
の
水
鏡
で
す
。

来
年
、
雨
水
東
京
国
際
会
議
を
墨
田

区
で
開
催
し
ま
す
。
10
年
前
に
出
版
し

た
『
や
っ
て
み
よ
う
雨
水
利
用
』（
北

斗
出
版
、
１
９
９
４
）
は
、
英
語
、
中

国
語
、
韓
国
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
バ

ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、

ア
ラ
ビ
ア
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
な
ど
に
翻

訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
も
予
想
も
し
な
か
っ
た

こ
と
で
す
が
、
こ
の
10
年
で
、
世
界
の

人
々
が
雨
が
大
事
だ
と
気
が
つ
き
始
め

た
ん
で
す
。
今
年
の
３
月
に
、
韓
国
の

済
州
島
で
国
連
と
環
境
大
臣
の
国
際
会

議
が
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
「
雨
水
利

用
を
進
め
る
」
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
が
採

択
さ
れ
ま
し
た
。
21
世
紀
の
安
全
な
飲

み
水
を
確
保
す
る
上
で
、
雨
水
が
キ
ー

戦
略
に
な
る
こ
と
を
、
世
界
レ
ベ
ル
で

気
が
つ
い
た
こ
と
は
、
大
変
意
義
深
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

我
々
の
夢
は
、
国
際
雨
水
セ
ン
タ
ー

を
作
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ

に
行
け
ば
雨
の
こ
と
は
す
べ
て
わ
か
る

セ
ン
タ
ー
を
作
り
た
い
の
で
す
。
こ
れ

は
、
都
市
の
水
循
環
を
社
会
の
中
に
ビ

ル
ト
イ
ン
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の
結
論

な
ん
で
す
。

こ
の
本
が
出
て
25
年
以
上
、
四
半
世

紀
が
た
ち
ま
し
た
が
、
一
つ
の
結
論
を

次
の
世
代
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
人
間
が
生
き
て
い
く

と
い
う
こ
と
が
汚
す
こ
と
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
い
以
上
、
次
の
世
代
に
、
き
れ
い

で
健
全
な
水
循
環
を
伝
え
て
い
く
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
実
に
シ

ン
プ
ル
な
考
え
方
が
、
こ
れ
か
ら
実
践

さ
れ
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

物
質
が
溜
ま
っ
て
、
雨
に
よ
っ
て
流
さ

れ
る
の
で
、
降
り
始
め
の
雨
が
汚
い
の

で
す
。

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
は
汚
染
さ
れ
た

地
下
水
で
は
な
く
、
雨
水
を
飲
も
う
と

い
う
運
動
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
し
、
カ

ン
タ
ス
航
空
で
は
タ
ス
マ
ニ
ア
の
雨
水

が
機
内
で
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
代
の
日
本
人
は
、
雨
水
が
汚
い
と
過

度
に
思
い
込
み
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

人
見

我
々
は
、
災
害
時
に
一
番
安
全

な
の
は
雨
水
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
毒
性
に
は
、
シ
ア
ン
の
よ
う
な

急
性
の
も
の
、
そ
れ
か
ら
重
金
属
の
よ

う
な
慢
性
的
な
も
の
、
発
ガ
ン
性
物
質

な
ど
の
よ
う
に
超
慢
性
的
な
も
の
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
混
同
し
て
は

い
け
な
い
わ
け
で
す
。
災
害
時
に
は
、

基
本
的
に
は
急
性
毒
性
が
問
題
で
す
。

災
害
時
に
最
も
怖
い
の
は
伝
染
病
の
発

生
で
す
。
便
１
グ
ラ
ム
の
中
の
細
菌
の

数
は
兆
レ
ベ
ル
存
在
し
ま
す
。
だ
か
ら
、

や
は
り
し
尿
が
混
入
し
て
い
な
い
雨
水

が
一
番
安
全
な
の
で
す
。
毒
性
に
つ
い

て
、
何
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
置
く
か

が
大
事
な
ん
で
す
。

佐
藤

現
在
、
雨
水
利
用
住
宅
を
設
計

し
て
い
る
立
場
か
ら
見
る
と
、
雨
水
利

用
住
宅
で
雨
水
を
ト
イ
レ
や
洗
車
に
使

い
た
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
飲
み

た
い
、
家
庭
菜
園
に
使
い
た
い
な
ど
と
、
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雲が風を呼び、風が雨を連れてくる

今
も
海
に
生
き
る
生
活
者

海
で
生
き
て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
い

ま
す
。

ま
ず
漁
業
者
の
方
は
40
万
人
と
言
わ

れ
、
海
か
ら
の
恵
み
で
生
計
を
立
て
て

い
ま
す
。
そ
れ
と
、
内
航
海
運
従
事
者
。

今
の
東
京
で
は
考
え
ら
れ
な
い
で
す
が
、

広
島
な
ど
の
瀬
戸
内
海
に
行
き
ま
す
と
、

ま
だ
ま
だ
交
通
の
足
と
し
て
海
で
船
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
九
州
に
行
け
ば
、

五
島
列
島
に
し
て
も
壱
岐
に
し
て
も
、

離
島
交
通
が
あ
り
ま
す
。
生
活
の
足
と

し
て
、
普
通
に
船
を
使
っ
て
い
る
。
例

え
ば
、
電
気
屋
さ
ん
が
ご
く
当
た
り
前

に
船
で
や
っ
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
観

光
業
者
も
船
を
使
っ
て
い
ま
す
。

魚
を
食
べ
な
い
日
本
人
は
少
な
い
で

し
ょ
う
し
、
直
接
的
で
は
な
い
に
し
て

も
、
日
本
人
は
こ
う
し
た
人
々
を
介
し

て
今
で
も
な
ん
ら
か
の
形
で
海
と
か
か

わ
っ
て
い
ま
す
。

―
―
　
レ
ー
ダ
ー
が
普
及
し
、
観
天
望

気
の
必
要
が
な
く
な
っ
て
く
る
の
は
、

い
つ
ご
ろ
で
す
か
。

昭
和
40
年
代
で
す
ね
。
現
在
で
は
レ

ー
ダ
ー
を
持
っ
て
い
な
い
船
は
ほ
ぼ
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
だ
九
州
に
は
、
お
年
寄

り
が
目
に
見
え
る
範
囲
で
船
一
隻
を
出

し
て
漁
を
す
る
姿
が
見
ら
れ
、
こ
う
し

た
場
合
は
例
外
で
す
が
。

ま
た
、
漁
協
単
位
で
動
く
よ
う
に
な

っ
た
昭
和
30
年
代
に
な
る
と
、
あ
ま
り

個
人
の
能
力
が
問
わ
れ
な
く
な
り
ま
し

た
。
漁
協
が
天
気
情
報
を
集
め
て
く
れ

る
し
、
港
の
事
務
所
に
行
け
ば
天
気
予

報
が
貼
っ
て
あ
る
。
漁
協
が
業
者
か
ら

天
気
情
報
を
買
う
よ
う
な
状
況
は
、
10

年
前
に
は
既
に
当
た
り
前
に
な
っ
て
い

た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
個
人
経
営
の
漁

師
も
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

む
し
ろ
、
い
ま
本
当
に
天
気
を
見
て

い
る
の
は
、
サ
ー
フ
ァ
ー
で
あ
っ
た
り
、

シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
を
楽
し
む
よ
う
な
人
々
、

あ
と
若
干
の
個
人
経
営
の
漁
師
で
す
ね
。

人
に
よ
っ
て

天
気
の
見
方
が
ち
が
う

観
天
望
気
は
、
そ
の
人
の
生
活
や
生

産
の
様
式
に
よ
っ
て
、
見
方
や
方
法
が

異
な
り
ま
す
。

漁
民
に
つ
い
て
言
い
ま
す
と
、
遠
洋

漁
業
の
人
は
雨
を
あ
ま
り
気
に
せ
ず
、

風
を
気
に
し
ま
す
。
沿
岸
の
近
場
で
操

業
し
て
い
る
人
が
、
雨
、
風
を
と
も
に

気
に
し
ま
す
。
し
っ
か
り
と
し
た
キ
ャ

ビ
ン
の
中
に
い
る
時
間
が
長
け
れ
ば
気

に
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
小
さ
な
船
の

場
合
で
す
と
雨
は
体
温
を
下
げ
た
り
、

滑
る
原
因
と
な
り
ま
す
の
で
、
神
経
質

に
な
る
よ
う
で
す
。

沖
合
の
人
は
行
っ
て
帰
っ
て
く
る
だ

け
で
、
カ
ッ
パ
を
着
て
作
業
し
ま
す
か

ら
、
ま
あ
そ
ん
な
に
気
に
し
な
い
よ
う

海に生きる
観天望気

か
ろ
う
じ
て
残
る
観
天
望
気

『
天
気
で
読
む
日
本
地
図
』
は
、
天
気

に
つ
い
て
の
言
い
伝
え
ア
ン
ケ
ー
ト
が

出
発
点
で
す
。
全
国
の
海
事
関
係
者
に

ご
協
力
い
た
だ
い
て
、
海
に
生
き
る

人
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
観
天
望
気
に

つ
い
て
書
き
ま
し
た
。

長
崎
県
平
戸
に
松
浦
史
料
博
物
館
と

い
う
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
あ
り
、
か
つ
て

倭
寇
と
呼
ば
れ
た
松
浦
党
の
史
料
が
残

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
平
戸
藩
山
崎

家
の
『
天
気
見
伝
書
』
と
い
う
65
項
目

に
わ
た
る
伝
承
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る

の
で
す
が
、
こ
れ
を
見
て
び
っ
く
り
し

ま
し
て
。
例
え
ば
「
天
に
雲
な
く
し
て

北
斗
の
序
下
に
雲
あ
る
は
、
五
日
の
う

ち
に
大
雨
と
知
る
べ
し
」
な
ど
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
文
化
文
政
年
間
の
藩

主
・
松
浦
静
山
、

親
子
が
10
年
間
に

わ
た
り
、
担
当
者
を
決
め
て
山
に
登
ら

せ
て
、
古
来
か
ら
松
浦
党
に
伝
わ
っ
て

い
る
口
伝
が
当
た
る
か
当
た
ら
な
い
か

を
検
証
さ
せ
た
も
の
で
し
た
。

松
浦
党
は
常
に
海
で
生
き
て
い
た
。

海
で
は
天
気
が
自
分
た
ち
の
生
死
を
左

右
す
る
。
先
を
読
ま
な
い
と
、
自
分
の

命
が
守
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代

で
も
何
ら
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
海
の
民
の
言
い
伝
え
を
調
べ

て
み
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

日
本
財
団
で
は
、
海
事
関
係
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
と
海
上
保
安
庁

の
方
に
も
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
の
質
問
票
に
「
天
気
予

報
に
関
す
る
言
い
伝
え
あ
り
ま
せ
ん

か
」
と
書
い
た
だ
け
で
す
。
そ
う
し
た

ら
、
１
万
の
デ
ー
タ
が
集
ま
り
ま
し
た
。

日
本
中
か
ら
こ
れ
だ
け
の
回
答
が
集

ま
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
日
本
に
は
海

で
生
き
て
い
る
人
が
ま
だ
ま
だ
お
り
、

観
天
望
気
も
し
っ
か
り
と
残
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
た
だ
、

観
天
望
気
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
現
在

75
歳
以
上
の
方
で
す
。
70
歳
の
人
で
は

も
う
わ
か
ら
な
い
、
と
言
う
人
も
あ
る

ぐ
ら
い
、
微
妙
な
時
代
背
景
が
あ
り
ま

す
。
昭
和
30
年
代
に
な
っ
て
く
る
と
、

み
ん
な
が
ラ
ジ
オ
を
持
っ
て
い
る
し
、

無
線
も
使
い
出
し
て
観
天
望
気
を
し
な

く
て
も
よ
い
時
代
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
以
前
に
海
で
生
き
て
き
た
人
に
は
、

し
っ
か
り
と
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で

す
。
そ
れ
を
今
の
う
ち
に
ま
と
め
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
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海に生きる観天望気

で
す
。
た
だ
、
長
雨
に
な
り
ま
す
と
水

温
が
下
が
り
、
魚
が
餌
を
食
べ
な
く
な

る
。
雨
が
魚
の
動
き
に
影
響
を
与
え
る

の
で
、
そ
れ
を
気
に
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
ね
。

魚
種
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
る
で
し

ょ
う
。
底
魚
を
ね
ら
う
漁
師
に
と
っ
て

雨
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
。
し
か
し
、

ア
ジ
の
よ
う
に
群
れ
で
動
く
魚
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
上
方
を
泳
ぐ
か
下
方
を

泳
ぐ
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま

す
。
雨
が
続
き
水
温
が
下
が
る
と
、
魚

の
餌
へ
の
食
い
つ
き
が
悪
く
な
る
し
、

上
が
り
過
ぎ
て
も
食
い
が
悪
い
。
適
度

な
温
度
が
必
要
で
、
雨
が
降
る
と
い
う

こ
と
自
体
よ
り
、
雨
に
よ
る
水
温
変
化

が
問
題
に
な
り
ま
す
。

逆
に
晴
れ
が
続
く
と
、「
水
が
澄
む
」

と
言
っ
て
海
水
の
透
明
度
が
高
く
な
り

ま
す
。
こ
う
な
る
と
、
魚
も
馬
鹿
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
船
の
影
が
魚
に
感

知
さ
れ
や
す
く
な
り
、
食
い
が
悪
く
な

り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
関
サ
バ
、
関
ア
ジ
の
一

本
釣
り
な
ど
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
す
と
、

自
分
が
体
調
を
悪
く
し
て
ま
で
、
食
い

が
悪
い
所
で
仕
事
を
し
て
も
仕
方
が
な

い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
時
は
、
パ
ッ

と
陸
に
上
が
っ
て
、
飲
み
に
行
っ
て
し

ま
う
。

さ
ら
に
、
釣
っ
て
き
た
魚
を
、
開
い

て
、
干
す
都
合
も
あ
り
ま
す
。
昔
は
保

存
技
術
の
問
題
で
、
雨
が
降
る
前
の
日

に
魚
を
と
っ
て
き
て
も
、
魚
が
う
ま
く

乾
か
な
く
て
腐
っ
て
し
ま
う
。
シ
ラ
ス

干
し
と
か
、
桜
エ
ビ
干
し
な
ど
も
、
雨

が
降
っ
て
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、

今
日
晴
れ
て
い
て
も
明
日
雨
だ
と
わ
か

る
と
、
さ
っ
さ
と
上
が
っ
て
き
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
あ
、
漁
民
に
と
っ
て
雨
は
ほ
と
ん

ど
マ
イ
ナ
ス
で
す
。
そ
の
点
は
農
民
と

は
対
照
的
で
す
。

―
―
　
タ
ン
カ
ー
や
貨
物
船
は
、
ど
の

よ
う
に
天
気
の
情
報
を
判
断
し
て
い
ま

す
か
。

い
ま
は
気
圧
配
置
が
全
部
わ
か
り
ま

す
の
で
、
ま
ず
行
き
先
ま
で
の
気
圧
配

置
を
見
て
、
ど
こ
で
前
線
に
ぶ
つ
か
る

の
が
一
番
安
全
な
の
か
な
ど
を
判
断
し

ま
す
。
大
型
船
に
な
れ
ば
、
雨
は
ほ
と

ん
ど
気
に
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
向
い
波
に
は
で
き
る
だ
け
45

度
の
角
度
で
入
り
た
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
ど
の
よ
う
な
コ
ー
ス
を
と
れ
ば
い

い
か
、
風
の
吹
い
て
く
る
方
向
を
見
ま

す
ね
。

風
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
南
蛮
船
の

影
響
を
受
け
た
江
戸
時
代
よ
り
前
の
船

と
い
う
の
は
、
風
が
逆
風
で
も
か
な
り

風
上
に
上
れ
た
の
で
す
が
、
鎖
国
後
は

舵
が
退
化
し
た
た
め
、
性
能
向
上
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日
和
見
、

観
天
望
気
の
技
術
が
発
達
し
た
背
景
に

は
、
船
の
こ
う
し
た
変
化
も
あ
っ
た
の

で
す
。

風
が
少
な
い
兆
候

天
気
が
崩
れ
る
兆
候

風
の
兆
候

雨
か
風
の
兆
候

風
雨
の
兆
候

雨
の
兆
候

まいかけ雲　7～8合
目あたりに前掛けの
ような雲がかかる

かんぬき雲　
山麓に浮かぶ積雲群

風フッタテ
山頂の風下にできる
渦乱状の白雲

フッタテ
笠雲が円錐形に
回転している

どんぶり雲
規則的な横筋がある
山頂付近の雲

かいまき雲
笠雲の裾が
山全体を包む雲

まきふじ
山麓一帯を

取り囲んだ積雲群

二段笠
一つの笠の上に
もう一つの笠

離れ雲
笠が山頂の上に
離れてかかる

わきふじ
山腹の風下側に
できる棒状の雲

波雲
笠の上部が

波状になっている雲

おひき雲
雲が風になびくよう
に尾を引く

つばさ雲
風下側にできる
翼形の吊るし雲

鉢吊るし
風下側にできる
吊るし雲

富士山にかかる
雲と天気予報
（『天気で読む日
本地図』PHP新
書、2003より）

全国には富士山
形の山がたくさ
んあり、○○富
士と呼ばれる山
は多い。しかし、
周辺の山の配置
や高さなどの地
理的条件の違い
が風を変えてし
まうので、同様
の雲がかかって
も、本家の富士
と同じ予報が出
るとは限らない。



れ
ば
わ
か
る
と
い
う
具
合
で
、
目
で
見

た
こ
と
を
感
覚
と
し
て
覚
え
て
い
る
。

西
と
い
う
の
は
「
だ
い
た
い
、
こ
っ
ち
」

と
い
う
、
か
な
り
広
い
範
囲
を
指
し
ま

す
。
生
活
の
リ
ズ
ム
の
中
で
、
そ
の
時

の
そ
の
状
況
に
一
番
よ
く
当
て
は
ま
る

自
分
た
ち
の
経
験
則
を
ま
と
め
た
の
が

観
天
望
気
と
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う

ね
。し

か
し
い
い
加
減
な
も
の
か
と
い
う

と
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
現
場
に
実

際
に
行
っ
て
み
る
と
、
文
字
か
ら
想
像

し
た
絵
が
そ
の
通
り
に
出
現
す
る
こ
と

に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

お
も
し
ろ
い
話
が
あ
り
ま
す
。
大
名

行
列
を
す
る
の
に
天
気
が
大
事
だ
か
ら

と
、
村
の
天
気
予
報
名
人
の
お
婆
さ
ん

を
駕
篭
に
乗
せ
て
本
陣
ま
で
連
れ
て
き

て
予
想
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て

「
明
日
の
天
気
は
」
と
訊
ね
る
と
、
お
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観
天
望
気
の
予
測
力

や
は
り
、
観
天
望
気
の
能
力
が
一
番

高
い
の
は
漁
師
さ
ん
で
し
ょ
う
ね
。
彼

ら
は
「
雲
が
風
を
連
れ
て
き
て
、
風
が

雨
を
連
れ
て
く
る
」
と
よ
く
言
い
ま
す
。

実
際
は
風
が
雲
を
運
び
、
雲
が
雨
を
降

ら
す
の
で
す
が
、
遠
く
離
れ
た
雲
は
見

え
て
も
風
は
吹
い
て
い
る
場
所
以
外
で

は
体
感
で
き
な
い
た
め
、
ま
る
で
雲
が

風
を
連
れ
て
く
る
よ
う
に
思
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。

相
模
湾
あ
た
り
で
す
と
、「
丹
沢
連

峰
の
大
山
に
雲
が
か
か
っ
た
ら
、
今
日

の
午
後
は
雨
」、「
富
士
山
に
雲
が
か
か

っ
た
ら
、
明
日
は
雨
」。
ま
た
、
伊
豆

大
島
が
間
近
に
見
え
た
ら
船
は
出
ま
せ

ん
。
で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
知
ら
な

い
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
も
多
く
、
良
い

天
気
だ
か
ら
と
い
っ
て
出
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
湾
か
ら
少
し
外
へ
出
る
と
、

海
は
表
情
を
変
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

大
島
が
よ
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

か
な
り
早
い
風
が
流
れ
て
い
る
こ
と
で
、

天
気
は
崩
れ
る
兆
候
な
の
で
す
。

雲
を
見
た
ら
方
位
と
距
離
を
見
て
、

ど
う
い
う
風
が
吹
い
た
ら
い
つ
ご
ろ
雨

に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
だ
い
た
い
３

日
ぐ
ら
い
先
ま
で
予
測
し
ま
す
。
的
中

率
は
当
た
る
も
八
卦
、
当
た
ら
ぬ
も
八

卦
で
す
が
、
３
日
ぐ
ら
い
先
ま
で
だ
っ

た
ら
結
構
当
た
り
ま
す
。
気
象
庁
の
人

も
「
局
所
予
報
は
、
観
天
望
気
に
は
か

な
い
ま
せ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
。
例
え
ば
、
三
重
県
の
鳥
羽
で
は
、

浦
ご
と
に
全
部
天
気
が
異
な
り
ま
す
。

こ
う
な
る
と
、
気
象
庁
の
解
析
で
き
る

範
囲
を
超
え
て
い
ま
す
か
ら
、
観
天
望

気
に
は
か
な
わ
な
い
の
で
す
。

観
天
望
気
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
の
中

で
生
き
残
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
を
考

え
る
と
、
皆
さ
ん
が
聞
い
た
こ
と
の
あ

る
よ
う
な
言
い
伝
え
は
、
７
割
方
は
当

た
る
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

―
―
　
山
田
さ
ん
が
聞
き
取
り
調
査

を
さ
れ
た
、
漁
師
の
方
角
の
使
い

分
け
が
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

そ
れ
だ
け
、
微
妙
な
差
異
を

使
い
分
け
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
方
位
の
聞
き
取

り
に
は
大
い
に
悩
ま
さ

れ
ま
し
た
ね
。
地
元
の

方
の
通
訳
が
い
る
ん
で

す
よ
。
最
初
は
録
音
機

材
を
持
っ
て
い
っ
た
の

で
す
が
、
そ
の
場
で
通
訳

し
て
も
ら
わ
な
い
と
再
生

し
て
も
何
を
話
し
て
い
る
の

か
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。

そ
こ
で
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、

彼
ら
に
と
っ
て
は
西
、
東
と
い
う
よ
う

な
正
確
な
方
位
は
関
係
な
い
ん
で
す
ね
。

言
葉
に
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
海
に
出

婆
さ
ん
は
「
う
ち
の
山
は
ど
こ
に
あ

る
？
」
と
言
っ
て
、
結
局
役
に
立
た
な

か
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
自
分
が
目
安

に
す
る
見
慣
れ
た
山
が
な
い
と
、
方
向

も
わ
か
ら
な
い
。
観
天
望
気
は
、
住
ん

で
い
た
場
所
で
し
か
機
能
し
な
い
の
で

す
。
お
そ
ら
く
昔
は
そ
う
い
う
人
が
、

一
家
に
一
人
ぐ
ら
い
は
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

松
浦
党
の
観
天
望
気
の
知
恵
は
、
も

と
は
口
伝
で
し
た
。
そ
れ
を
藩
主
が
、

「
消
え
て
し
ま
う
か
ら
書
い
て
お
け
」

と
命
じ
て
、
史
料
と
し
て
残
っ
た
の
で

す
。
他
の
家
で
も
同
じ
よ
う
に
、
代
々

家
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
観
天
望
気
が
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
口
伝
を
継
承
し
た

立
場
に
あ
る
こ
と
は
、
船
頭
と
し
て
の

威
厳
に
も
つ
な
が
っ
た
は
ず
で
す
。
そ

れ
を
駆
使
し
て
、
部
下
に
「
明
日
は
こ

う
す
る
」
と
示
せ
た
わ
け
で
す
か
ら
。

魚
は
米
と
違
っ
て
、
近
く
の
町
に
ま
で

し
か
売
り
に
行
け
な
か
っ
た
の
で
、
お

の
ず
と
移
動
範
囲
も
限
ら
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
漁
師
は
文
明
開
化
に
な
っ
て

初
め
て
文
字
に
接
す
る
人
も
多
か
っ
た

の
で
、
当
然
口
伝
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

現
在
で
は
、
み
ん
な
携
帯
電
話
を
持

っ
て
い
て
観
天
望
気
な
ど
し
な
く
て
も

情
報
は
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
ま
す
し
、

そ
の
中
に
は
局
所
予
報
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
船
の
性
能
が
上
が
り
、
行
動
範

囲
が
広
く
な
っ
た
分
、
広
域
の
天
気
情

報
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

西 東

北
西

南
東

北

南

南
西

北
東

アエ（イ）

クダリ
（ダシ）

ニ
シ
ワ
カ
サ

（
シ
カ
タ
）

ニシ
アラ
シ

（ク
ダリ
）

タカゲ（シカタ）

タ
カ
ア
エ

（ニシタワカツ）

タ
ワ
カ
ツ
ア
エ

ア
サ
ア
エ（
イ
）

スタ
ワチ
モン
（シ
）

ズモ
ン

（シ
モダ
シ）

ヤマセ
マニシ
スマニシ

オーヤマモン

ア
ラ
シ

ハ
エ

ワ
カ
サ

アイ　キタ
タマカセ
アイタマカゼ
タバカゼ
アラシ

キタ
キタゴチ

ミナミ
クダリ
マクダリ

朝アラシ（石狩）

シ
カ
ダ

ヒ
カ
タ

ニ
シ
ヒ
カ
タ

ク
ダ
リ

タ
マ
カ
ゼ

タ
バ
カ
ゼ

ニ
シ
タ
マ
カ
ゼ

ア
イ
ノ
カ
ゼ

ア
イ
タ
マ

ア
イ
シ
モ

シ
モ
カ
ゼ

ヤ
マ
セ

キ
タ
ゴ
チ

ヤマセ
シモヤマセ
ホンヤマセ
アカヤマセ
アイノカゼ

コチ
コチカゼ
コチケ
ヒガシ
マゴチ

ヒヨアイゴチ
アメゴチ
オオゴチ
クロバエ
ゴトーバエ

ニシ

ニシ
マジニシ
ヤマジガワシ
ヒイテニシ

ヤ
マ
セ

ミ
ナ
ミ
ヤ
マ
セ

ア
ナ
サ マ
ジ
ゴ
チ

ハ
エ
ゴ
チ

ヤ
マ
ジ

ヤマジガワシ

風の呼び方
内円周：富山県滑川周辺
中円周：北海道上磯、函館周辺
外円周：大分県国東半島沖合い姫島の漁師、大海鯛二郎さんの風の呼び方
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観
天
望
気
は

空
と
の
距
離
を
近
く
す
る

学
校
で
観
天
望
気
を
教
え
た
ら
、
こ

ん
な
に
お
も
し
ろ
い
も
の
は
な
い
で
す

よ
。私

の
現
在
の
職
場
は
ビ
ル
の
６
階
に

あ
り
、
ビ
ル
の
谷
間
に
国
会
議
事
堂
の

方
向
に
は
国
旗
が
見
え
ま
す
。
そ
の
狭

い
空
間
で
風
が
ど
う
流
れ
、
雲
が
ど
う

動
く
か
を
見
て
い
る
と
、
だ
い
た
い
翌

日
の
天
気
が
わ
か
り
ま
す
。
一
番
は
っ

き
り
し
て
い
る
の
は
夕
焼
け
で
す
。
正

面
の
ビ
ル
の
窓
ガ
ラ
ス
に
夕
焼
け
が
反

射
さ
れ
て
見
え
る
ん
で
す
よ
。
夕
焼
け

が
出
れ
ば
翌
日
晴
れ
。
雲
の
流
れ
が
速

く
な
っ
て
き
た
ら
、「
あ
、
雨
が
来
る

な
」。
南
か
ら
の
海
風
が
吹
く
と
き
は
、

湿
気
を
含
ん
で
い
ま
す
か
ら
や
は
り
雨
。

逆
に
、
北
か
ら
の
風
は
関
東
平
野
を
通

っ
て
き
て
乾
い
て
い
ま
す
か
ら
晴
れ
。

自
分
の
席
か
ら
見
る
の
で
、
い
つ
も

決
ま
っ
た
空
間
、
自
分
の
ポ
イ
ン
ト
を

観
察
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
と
は
、

冬
の
間
の
通
勤
時
に
、
電
車
か
ら
富
士

山
が
見
え
る
か
ど
う
か
も
目
安
に
な
り

ま
す
。

地
元
の
学
校
で
、「
学
校
に
行
く
前

に
朝
焼
け
が
残
っ
て
い
る
と
、
雨
が
降

る
」
と
か
を
、
子
供
に
教
え
た
ら
い
い

で
す
よ
。
父
親
が
こ
う
い
う
こ
と
を
教

え
た
ら
、
き
っ
と
尊
敬
さ
れ
ま
す
よ
。

地
元
で
も
、
教
え
ら
れ
た
ら
い
い
と
思

う
の
で
す
が
。

現
代
の
人
に
も
、
天
気
に
ピ
ン
と
く

る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
例

え
ば
、
地
方
の
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
な
ど

で
も
、「
あ
の
山
が
雲
で
見
え
な
く
な

っ
た
ら
雨
で
す
よ
」
と
か
が
部
屋
に
書

い
て
あ
る
と
よ
い
で
す
ね
。
実
際
に
体

験
し
て
も
ら
い
た
い
。

あ
る
い
は
、
主
婦
に
と
っ
て
洗
濯
物

を
干
せ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
上
で
、

観
天
望
気
は
必
須
の
技
術
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
自
分
の
家
で
、
あ
る
い
は

勤
め
場
で
観
天
望
気
を
試
し
て
み
る
と

い
い
で
す
よ
。

平
戸
の
古
文
書
に
も
、
一
日
は
天
気

予
報
か
ら
始
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
今
で
も
、
傘
を
持
っ
て
い
く
か
、

海に生きる観天望気

観天望気の観測ポイントは
「この空間です」と山田さん。
見なれた風景の中に日々刻々と変わる違い、
再び訪れる同じ条件を発見するのが、
観天望気の入門編。
今日はここがチョット違うなー、が
積み重なって
その理由がわかってきたら
観天望気は当たるようになる。

何
を
着
て
い
く
か
、
外
回
り
す
る
か
し

な
い
か
は
、
朝
決
め
る
わ
け
で
す
か
ら

同
じ
で
す
。
朝
、
天
気
予
報
を
見
ま
す

し
ね
。

「
も
し
も
」
が

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
社
会
で

風
に
押
さ
れ
た
雲
が
山
に
ぶ
つ
か
っ

て
雨
に
な
り
、
ふ
も
と
を
潤
す
。
そ
の

流
れ
を
ず
っ
と
人
は
見
て
き
ま
し
た
。

観
察
し
な
が
ら
予
想
し
て
き
た
。
だ
か

ら
、
山
か
ら
水
が
流
れ
て
き
た
り
、
後

ろ
の
山
が
崩
れ
る
こ
と
も
、
あ
る
程
度

事
前
に
わ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、

身
の
回
り
の
自
然
と
位
置
関
係
、
つ
ま

り
、
風
、
雲
、
山
、
川
、
海
、
す
べ
て

の
関
係
の
中
で
天
気
と
い
う
も
の
が
決

ま
り
、
そ
れ
を
人
間
は
事
前
に
推
し
量

る
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
か
ら
で
す
。

そ
の
結
果
、
自
分
た
ち
に
ど
う
い
う
災

難
、
あ
る
い
は
恵
み
が
も
た
ら
さ
れ
る

か
も
、
あ
る
程
度
予
想
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
そ
う

い
う
予
想
を
個
人
が
す
る
必
要
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

天
気
の
兆
候
と
い
う
の
は
、
自
分
が

望
む
と
き
に
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
天
気
予
報
は

自
分
が
望
ん
だ
と
き
に
得
ら
れ
ま
す
が
、

夕
焼
け
は
夕
方
ま
で
待
た
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
雲
は
い
つ
出
る
か
わ
か
ら
な

い
。
昔
の
人
は
、
そ
れ
を
待
っ
て
、
自

分
た
ち
を
順
応
さ
せ
て
い
た
。

も
と
も
と
天
気
と
い
う
の
は
、
自
然

の
関
わ
り
の
中
で
決
ま
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
自
体
は
、
今
も
昔
も
変
わ
っ
て

い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
海
で
漂
流
し
た
と

き
、
山
で
遭
難
し
た
と
き
、
も
し
も
に

備
え
て
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か
で
、
そ
の
人
の
人
生
が
変
わ
る
と

い
う
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
も
し
も
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く

て
よ
い
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、

携
帯
電
話
の
電
池
は
い
つ
で
も
充
電
で

き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
し
ね
。

昔
は
、
自
分
が
飲
む
分
の
水
（
雨
）

ぐ
ら
い
は
、
観
天
望
気
で
予
測
し
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、

雨
が
降
れ
ば
井
戸
水
が
濁
る
と
き
も
あ

る
の
で
、
そ
の
前
に
汲
み
お
く
と
か
い

う
知
恵
が
あ
り
ま
し
た
。
生
活
の
リ
ズ

ム
の
中
で
使
っ
て
き
た
観
天
望
気
を
口

伝
え
で
残
し
て
い
た
も
の
が
、
社
会
が

変
わ
る
と
伝
え
る
必
要
が
な
く
な
り
、

機
会
も
な
く
な
る
。
や
は
り
人
間
は
、

生
き
る
こ
と
に
直
結
し
な
い
と
、
な
か

な
か
伝
え
よ
う
と
し
な
い
の
で
す
。

人
間
も
自
然
の
一
部
。
水
も
工
業
製

品
で
は
な
く
、
自
然
の
一
部
。
観
天
望

気
に
見
る
生
活
の
知
恵
に
触
れ
、
人
間

も
水
も
自
然
の
も
の
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
振
り
返

っ
て
そ
う
思
い
ま
す
。
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屋
根
材
は地

域
固
有
の
素
材
で

日
本
で
は
、
雨
露
を
し
の
ぐ
と
い
う

こ
と
が
住
宅
の
最
大
の
要
件
で
す
。
原

始
住
居
で
は
屋
根
と
壁
は
一
体
で
、
寒

さ
を
し
の
ぐ
と
い
う
ウ
ェ
イ
ト
が
高
か

っ
た
。
縄
文
時
代
ま
で
は
現
代
よ
り
も

寒
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
旧
石
器
時
代

は
葉
っ
ぱ
が
つ
い
た
ま
ま
の
生
木
で
作

っ
た
シ
ェ
ル
タ
ー
の
よ
う
な
住
居
で
す
。

一
方
で
、
屋
根
を
葺
く
材
料
も
問
題

で
す
。
日
本
の
場
合
で
す
と
茅
な
ど
の

草
と
樹
皮
か
ら
始
ま
っ
て
、
今
日
ま
で

残
っ
て
い
る
も
の
は
茅
葺
き
、
板
葺
き
、

檜
皮
ひ
わ
だ

葺
き
、
そ
し
て
瓦
の
４
種
類
に
集

約
さ
れ
ま
す
。
北
方
民
族
で
す
と
、
鮭

の
皮
を
剥
ぎ
、
そ
れ
を
屋
根
の
上
に
張

り
つ
け
る
例
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

割
っ
た
石
板
（
ス
レ
ー
ト
）
で
葺
く
地

域
も
あ
り
ま
す
。

葺
き
材
は
、
大
量
に
し
か
も
コ
ン
ス

タ
ン
ト
に
供
給
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と

石田 潤一郎
いしだ じゅんいちろう
京都工芸繊維大学教授

1952年生まれ。
京都大学大学院工学研究科博士課程修了。

滋賀県立大学助教授を経て、現職。
著書に『屋根の話』（鹿島出版会、1990）、
『スレートと金属屋根』（INAX 1992）他。

屋根から雨に思いを馳せる

雨をしのぐ屋根
外に誇る屋根

な
り
ま
せ
ん
。
日
々
傷
ん
で
い
く
も
の

で
す
か
ら
、
簡
単
か
つ
大
量
に
身
の
ま

わ
り
で
と
れ
る
材
料
に
限
定
さ
れ
て
き

ま
す
。

茅
葺
き
屋
根
の
は
じ
め
と
い
う
と
、

登
呂
遺
跡
の
よ
う
な
住
居
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
が
、
実
際
は
茅
の
上
に
土
を
盛

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
、
考
古
学
の
分
野
で
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
浅
間
山
の
麓
に
「
日
本

の
ポ
ン
ペ
イ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
村
が

あ
り
ま
す
。
紀
元
６
世
紀
ぐ
ら
い
に
浅

間
山
の
噴
火
で
全
村
燃
え
た
所
で
す
が
、

発
掘
さ
れ
た
火
山
灰
の
下
の
潰
れ
た
家

を
見
る
と
、
屋
根
の
上
に
、
火
山
灰
で

は
な
い
土
が
盛
っ
て
あ
る
。
で
す
か
ら
、

骨
組
み
を
組
ん
だ
上
に
薄
く
草
を
葺
き
、

土
を
塗
り
固
め
て
い
た
よ
う
な
の
で
す
。

雨
で
溶
け
な
い
か
心
配
に
な
り
ま
す
が
、

固
め
る
と
そ
う
で
も
な
い
よ
う
で
す
。

日
本
の
場
合
は
雪
国
で
も
、
勾
配
を

急
に
し
て
雪
を
落
と
す
一
般
的
な
パ
タ

ー
ン
と
、
板
葺
き
を
石
で
押
さ
え
、
ひ

た
す
ら
雪
を
溜
め
て
耐
え
る
新
潟
県
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま

す
。
後
者
で
す
と
半
端
に
ず
り
落
ち
て

屋
根
が
傷
む
の
が
１
番
困
る
そ
う
で
す
。

農
家
は
基
本
的
に
は
茅
葺
き
に
な
り

ま
す
。
茅
で
葺
く
場
合
は
、
地
域
の
入

会
地
に
茅
野
を
作
っ
て
茅
を
育
て
、
み

ん
な
で
使
う
。
葺
き
替
え
の
と
き
も
協

力
し
て
、
今
年
は
Ａ
さ
ん
の
家
、
来
年

は
Ｂ
さ
ん
、
と
み
ん
な
で
協
働
す
る
。

「
結ゆ
い

」
と
い
わ
れ
る
制
度
で
、
こ
れ
は

全
国
的
に
み
ら
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
、
町
の
中
心
部
に
な
る
と

茅
の
供
給
が
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、

瓦
も
桟
瓦

さ
ん
が
わ
ら
が
発
明
さ
れ
る
以
前
の
本
瓦

は
重
量
が
あ
っ
て
、
骨
組
み
を
頑
丈
に

作
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
お
金
の
な
い
人
は

瓦
が
使
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
そ
う
い
う
所
は
板
葺
き
に
な
り
、

昔
の
「
洛
中
洛
外
図
」
な
ど
を
見
る
と
、

京
都
で
は
、
板
の
上
に
竹
の
網
の
よ
う

な
も
の
を
載
せ
て
押
さ
え
た
り
し
て
い

た
わ
け
で
す
。

珍
し
い
所
で
は
、
長
崎
県
の
対
馬
に
、

石
置
き
屋
根
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

あ
れ
は
、
倉
庫
を
頑
丈
に
作
ろ
う
と
い

う
時
に
、
平
た
い
石
が
簡
単
に
手
に
入

る
た
め
に
よ
く
使
わ
れ
る
。
そ
う
い
う

局
地
的
に
、
あ
る
場
所
だ
け
で
大
量
に

供
給
さ
れ
る
材
料
が
あ
る
と
、
そ
れ
を

使
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

蛎
殻

か
き
が
ら

葺
き

た
だ
、
お
も
し
ろ
い
葺
き
材
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
東
京
で
は
蛎
殻
葺
き
と

い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
橋
に
蛎

殻
町
と
い
う
地
名
も
残
っ
て
い
ま
す
。

単
な
る
蛎
殻
で
は
な
く
化
石
の
蛎
殻
で

屋
根
を
葺
い
た
と
い
い
ま
す
。
江
戸
は

非
常
に
火
事
の
多
い
町
で
、
桟
瓦
が
普

及
す
る
前
は
、
お
金
の
な
い
人
は
瓦
が

使
え
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
、
都

心
で
も
板
葺
き
や
茅
葺
き
が
多
く
、
す

ぐ
火
事
に
な
る
。
幕
府
は
そ
れ
を
何
と

か
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

瓦
を
葺
け
と
指
示
し
て
も
、
み
ん
な

言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
。
そ
れ
で
、
火

の
粉
が
飛
ん
で
き
て
も
す
ぐ
に
は
燃
え

な
い
よ
う
に
と
、
板
葺
き
の
上
に
蛎
殻

を
葺
き
並
べ
る
よ
う
18
世
紀
の
初
め
ご

ろ
お
触
れ
書
き
が
出
ま
す
。
こ
の
屋
根

は
、
ち
ょ
っ
と
雨
風
が
吹
く
と
蛎
殻
が

ず
り
落
ち
る
の
で
、
軒
先
に
貝
殻
止
め

の
横
木
「
貝
留
め
」
を
張
っ
た
そ
う
で

す
。蛎

殻
屋
根
は
あ
る
時
期
流
行
っ
た
よ

う
で
す
が
、
軽
く
葺
け
る
桟
瓦
が
大
津

で
開
発
さ
れ
た
た
め
、
ぱ
た
っ
と
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
１
７
３
０
年
前

後
の
江
戸
で
は
武
家
、
町
家
と
も
多
く

蛎
殻
屋
根
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
16
年
間
の
推
進
政
策
が
終
わ
る
と
、

お
金
の
あ
る
人
は
桟
瓦
に
す
る
し
、
お

金
の
な
い
人
は
ま
た
元
の
板
葺
き
に
戻

本瓦（左）
平瓦のつなぎ目に、
別部材の丸瓦を被せる。
桟瓦（右）
平瓦と丸瓦を一体化させた波形の瓦。
裏側の形状にも工夫して、重ねるピッチを短くできたため、
総重量が軽くなった。
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っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
江
戸
の

町
で
は
屋
根
材
が
一
定
で
な
い
と
い
う

特
異
な
状
況
が
現
れ
ま
す
。

京
都
や
大
坂
は
桟
瓦
が
大
変
早
く
普

及
し
た
の
で
、
上
方
か
ら
江
戸
に
行
く

と
、
ば
ら
ば
ら
な
屋
根
の
街
並
み
が
非

常
に
奇
異
に
見
え
た
ら
し
い
で
す
ね
。

―
―
　
住
み
手
は
、
葺
き
替
え
の
寿
命

を
何
年
く
ら
い
と
想
定
し
た
の
で
す
か
。

気
候
条
件
に
よ
る
の
で
す
が
、
茅
で

す
と
25
年
か
ら
30
年
。
大
分
県
で
は
茅

は
40
年
、
麦
わ
ら
15
年
、
稲
わ
ら
７
年

と
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
み
な
さ

ん
、
沖
縄
は
赤
い
瓦
に
シ
ー
サ
ー
が
載

っ
て
い
る
屋
根
を
想
像
す
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
薩
摩
藩
が
茅
葺
き
以
外
認

め
な
か
っ
た
た
め
、
明
治
後
期
ま
で
は

茅
葺
き
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
沖
縄
の

茅
は
寿
命
が
短
く
、
だ
い
た
い
４
、
５

年
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
寒
い
所
で
育

っ
た
茅
の
ほ
う
が
寿
命
が
長
い
の
で
す
。

葺
き
替
え
と
い
う
と
我
々
は
、
す
ぐ

に
白
川
村
の
総
葺
き
替
え
み
た
い
な
も

の
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
し
、
文
化
財
だ

と
補
助
金
が
つ
い
た
と
き
に
ま
と
ま
っ

て
行
う
わ
け
で
す
が
、
現
実
に
は
、
表

面
の
一
番
傷
む
と
こ
ろ
だ
け
替
え
る
と

か
、
北
側
の
陽
が
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ

が
腐
る
か
ら
そ
こ
だ
け
替
え
る
と
い
う

よ
う
な
、
挿
し
茅
と
い
う
形
で
、
常
に

ち
ょ
っ
と
ず
つ
替
え
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
ね
。
檜

皮
で
30
年
〜
40
年
ぐ
ら
い
、
板
葺
き
は

も
う
少
し
寿
命
が
短
い
と
思
い
ま
す
。

屋
根
の
形
を
決
め
る
も
の

竪
穴
住
居
で
は
屋
根
が
地
面
に
接
し

て
お
り
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
い
屋

根
が
持
ち
上
げ
ら
れ
て
い
き
、
立
ち
上

が
る
。
そ
う
な
る
と
、
柱
の
上
に
い
か

に
斜
め
の
屋
根
部
材
を
組
み
立
て
、
載

せ
る
か
が
重
要
な
要
素
と
な
り
ま
す
。

あ
る
傾
斜
を
持
っ
た
面
を
、
ど
の
よ
う

に
つ
く
る
か
が
家
づ
く
り
の
出
発
点
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
建
築
技
術

の
一
つ
の
成
果
、
エ
ッ
セ
ン
ス
が
屋
根

の
骨
組
み
に
表
れ
て
い
ま
す
。

降
雨
量
と
、
降
る
の
が
雨
か
雪
か
に

よ
っ
て
も
、
屋
根
の
形
状
は
違
っ
て
き

ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ア
ル
プ
ス

の
北
と
南
と
で
画
然
と
違
っ
て
い
ま
す
。

北
は
雪
が
滑
落
し
や
す
い
よ
う
に
急
勾

配
に
な
り
、
ス
レ
ー
ト
屋
根
が
使
わ
れ

ま
す
。
ス
レ
ー
ト
は
硯
石
と
同
じ
材
質

で
す
か
ら
割
り
肌
は
滑
ら
か
で
、
雪
が

降
っ
て
も
す
ぐ
落
ち
ま
す
。
ド
イ
ツ
で

は
、
ス
レ
ー
ト
屋
根
が
多
い
で
す
ね
。

上：デンマークのトラファルト美術館のオフィ
ス。新しい建物だが、屋根は茅で葺かれ
ている。

左上：約120年前に建てられたノルウェーのロ
グハウス。白樺の樹皮の上に土が盛られ
ている草屋根。

左：オスロの野外博物館に移築された、スター
ヴ教会はすべて木造。屋根は板葺き。製
材された小さな板を軒から積み上げるよ
うに重ね、タールで仕上げている。修復
された新しい部分は、色が薄くなってい
るが、創建は1200年。

下：デンマーク第3の都市、オーデンセにある
アンデルセンの生家は瓦葺き。

左下：スレートで葺かれた納屋。スレートは自
然石なので大きさがまちまち。工業製品
以前の素材が持つ、力強さを感じる。

一番下：リトアニアはヴィリニュスのホテルの
屋根はトタン。樋が軒ではなく屋根の途
中にある。



ま
す
か
ら
、
屋
根
の
面
が
目
立
ち
ま
す
。

そ
れ
に
見
合
う
よ
う
に
、
棟
瓦
の
積
み

上
げ
も
、
段
数
を
多
く
し
て
、
重
々
し

く
見
せ
る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て

き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
雨
の
降
り
方
の

差
、
雨
量
と
風
の
強
さ
が
デ
ザ
イ
ン
全

体
に
及
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、
瓦
で
は
な
く
、
茅
で
す
と

話
が
違
っ
て
き
ま
す
。
茅
葺
き
で
は
傾

斜
が
緩
い
と
水
が
漏
っ
て
し
ま
う
の
で
、

ほ
と
ん
ど
45
度
前
後
、
緩
く
て
も
38
度

程
度
。
そ
れ
よ
り
緩
く
な
る
と
水
が
漏

る
し
、
60
度
以
上
立
て
て
し
ま
う
と
、

今
度
は
葺
く
時
に
危
険
で
仕
方
が
な
い
。

白
川
郷
あ
た
り
は
、
多
分
限
界
で
し
ょ

う
ね
。
勾
配
が
急
な
と
こ
ろ
は
、
雪
対

策
の
た
め
、
あ
る
い
は
屋
根
裏
部
屋
を

養
蚕
に
使
う
と
い
っ
た
、
室
内
用
途
か

ら
の
要
請
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

―
勾
配
で
は
な
く
、
屋
根
の
形
状

は
ど
う
い
う
要
因
が
影
響
し
ま
す
か
。

例
外
も
あ
り
ま
す
が
、
定
説
と
し
て

言
わ
れ
て
い
る
の
が
、
寄
せ
棟
は
竪
穴

式
住
居
系
、
切
り
妻
は
高
床
式
住
居
系

と
い
う
分
類
で
す
。
竪
穴
住
居
の
屋
根

は
、
周
り
か
ら
枝
な
ど
を
取
り
囲
む
よ

う
に
立
て
掛
け
た
の
で
寄
せ
棟
風
に
な

り
ま
し
た
。
多
少
煙
出
し
の
穴
を
開
け

た
り
し
て
入
母
屋
的
に
も
見
え
ま
す
が
、

基
本
的
に
は
寄
せ
棟
で
す
。

こ
う
し
て
日
本
の
土
着
の
形
式
と
し
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そ
れ
が
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
に
な

る
と
雨
だ
け
で
す
し
、
雨
量
も
少
な
い

で
す
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
瓦
と
い
う
円
形

を
並
べ
た
よ
う
な
瓦
葺
き
に
な
り
勾
配

が
緩
い
。
一
尺
い
っ
て
三
寸
上
が
る
と

い
う
ぐ
ら
い
の
勾
配
で
す
。
イ
タ
リ
ア

の
町
を
塔
の
上
か
ら
見
下
ろ
す
と
、
赤

茶
色
の
屋
根
瓦
が
一
面
に
張
り
付
い
た

よ
う
に
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
葺

き
材
の
屋
根
が
同
じ
よ
う
な
勾
配
で
使

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
は
半
円
形
断
面
、

イ
タ
リ
ア
は
平
面
的
な
瓦
で
す
が
、
い

ず
れ
も
都
市
全
体
が
統
一
さ
れ
て
い
て
、

景
観
上
大
き
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。

日
本
で
は
桟
瓦
葺
き
が
江
戸
時
代
の

半
ば
以
降
に
普
及
し
ま
す
が
、
こ
れ
に

も
地
域
差
が
あ
る
。
京
都
の
よ
う
に
比

較
的
強
風
が
少
な
く
、
横
殴
り
の
雨
が

寄せ棟�入母屋�切妻�

降
ら
な
い
所
で
す
と
、
屋
根
勾
配
が
緩

く
な
り
ま
す
。
下
か
ら
雨
が
吹
き
上
げ

ら
れ
な
い
の
で
、
毛
細
管
現
象
で
中
へ

水
が
侵
入
し
な
い
た
め
、
緩
く
し
て
も

構
わ
な
い
か
ら
で
す
。

要
す
る
に
屋
根
は
傾
斜
が
緩
け
れ
ば

緩
い
ほ
ど
、
屋
根
の
懐
が
小
さ
く
な
っ

て
小
屋
組
み
に
使
う
木
材
が
短
く
て
済

む
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
経
済
的
に
は

で
き
た
ら
平
べ
っ
た
く
し
た
い
の
で
す
。

日
本
で
１
番
屋
根
が
緩
い
の
が
、
京
都

の
山
科
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
普
通

の
京
都
の
町
屋
で
、
お
お
よ
そ
十
尺
い

っ
て
四
寸
か
四
寸
五
分
上
が
る
勾
配
で

す
。
関
西
は
割
合
平
べ
っ
た
く
、
そ
こ

へ
細
い
棟
瓦
が
載
る
と
い
う
華
奢
な
感

じ
に
仕
上
げ
ま
す
。

こ
れ
が
関
東
に
行
き
ま
す
と
、
例
え

ば
川
越
の
土
蔵
造
り
は
五
寸
か
ら
六
寸

と
い
う
、
お
寺
に
近
い
よ
う
な
急
な
屋

根
に
な
り
、
重
た
く
感
じ
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
関
東
で
は
屋
根
が
立
っ
て
き

重要文化財指定を受けた民家は300軒前後あるが、建築
年代が室町時代に遡るのは、ダム建設のため70m移築さ
れたこの箱木千年家（兵庫県神戸市北区山田）と、古井
家（兵庫県宍粟郡安富）の２棟しかない。
箱木家は室町時代の土豪、近世の大庄屋にあたる。入母
屋の軒がかなり低くまで延び、茅で葺かれた屋根が大き
く見える。中に入って小屋組みを見上げると、室町時代
の民家建築の木工技術の高さを伺い知ることができる。
棟木や母屋を支える束柱に貫の補強が入り、かなり古い
とされている部材の柱には、手斧のはつり痕が残る。

て
寄
せ
棟
屋
根
が
出
発
し
、
入
母
屋
に

も
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
入

母
屋
民
家
の
骨
組
み
写
真
が
あ
り
ま
す
。

入母屋の民家　垂木の並び方がよくわかる。『物語／もの
の建築史‐屋根のはなし』（鹿島出版会1990）より

い
か
に
も
四
方
か
ら
集
め
寄
せ
掛
け
た

形
に
な
っ
て
い
て
、
竪
穴
式
住
居
が
ま

わ
り
か
ら
木
を
差
し
掛
け
、
屋
根
を
組

ん
で
い
た
名
残
り
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
ら
の
民
家
と
は
別
系
統
で
、
神

社
仏
閣
建
築
が
あ
り
ま
す
。
見
た
目
は

同
じ
入
母
屋
で
も
寺
院
建
築
の
場
合
、

寄
せ
棟
か
ら
変
化
し
た
民
家
に
お
け
る

入
母
屋
と
は
、
構
造
も
違
う
も
の
で
す
。

寺
院
建
築
は
、
中
国
か
ら
い
わ
ば
先

端
技
術
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、
入
母
屋
、
寄
せ
棟
、
切
り

妻
が
セ
ッ
ト
で
導
入
さ
れ
ま
す
が
、
入

母
屋
は
２
階
建
て
の
大
規
模
な
建
物
に

用
い
ら
れ
、
寄
せ
棟
は
平
屋
、
そ
し
て

切
り
妻
は
付
属
的
な
施
設
の
も
の
で
し

た
。
つ
ま
り
、
入
母
屋
が
も
っ
と
も
格
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が
高
か
っ
た
わ
け
で
す
。
寺
院
建
築
の

入
母
屋
屋
根
の
発
生
は
、
お
そ
ら
く
切

妻
屋
根
の
妻
側
に
庇
を
伸
ば
し
た
も
の

で
す
。
こ
こ
で
庇
と
い
う
の
は
軒
を
覆

う
だ
け
の
短
い
も
の
で
は
な
く
、
建
物

の
構
成
要
素
と
し
て
重
要
な
も
の
で
し

た
。
古
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
は
、
い

っ
た
ん
「
身
舎
も

や

」
と
呼
ば
れ
る
中
心
構

造
体
を
建
て
、
も
っ
と
広
く
す
る
必
要

が
あ
る
と
き
に
庇
を
延
ば
し
て
い
ま
し

た
。
京
都
御
所
の
紫
宸
殿
を
見
ま
す
と
、

屋
根
の
面
に
段
差
が
つ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
段
差
が
最
初
の
構
造
体
の
庇
か
ら

新
た
に
延
ば
し
た
庇
に
切
り
替
わ
る
境

界
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
今
の
御
所

の
紫
宸
殿
は
、
最
初
か
ら
一
体
で
造
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
発
展
の
過
程
を
示
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
大
陸
か
ら
の
技
術
が
使

え
る
よ
う
な
支
配
者
階
級
が
切
妻
、
入

母
屋
系
の
屋
根
で
、
寝
殿
造
り
は
、
入

母
屋
に
な
り
ま
す
。

町
並
み
の
屋
根

室
町
時
代
ま
で
の
屋
根
は
、
か
な
り

ば
ら
ば
ら
で
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な

る
と
幕
府
が
派
手
な
デ
ザ
イ
ン
を
禁
じ

ま
す
。
町
並
み
と
い
う
の
は
、
今
は
民

家
が
並
ん
で
る
景
観
と
い
う
意
味
で
す

が
、
昔
は
人
並
み
の
並
み
で
し
て
、
み

ん
な
と
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
に
そ
ろ
え

よ
う
と
い
う
の
が
町
並
み
と
い
う
意
味

で
し
た
。
そ
の
中
で
、
同
じ
屋
根
勾
配

で
、
同
じ
材
料
で
、
同
じ
屋
根
の
家
を

そ
ろ
え
る
と
い
う
こ
と
が
固
ま
っ
て
く

る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
も
、
屋
根
の
デ
ザ
イ
ン
的
な

美
し
さ
に
は
、
や
は
り
意
識
し
た
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
成
文
化
さ
れ
た
ル
ー

ル
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
か
突
飛
な
こ

と
を
す
る
と
人
か
ら
何
か
言
わ
れ
る
と

か
、
役
人
が
や
っ
て
き
て
「
や
め
ろ
」

と
言
う
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ

た
ら
し
い
。
と
に
か
く
統
一
を
と
っ
て
、

あ
る
整
然
と
し
た
美
し
さ
を
求
め
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

―
滋
賀
県
の
高
島
町
な
ど
で
は
、

瓦
の
古
い
町
並
み
が
残
っ
て
い
て
印
象

に
残
り
ま
す
ね
。

実
は
あ
の
あ
た
り
の
瓦
葺
き
集
落
も
、

昭
和
40
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
茅
葺
き
だ
っ

た
と
こ
ろ
が
大
半
な
の
で
す
。

普
通
の
農
村
や
街
道
町
で
す
と
、
戦

後
ま
で
茅
葺
き
で
、
そ
れ
が
ど
う
も
高

度
成
長
期
に
な
る
こ
ろ
に
一
斉
に
変
わ

っ
た
よ
う
で
す
。
茅
葺
き
は
、
結
で
維

持
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

一
斉
に
崩
れ
る
と
い
う
面
が
あ
る
。
葺

き
替
え
る
金
が
な
い
と
か
、
年
寄
り
で

息
子
が
継
が
な
い
と
い
う
家
が
茅
葺
き

を
ト
タ
ン
で
覆
い
、
あ
と
は
も
う
将
棋

倒
し
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
も
昭
和
40
年
代
ま
で
は
、
ま

だ
意
識
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
技

術
的
な
幅
も
狭
か
っ
た
か
ら
か
、
あ
る

種
の
統
一
さ
れ
た
形
式
の
屋
根
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
さ

ら
に
40
年
経
っ
た
現
在
で
は
、
選
択
肢

が
多
過
ぎ
て
、
選
ぶ
ほ
う
で
も
そ
れ
が

面
白
く
て
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
く

と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
ね
。
我
々
が

屋
根
を
調
べ
る
際
に
も
、
苦
労
し
ま
す
。

村
の
屋
根
が
い
つ
変
わ
っ
た
、
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
史
料
に
は
出
て
き
ま
せ

ん
か
ら
、
結
局
現
地
に
話
を
聞
き
に
行

く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
お
じ
い
さ
ん
、

お
ば
あ
さ
ん
を
つ
か
ま
え
て
訊
く
と
、

「
こ
れ
は
何
年
に
、
何
と
か
と
い
う
屋

根
屋
が
売
り
つ
け
に
ま
わ
っ
た
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
す
。

高
度
成
長
期
の
時
代
は
、
や
は
り
、

茅
は
ち
ょ
っ
と
貧
乏
く
さ
い
と
い
う
意

識
が
あ
っ
た
。
今
で
こ
そ
素
敵
で
残
さ

な
く
て
は
と
い
う
思
い
が
生
じ
て
い
ま

す
が
、
当
時
は
と
に
か
く
瓦
の
ほ
う
が

格
好
い
い
と
い
う
風
潮
で
す
。
瓦
は
手

間
も
か
か
ら
な
い
し
、
雨
漏
り
も
し
な

い
。
そ
れ
で
み
ん
な
が
ど
ん
ど
ん
変
え

て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

茅
場
も
意
識
が
ち
ょ
っ
と
で
も
薄
れ

た
り
す
る
と
、
維
持
さ
れ
な
く
な
る
し
、

結ゆ
い

も
崩
壊
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な

屋
根
の
デ
ザ
イ
ン

屋
根
の
形
状
や
材
質
は
、
こ
れ
ま
で

の
述
べ
て
き
た
よ
う
に
地
域
性
が
高
く
、

ど
う
い
う
屋
根
を
美
し
い
と
感
じ
る
か

に
は
個
人
差
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
日

本
に
限
っ
て
言
え
ば
、
茅
や
瓦
に
な
れ

親
し
ん
だ
感
性
か
ら
美
し
い
と
感
じ
る

要
素
は
、
分
節
さ
れ
た
茅
や
瓦
の
よ
う

な
素
材
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ツ
ル
ン
と
し
た
ト
タ
ン
に
ペ
ラ
ペ
ラ

し
た
印
象
を
持
つ
の
は
茅
や
瓦
の
イ
ミ

テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
使
う
か
ら
で
あ
っ

て
、
近
代
建
築
を
進
め
た
ミ
ー
ス
・
フ

ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
や
ル
・
コ
ル
ビ

ジ
ェ
の
よ
う
に
素
材
の
持
つ
機
能
を
生

か
し
た
使
い
方
を
す
れ
ば
、
日
本
人
に

も
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
屋
根
も

建
築
も
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
変
化
が
あ

っ
て
当
然
で
し
ょ
う
。

京
町
家
の
再
生
に
携
わ
っ
て
い
る
人

の
話
を
聞
き
ま
す
と
、
冷
房
も
暖
房
も

が
ん
が
ん
入
れ
な
い
と
と
て
も
住
ん
で

は
い
ら
れ
な
い
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う

視
点
で
短
期
的
に
見
る
と
、
必
ず
し
も

環
境
に
優
し
い
建
築
と
も
言
い
が
た
い
。

京
町
家
は
奥
に
庭
が
あ
る
う
な
ぎ
の
寝

床
の
よ
う
な
形
で
、
前
と
後
ろ
が
通
風

で
き
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
維
持
で
き

て
い
る
と
い
う
極
め
て
パ
ッ
シ
ブ
な
建

物
で
す
。
高
い
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
つ
と
、

途
端
に
日
当
た
り
が
悪
く
な
り
風
が
吹

か
な
く
な
る
か
ら
、
逆
に
言
う
と
住
み

手
は
周
囲
の
都
市
環
境
に
対
し
て
神
経

質
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
す
し
、
い

わ
ゆ
る
炭
坑
の
カ
ナ
リ
ア
役
の
よ
う
な

建
物
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
広
い

意
味
か
ら
言
え
ば
や
は
り
サ
ス
テ
ィ
ナ

ブ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ト
ー
タ
ル
と
し
て
み
る
と
、
や
っ
ぱ
り

環
境
に
寄
与
す
る
部
分
と
い
う
の
が
相

当
あ
る
な
、
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
型
で
な
い
京
町
家
を

い
か
に
作
る
か
と
い
う
こ
と
も
非
常
に

大
変
で
は
あ
る
し
、
そ
れ
が
町
家
ブ
ー

ム
み
た
い
な
言
わ
れ
方
で
し
か
語
ら
れ

な
い
の
は
残
念
で
す
が
、
か
な
り
射
程

距
離
の
長
い
話
だ
と
思
い
ま
す
。

屋
根
と
い
う
の
は
デ
ザ
イ
ン
性
だ
け

で
な
く
機
能
が
重
視
さ
れ
る
箇
所
で
す

か
ら
、
材
料
と
か
形
状
は
そ
の
土
地
の

自
然
環
境
、
あ
る
い
は
材
料
供
給
な
ど
、

純
物
理
的
な
要
因
で
規
定
さ
れ
る
部
分

が
あ
り
、
ま
さ
に
建
築
物
と
外
界
と
の

接
点
で
あ
り
、
せ
め
ぎ
合
う
場
所
な
わ

け
で
す
。

だ
か
ら
、
環
境
に
優
し
い
１
種
類
の

屋
根
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

屋
根
と
い
う
の
は
、
環
境
に
対
す
る
自

ら
の
姿
勢
を
決
め
る
要
素
だ
と
い
う
ふ

う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
屋
根
を
考
え

る
こ
と
で
、
外
と
ど
う
向
か
い
合
う
の

か
と
い
う
自
分
の
姿
勢
を
、
は
っ
き
り

と
固
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

そ
れ
は
、
必
然
的
に
、
雨
に
ど
う
対

し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
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透
水
性
舗
装
と
排
水
性
舗
装
は
ど
こ
が
違
う

雨
を
通
す
道
路
舗
装

舗
装
に
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と

コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
あ
る

道
路
の
歴
史
は
古
く
、
紀
元
前
２
６

０
０
年
ご
ろ
に
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
建
設
用
に
道
を
造
っ
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
舗
装
も
紀
元
前

１
６
０
０
年
ご
ろ
に
は
ク
レ
タ
島
で
敷

き
詰
め
た
石
を
モ
ル
タ
ル
で
固
め
、
両

側
に
排
水
溝
を
備
え
た
も
の
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。

た
だ
、
石
畳
は
歩
行
用
で
、
石
の
間

は
空
い
て
い
て
も
い
い
の
で
す
が
、
車

輪
の
場
合
は
都
合
が
悪
い
。
現
代
の
舗

装
道
路
、
つ
ま
り
、
車
輪
が
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
自
動
車
道
に
対
応
す
る

た
め
の
舗
装
は
19
世
紀
ご
ろ
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
最
初
は
鉄
輪
を
使
っ
た
馬
車
、

の
ち
に
は
自
動
車
が
走
る
と
舞
い
上
が

る
土
埃
を
防
ぎ
、
で
こ
ぼ
こ
が
で
き
な

い
よ
う
に
、
表
面
を
塗
り
固
め
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
１
８
１
４
年
に
イ
ギ
リ

ス
の
テ
ル
フ
ォ
ー
ド
と
い
う
人
が
考
案

し
た
、
テ
ル
フ
ォ
ー
ド
式
舗
装
が
始
ま

り
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
で
18
世
紀
後
半
か
ら
鉄
道

が
敷
設
さ
れ
ま
す
が
、
舗
装
の
発
想
の

原
点
は
鉄
道
レ
ー
ル
に
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
車
輪
が
通
る
所
だ
け
鉄
道
レ
ー
ル

の
よ
う
に
舗
装
す
れ
ば
、
材
料
も
少
な

く
て
す
み
ま
す
し
ね
。
そ
れ
が
す
ぐ
に

全
面
舗
装
に
移
行
し
ま
す
。

馬
車
の
車
輪
は
当
初
鉄
輪
で
、
走
る

う
ち
に
砕
石
土
が
砕
け
ま
す
。
そ
れ
に

雨
が
加
わ
る
と
、
砕
石
の
屑
と
水
が
化

学
反
応
を
起
こ
し
て
硬
く
な
り
ま
す
。

水
硬
性
と
い
う
性
質
で
す
が
、
こ
れ
に

ヒ
ン
ト
を
得
て
セ
メ
ン
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
舗
装
が
始
ま
り
ま
し
た
。
産
業
革
命

の
こ
ろ
の
話
で
す
。
今
は
粘
土
を
含
む

石
灰
石
を
焼
成
し
た
セ
メ
ン
ト
と
、
砂

と
水
を
混
ぜ
て
使
い
ま
す
。

舗
装
に
は
、
今
お
話
し
し
た
セ
メ
ン

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
と
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
舗
装
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ

も
正
式
に
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ

ー
ト
、
セ
メ
ン
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い

う
名
称
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
略
す
る
の
も
専
門
家

か
ら
す
れ
ば
お
か
し
い
の
で
す
。
コ
ン

ク
リ
ー
ト
舗
装
は
表
層
と
重
量
を
支
え

る
基
礎
部
（
路
盤
）
が
一
体
型
で
15
cm

ほ
ど
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
は
表
層
が

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
４
cm
ほ
ど
、
基
礎
部

は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
す
。

セ
メ
ン
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
は
、

１
区
間
づ
つ
セ
メ
ン
ト
を
流
し
込
ん
で

固
ま
る
ま
で
２
週
間
ほ
ど
待
つ
必
要
が

あ
り
ま
す
。
区
間
の
境
目
に
で
き
る
目

地
が
盛
り
上
が
り
、
つ
な
ぎ
目
が
滑
ら

か
に
で
き
な
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

は
す
ぐ
に
冷
え
て
固
ま
る
し
、
目
地
も

で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
戦
前
ま
で
は

ほ
と
ん
ど
セ
メ
ン
ト
だ
っ
た
舗
装
が
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
に
置
き
換
え
ら
れ
て
、
今

で
は
セ
メ
ン
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
は

全
体
の
５
％
ほ
ど
で
す
。

戦
後
、
世
界
銀
行
か
ら
借
款
を
受
け

高
速
道
路
を
造
る
こ
と
に
な
り
、
外
国

の
調
査
団
が
来
て
費
用
の
調
査
を
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア

メ
リ
カ
は
平
地
で
す
が
、
日
本
で
は
河

川
、
山
岳
が
多
く
、
橋
と
ト
ン
ネ
ル
が

必
要
に
な
る
た
め
当
初
の
予
想
よ
り
か

な
り
費
用
が
高
か
っ
た
。
最
初
の
世
界

銀
行
の
計
画
で
は
、
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
ト

登

芳
久

の
ぼ
り
よ
し
ひ
さ
　

著
述
業
・
元
日
本
鋪
道
株
式
会
社
勤
務

１
９
３
９
年
生
ま
れ
。
主
な
著
書
に
『
高

速
道
路
』（
技
報
堂
出
版
、
１
９
９
３
）、

『
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
史
』（
同
、
１
９
９

４
）
等
。

排水機構を持った路面には水が溜まることがなく、黒く見える。
水と舗装を考える会編『よくわかる透水性舗装』（山海堂1997）より
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て
き
ま
す
の
で
、
上
か
ら
水
圧
を
か
け

て
洗
滌
し
、
目
詰
ま
り
を
取
り
除
く
機

械
も
で
き
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
車
道
の
方
に
は
「
排
水
性
舗

装
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、

低
騒
音
効
果
も
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

車
道
の
場
合
は
ま
ず
重
さ
を
支
え
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
歩
道
の
よ
う
に

雨
水
を
浸
透
さ
せ
て
い
た
ら
、
す
ぐ
に

路
盤
が
傷
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

浸
透
性
の
表
層
の
下
に
も
う
一
面
防
水

面
を
造
り
、
そ
こ
で
溜
ま
っ
た
雨
水
を

排
水
桝
へ
集
め
ま
す
。
排
水
桝
か
ら
地

下
浸
透
す
る
シ
ス
テ
ム
と
、
下
水
道
に

直
接
排
水
す
る
シ
ス
テ
ム
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
が
排
水
性
舗
装
で
す
。
地
盤

に
直
接
水
が
浸
透
し
た
ら
、
と
て
も
自

動
車
の
重
量
に
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、

こ
う
し
た
工
夫
が
必
要
な
の
で
す
。

舗
装
の
今
後

今
は
、
排
水
性
舗
装
の
耐
久
性
も
向

上
し
、
広
く
普
及
し
て
い
ま
す
。
排
水

性
舗
装
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
騒
音
防
止
、

雨
水
の
地
下
浸
透
、
車
の
水
撥
ね
防
止

の
３
点
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
道
路
や
公
園
の
設
計
分
野
に
も

女
性
が
進
出
し
、
舗
装
に
色
を
つ
け
た

り
し
た
景
観
舗
装
の
試
み
も
い
ろ
い
ろ

と
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

結
局
、
舗
装
に
と
っ
て
は
、
上
に
車

輌
が
通
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
し

て
、
そ
れ
を
外
し
て
舗
装
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
透
水
性
舗
装
と
い

っ
て
も
、
雨
水
を
地
下
浸
透
さ
せ
る
に

は
、
雨
水
桝
に
い
っ
た
ん
水
を
集
め
、

そ
こ
か
ら
地
下
浸
透
さ
せ
て
い
か
ざ
る

を
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

雨を通す道路舗装

バ
ー
ン
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
た

わ
け
で
す
が
、
あ
れ
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

舗
装
で
値
段
も
高
い
。
そ
こ
で
、
も
っ

と
安
く
な
る
方
法
は
な
い
か
と
思
案
し

た
結
果
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
に
な
り
、

そ
れ
が
も
と
で
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
が

全
国
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。

路
盤
に
水
を
浸
透
さ
せ
る
わ

け
に
は
い
か
な
い

舗
装
と
い
う
の
は
防
塵
と
タ
イ
ヤ
へ

の
摩
擦
を
減
ら
す
こ
と
が
目
的
で
す
の

で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
も
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
で
も
よ
い
わ
け
で
す
。

砂
利
を
結
合
さ
せ
る
た
め
の
材
料
が

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
か
セ
メ
ン
ト
か
の
違
い

で
す
。
混
ぜ
る
砂
利
は
粒
が
平
均
し
て

い
る
と
、
均
一
に
圧
力
が
か
か
っ
て
壊

れ
に
く
い
の
で
、
石
を
砕
き
一
定
粒
度

に
し
て
噛
み
合
わ
せ
る
と
い
う
、
ア
メ

リ
カ
で
行
わ
れ
て
い
た
方
式
を
導
入
し

ま
し
た
。

車
両
の
重
量
を
支
え
て
い
る
の
は
、

舗
装
の
下
の
路
床
で
、
厚
み
も
１
ｍ
ほ

ど
は
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
痛
む
と
、
上

の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
が
た
わ
ん
で
し
ま
う

の
で
、
表
層
を
防
水
加
工
し
て
絶
対
に

水
が
浸
透
し
な
い
よ
う
に
作
っ
て
い
ま

し
た
。

路
盤
に
水
が
通
る
と
悪
さ
を
し
ま
す
。

例
え
ば
、
山
岳
道
路
で
山
肌
を
削
っ
て

道
を
造
る
と
、
地
下
水
系
を
分
断
す
る

こ
と
に
な
り
下
の
路
盤
を
流
し
て
し
ま

う
た
め
、
空
洞
に
な
っ
た
道
路
が
突
如

陥
没
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

舗
装
の
寿
命
は
、
今
も
10
年
ほ
ど
で

す
。
長
距
離
輸
送
が
鉄
道
か
ら
ト
ラ
ッ

ク
輸
送
に
シ
フ
ト
し
、
ト
ラ
ッ
ク
台
数

が
大
幅
に
増
加
。
し
か
も
、
昭
和
40
〜

50
年
代
は
過
積
載
車
が
多
か
っ
た
。
昭

和
40
年
代
に
は
一
般
道
の
舗
装
厚
は
５

cm
だ
っ
た
の
で
す
が
、
10
cm
、
15
cm
と

徐
々
に
厚
く
な
り
ま
す
。
積
載
重
量
の

規
制
が
厳
し
く
な
っ
て
き
た
の
は
昭
和

60
年
こ
ろ
で
、
舗
装
の
寿
命
も
伸
び
ま

し
た
。
高
速
道
路
で
は
一
般
道
よ
り
負

荷
が
か
か
る
の
で
、
10
cm
か
ら
15
cm
に

厚
さ
が
増
し
ま
し
た
。
重
量
規
制
は
、

日
本
の
高
速
道
路
維
持
の
た
め
に
も
、

必
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

透
水
と
排
水
は
違
う

東
京
都
が
街
路
樹
育
成
を
目
的
に

「
透
水
性
舗
装
」
を
歩
道
に
ほ
ど
こ
し

た
の
は
１
９
７
０
年
ご
ろ
か
ら
で
す
。

こ
れ
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
砂
利
の

粒
度
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
間
に
隙

間
が
で
き
る
よ
う
に
開
発
さ
れ
た
も
の

で
、
表
層
に
雨
水
が
浸
透
し
ま
す
。
そ

れ
ま
で
雨
が
降
る
と
ぬ
か
る
ん
で
困
っ

て
い
た
歩
道
で
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
自

動
車
の
よ
う
に
重
量
を
支
え
る
必
要
が

な
い
の
で
、
砂
利
の
間
に
隙
間
が
あ
っ

て
も
、
あ
ま
り
道
路
が
傷
み
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
使
っ
て
い
る
と
目
詰
ま
り
し

【都市の中で、雨が地下に浸透しない面積】

雨水が地面に到達すると、その行く手
は二つに分かれます。道路や下水道完備
地域の屋根など地下に浸透しない「不浸
透域」と、森林、庭など土が露出した
「浸透域」です。前者では雨の多くが下水
道に流れ込み、後者では地下水となりま
す。
不浸透域の面積はどの程度なのでしょ
うか。地面の広さに対する不浸透域の割
合を「被服率」といいますが、東京都の
調べ（１９９７）によると、東京23区の
ほとんどで被服率は80％を上回っていま
す。郊外に行くと徐々に落ち、八王子市
などでは35％となっています。スムース
で効率的な移動、運搬のために不可欠な
舗装ですが、地下水枯渇、都市型洪水な
どの弊害が起きていることも事実です。
透水性舗装の活用で、雨水をうまく地下
浸透させる必要が求められています。
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芳賀 徹 はが とおる

京都造形芸術大学学長・東京大学名誉教授
1931年生まれ。1953年東京大学教養学部卒。
プリンストン大学客員研究員、東京大学教授を
経て現職。専攻は比較文学・近代日本比較文化
史。著書に『詩歌の森へ－日本詩へのいざない』
（中央公論社、2002）、『詩の国詩人の国』（筑摩
書房、1997）他。

た
だ
、
水
墨
画
で
「
瀟
湘
八
景
」
が

好
ん
で
描
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
す
ね
。
こ
れ
は
中
国
画
の
画
題
で
、

中
国
湖
南
省
の
瀟
水
と
湘
江
が
合
流
し

て
洞
庭
湖
に
注
ぐ
一
帯
は
、
古
く
か
ら

景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
一
帯
の
景
勝
地
八
カ
所
を
選
ん
で

画
題
と
し
た
も
の
で
、
も
と
は
北
宋
の

文
人
で
あ
っ
た
宋
迪
そ
う
て
き

が
描
き
、
11
世
紀

ご
ろ
か
ら
画
題
と
し
て
確
立
し
た
も
の

で
す
。

南
宋
末
の
禅
僧
で
蜀
の
人
、
牧
谿
も
つ
け
い

法

常
に
よ
る
瀟
湘
八
景
が
、
室
町
時
代
の

日
本
に
入
っ
て
き
て
、
足
利
将
軍
ら
に

よ
っ
て
最
高
の
評
価
を
与
え
ら
れ
、
そ

れ
以
来
わ
が
国
の
水
墨
画
壇
に
深
い
影

響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
牧
谿
に
続
い
て
、

宋
末
元
初
の
画
僧
で
金
華
人
（
浙
江
省
）

で
あ
っ
た
玉
ぎ
ょ
く

澗か
ん

の
瀟
湘
八
景
も
有
名
で

す
。私

は
先
だ
っ
て
根
津
美
術
館
で
行
わ

れ
た
展
覧
会
で
、
牧
谿
の
「
漁
村
夕
照

ぎ
ょ
そ
ん
せ
き
し
ょ
う

」、

「
遠
浦
帰
帆

え
ん
ぽ
き
は
ん

」、「
平
沙
落
雁

へ
い
さ
ら
く
が
ん

」
の
３
点

と
、
玉
澗
の
「
山
市
晴
嵐

さ
ん
し
せ
い
ら
ん

」「
洞
庭
秋

月
」「
遠
浦
帰
帆
」
と
い
う
三
景
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ど
れ
も
、
ほ

ん
と
う
に
息
を
呑
む
よ
う
に
大
き
く
美

し
い
天
下
の
名
品
で
す
。

瀟
湘
八
景
一
帯
は
、
伸
び
や
か
な
景

観
に
恵
ま
れ
、
湿
潤
な
大
気
が
気
象
を

絶
え
間
な
く
変
化
さ
せ
、
雨
や
雲
や
靄も
や

が
多
く
て
山
水
に
多
彩
な
表
情
を
与
え

て
い
た
た
め
、
水
墨
の
潤
い
と
滲に
じ

み
、

特
に
破
墨
は
ぼ
く

の
技
法
を
駆
使
す
る
う
え
で

の
好
画
題
で
し
た
。
牧
谿
も
玉
澗
も
中

国
で
は
あ
ま
り
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
ら

し
い
の
で
す
が
、
日
本
で
は
代
々
の
天

下
人
、
大
茶
人
に
よ
っ
て
大
変
珍
重
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
に
、
日

本
独
特
の
雨
と
そ
の
潤
い
に
対
す
る
感

性
が
隠
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

雨
上
が
り
の
再
生

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
瀟
湘
八
景
を

日
本
に
も
見
立
て
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

近
江
八
景
が
成
立
し
ま
す
。

堅
田
落
雁
、
矢
橋
帰
帆
、
瀬
田
夕
照
、

石
山
秋
月
、
粟
津
晴
嵐
、
唐
崎
夜
雨
、

比
良
暮
雪
、
三
井
晩
鐘
の
八
つ
が
画
題

と
し
て
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
や

は
り
雨
や
靄
の
風
景
を
つ
く
っ
て
い
く

わ
け
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
重
要
な

の
は
、
雨
上
が
り
の
風
景
。
こ
れ
も
雨

の
文
化
を
考
え
る
と
き
の
古
典
的
な
感

覚
の
範
例
で
し
て
、
そ
れ
は
絵
に
も
歌

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
雨
上
が
り
に
は
、
す
べ
て

が
色
鮮
や
か
に
な
る
。
濡
れ
る
こ
と
で

蘇
る
と
い
う
再
生
の
感
覚
が
際
立
つ
よ

う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
田
園
で
も

市
街
で
も
、
木
造
の
家
屋
で
も
庭
で
も
、

森
の
樹
木
で
も
み
な
同
じ
で
す
ね
。
ブ

ナ
林
に
入
っ
て
雨
上
が
り
の
光
景
に
遭

遇
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
ブ
ナ

は
濡
れ
る
と
木
肌
が
黒
々
と
な
る
の
で

す
。
そ
し
て
木
に
耳
を
つ
け
る
と
、
根

が
勢
い
よ
く
水
を
吸
い
上
げ
る
音
を
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

石
造
り
の
家
や
石
畳
の
街
で
は
、
こ
れ

ほ
ど
の
よ
み
が
え
り
の
感
覚
は
感
じ
ら

れ
ま
せ
ん
。
石
は
雨
が
浸
透
し
な
い
素

材
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
、
雨
に
対

す
る
意
識
を
違
う
も
の
に
し
て
い
る
要

因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
で
は

こ
う
い
う
感
覚
は
見
ら
れ
な
い
で
す
ね
。

靄
よ
り
も
む
し
ろ
、
秋
や
冬
の
霧
で
、

孤
独
と
結
び
つ
き
ま
す
。

広
重
の
「
大
橋
あ
た
け
の
夕
立
」
で

は
、
激
し
く
雨
が
降
っ
て
い
る
一
瞬
が

切
り
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
向
こ
う
岸
が

斜
め
に
描
か
れ
て
お
り
、
急
激
に
水
嵩

が
増
し
て
い
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。
黒
い
雨
雲
か
ら
、
縦
線
を
繁
く

引
い
て
雨
を
表
し
て
い
ま
す
。
油
絵
と

浮
世
絵
や
水
墨
画
と
い
う
表
現
方
法
の

違
い
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
油
絵
で

は
、
こ
れ
ほ
ど
シ
ャ
ー
プ
な
線
を
表
現

す
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
か
ら
。
広

重
が
切
り
取
っ
た
一
瞬
は
、
日
常
の
中

に
襲
っ
た
非
日
常
の
緊
張
感
を
凝
縮
し

て
表
現
し
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
画
家
は
こ
れ
を
見
て
驚

嘆
し
ま
す
。
雨
を
通
し
て
向
こ
う
側
を

見
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
見
方
が

あ
っ
た
か
と
。
雨
足
や
木
の
枝
を
通
し

て
、
向
こ
う
側
の
風
景
を
見
る
。
モ
ネ

は
こ
の
影
響
を
受
け
て
、
木
の
枝
越
し

に
春
の
風
景
を
見
る
と
い
う
絵
を
描
い

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
ジ
ャ

ポ
ニ
ズ
ム
の
影
響
で
す
。
た
だ
、
雨
が

寒
さ
や
乾
燥
の
中
か
ら
万
物
を
よ
み
が

「
瀟
湘
八
景

し
ょ
う
し
ょ
う
は
っ
け
い

」
描
か
れ
た
雨
の
風
景

歌
川
広
重
の
浮
世
絵
に
「
大
橋
あ
た

け
の
夕
立
」
と
い
う
見
事
な
絵
が
あ
り

ま
す
。
あ
の
よ
う
に
見
事
に
雨
を
描
き

き
っ
て
い
る
例
を
西
洋
に
探
し
て
み
て

も
、
思
い
浮
か
び
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス

な
ど
は
雨
自
体
が
少
な
い
し
。
19
世
紀

に
な
っ
て
日
本
の
絵
画
が
フ
ラ
ン
ス
に

入
り
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
ブ

ー
ム
が
起
き
、
ゴ
ッ
ホ
や
印
象
派
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
わ
け
で
す
が
、
雨

を
画
題
に
と
る
の
は
そ
れ
以
降
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
を
見
て
も
、
平
安
朝
以
降
の
大

和
絵
の
中
で
、
雨
そ
の
も
の
を
描
い
て

い
る
も
の
は
あ
ま
り
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
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る
よ
う
に
も
取
れ
ま
す
が
、
真
意
は
、

悟
る
前
は
一
生
懸
命
そ
の
境
地
を
求
め
、

や
っ
と
悟
り
の
境
地
に
至
っ
た
が
、
ま

た
日
常
に
戻
る
と
何
も
変
わ
っ
て
い
な

い
。
た
だ
そ
の
精
神
の
内
容
は
変
わ
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。

禅
で
い
う
「
悟
り
了お
わ

っ
て
未
だ
悟
ら

ざ
る
に
同
じ
」
の
宗
旨
を
表
現
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
廬
山
は
烟
雨
」

と
い
う
感
覚
も
、
実
は
瀟
湘
八
景
に
連

な
る
も
の
で
し
ょ
う
ね
。

自
然
と
の
距
離
感

芭
蕉
の
俳
句
で
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も

五
月
雨

さ

み

だ

れ

を
集
め
て
は
や
し
最
上
川

こ
の
、「
集
め
て
」
と
い
う
の
は
非

常
に
う
ま
い
。
芭
蕉
は
よ
ほ
ど
地
理
感

覚
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
最
上
川

の
流
域
に
は
、
東
西
南
北
そ
れ
ぞ
れ
に

奥
羽
山
脈
、
月
山
山
塊
、
朝
日
吾
妻
連

峰
が
連
な
る
。
そ
れ
ら
の
山
々
に
降
る

雨
を
、
最
上
川
は
み
な
集
め
て
と
う
と

う
と
流
れ
、
日
本
海
に
注
い
で
い
く
。

そ
の
さ
ま
を
捉
え
て
壮
大
な
も
の
で
す

よ
。同

じ
最
上
川
の
歌
で
す
と
、
雨
か
ら

離
れ
ま
す
が
斎
藤
茂
吉
を
忘
れ
る
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。

最
上
川
逆
白
波
の
た
つ
ま
で
に

ふ
ぶ
く
ゆ
ふ
べ
と
な
り
に
け
る
か
も

こ
れ
も
す
ご
い
。
茂
吉
は
20
世
紀
日

本
最
大
の
詩
人
で
す
よ
。
こ
れ
は
冬
の

歌
で
し
ょ
う
ね
。
荒
ぶ
る
、
人
間
に
は

え
ら
せ
る
と
い
う
感
覚
に
は
至
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

雨
上
が
り
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
濡

れ
そ
ぼ
っ
て
綺
麗
に
な
る
。
鮮
や
か
に

な
る
。
濡
れ
る
こ
と
と
、
鮮
や
か
に
な

る
こ
と
は
関
係
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

も
の
の
輪
郭
や
色
彩
が
際
だ
っ
て
く
る

さ
ま
を
「
け
ざ
や
か
」
と
も
言
い
、
け

ざ
や
か
は
「
さ
や
か
」
に
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
感
覚
は
日
本
人
を
語
る

と
き
に
、
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
す
。

雨
を
詠
む

雨
や
風
や
嵐
の
歌
は
万
葉
集
の
昔
か

ら
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

ぬ
ば
玉
の
夜
さ
り
来
れ
ば
巻
向
ま
き
む
く

の

川
音
高
し
も
　
嵐
か
も
疾と

き

（
柿
本
人
麻
呂
集
）

嵐
が
迫
っ
て
く
る
時
の
風
音
、
水
音

の
高
ま
り
を
人
麻
呂
が
み
ご
と
に
つ
か

ま
え
て
い
る
の
に
は
感
心
し
ま
す
。

岩
走
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
　

萌
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も

（
志
貴
皇
子
）

こ
れ
も
、
雪
が
溶
け
て
水
が
音
立
て

て
き
ら
き
ら
と
流
れ
は
じ
め
、
そ
の
ほ

と
り
に
は
、
わ
ら
び
が
柔
ら
か
く
芽
生

え
て
く
る
、
と
い
う
水
と
春
の
関
係
、

う
る
お
い
の
春
の
到
来
の
喜
び
が
い
き

い
き
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
「
瀟
湘
八
景
」
の
話
を
し
ま

し
た
が
、
中
国
の
詩
で
は
こ
の
詩
を
思

い
出
し
ま
す
。

宋
の
時
代
の
有
名
な
詩
人
で
あ
る
蘇そ

東
坡

と
う
ば

が
こ
ん
な
七
言
絶
句
の
漢
詩
を
残

し
て
い
ま
す
。

廬
山
烟
雨
浙
江
潮

未
到
千
般
恨
不
消

到
得
帰
来
無
別
事

廬
山
烟
雨
浙
江
潮

廬
山
ろ
ざ
ん

は
烟
雨
え
ん
う

浙
江
せ
っ
こ
う

は
潮
う
し
お

未
だ
到
ら
ざ
れ
ば
千
般
恨
み
消
せ
ず

到
り
得
帰
り
来
っ
て
別
事
無
し

廬
山
は
烟
雨
　
浙
江
は
潮

廬
山
の
烟
雨
と
浙
江
の
潮
は
天
下
の

二
大
奇
観
と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、

ぜ
ひ
一
度
は
訪
れ
て
目
の
当
た
り
に
眺

め
た
い
と
、
私
は
か
ね
が
ね
か
ら
願
っ

て
い
た
。
そ
の
機
会
が
な
か
な
か
こ
な

い
こ
と
を
残
念
に
思
い
、
ま
す
ま
す
憧

憬
の
情
を
深
く
し
て
い
た
。
し
か
し
今
、

よ
う
や
く
多
年
の
宿
願
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
た
。
そ
れ
は
確
か
に
一
見
に
値

す
る
景
観
で
は
あ
る
が
、
さ
り
と
て

「
到
り
得
帰
り
来
っ
て
別
事
無
し
」
で
、

帰
っ
て
き
て
み
れ
ば
格
別
神
変
不
可
思

議
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
平
凡
で

尋
常
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す

ね
。（
芳
賀
幸
四
郎
『
禅
語
の
茶
掛

続
一
行
物
』
淡
交
社
、
１
９
７
４
）

こ
こ
で
言
う
「
廬
山
は
烟
雨
」
と
い

う
の
は
、
江
西
省
に
あ
る
奇
峰
名
瀑
の

名
山
、
廬
山
が
雲
霧
に
煙
る
さ
ま
、

「
浙
江
は
潮
」
と
い
う
の
は
、
大
河
、

銭
塘
江

せ
ん
と
う
こ
う

で
起
き
る
満
潮
時
の
海
瀟
現
象

を
表
し
て
い
ま
す
。
大
意
で
は
天
下
の

二
大
奇
観
に
対
す
る
幻
滅
を
謳
っ
て
い

支
配
で
き
な
い
自
然
の
強
さ
が
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
徐
々
に
春
が

近
づ
く
に
つ
れ
、
荒
ぶ
る
最
上
川
が
和

ら
い
で
く
る
の
が
茂
吉
の
次
の
歌
で
す
。

四
方
の
山
皚
々
が
い
が
い

と
し
て
居
り
な
が
ら

最
上
川
に
降
る
三
月
の
あ
め

四
方
の
連
山
が
ま
だ
真
白
な
中
に
降

る
や
わ
ら
か
な
三
月
の
雨
が
見
事
に
描

か
れ
て
い
ま
す
。
雨
を
「
あ
め
」
と
し

た
と
こ
ろ
に
も
、
思
い
が
よ
く
表
れ
て

い
ま
す
。

雨
音
の
か
む
さ
り
に
け
り
虫
の
宿

（
松
本
た
か
し
）

松
本
た
か
し
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
同

人
で
、
高
浜
虚
子
の
弟
子
。
能
役
者
の

息
子
だ
っ
た
人
で
す
。
か
む
さ
り
に
け

り
に
は
柔
ら
か
さ
、
虫
の
宿
に
は
露
の

宿
に
共
通
す
る
は
か
な
さ
が
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
寒
さ
に
向
か
う
秋
口
に
、

茅
葺
き
の
木
造
の
仮
の
住
み
か
が
静
か

に
雨
に
包
ま
れ
て
い
き
、
家
の
内
と
外

の
虫
の
音
は
弱
ま
り
、
や
が
て
消
え
て

い
く
。
こ
う
し
た
し
っ
と
り
と
濡
れ
た

感
じ
の
す
る
詩
歌
か
ら
は
、
音
や
匂
い

も
立
っ
て
き
ま
す
ね
。
そ
う
い
え
ば
雨

は
色
を
鮮
や
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、

音
や
匂
い
の
感
覚
を
も
呼
び
起
こ
し
、

ま
た
そ
れ
を
消
し
て
い
く
。

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
自
然
に
対
し
て

自
分
の
位
置
を
は
っ
き
り
と
主
張
し
た

り
し
な
い
の
が
日
本
人
と
い
う
こ
と
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
芭
蕉
は
最
上
川
を

多
少
擬
人
化
し
て
歌
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

で
は
、
芭
蕉
が
ど
こ
に
い
る
の
か
と
探

し
て
も
、
ど
こ
に
も
そ
の
姿
は
な
い
の

で
す
。
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
自
然

と
の
距
離
の
と
り
か
た
、
雨
へ
の
親
近

の
意
識
が
違
う
こ
と
が
、「
表
現
さ
れ

た
雨
」
か
ら
だ
け
で
も
推
測
で
き
て
面

白
い
で
す
ね
。

歌川広重の浮世絵「大橋のあたけの夕立」
隅田川に架かる新大橋　日本橋側から深川籾倉を望む

ＵＦＪ銀行貨幣博物館所蔵　『広重の大江戸名所百景散歩』人文社1996 より
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言葉は文化
新聞で伝える沖縄文化

第十回 水の文化楽習 実践取材

沖縄方言 ＜うちなーぐち＞ で表現される天水の恵み

言
葉
は
文
化

沖
縄
・
那
覇
の
繁
華
街
と
い
え
ば
国

際
通
り
だ
。
こ
こ
に
並
ぶ
土
産
物
屋
は

夜
11
時
過
ぎ
ま
で
店
を
開
け
て
い
る
所

が
多
い
。
み
ん
な
で
泡
盛
を
飲
ん
で
い

い
気
持
ち
に
な
っ
た
後
、（
い
い
土
産

物
は
な
い
か
）
と
探
し
て
い
る
と
、
店

員
が
「
冷
た
い
も
ん
で
も
い
か
が
で
す

か
」
と
湯
飲
み
に
麦
茶
を
出
し
て
く
れ

た
。（
こ
れ
は
親
切
な
）
と
思
い
店
の

レ
ジ
の
ほ
う
を
見
る
と
、
テ
ー
ブ
ル
の

周
り
に
５
〜
６
名
の
男
女
が
普
段
着
姿

で
楽
し
そ
う
に
話
し
込
ん
で
い
る
。

う
ち
な
ー
ぐ
ち
と
呼
ば
れ
る
沖
縄
方

言
で
話
し
て
い
る
ら
し
く
、〈
な
い
ち

ゃ
ー
〉（
内
地
人
の
こ
と
。
本
州
の
人

の
こ
と
で
〈
や
ま
と
ぅ
ん
ち
ゅ
〉
と
も

い
う
）
に
は
何
を
話
し
て
い
る
の
か
聞

き
取
れ
な
い
が
、
井
戸
端
会
議
ら
し
き

こ
と
は
わ
か
る
。
近
所
の
よ
う
な
、
親

戚
の
よ
う
な
、
友
人
の
よ
う
な
、
よ
く

わ
か
ら
な
い
組
み
合
わ
せ
で
、
年
齢
も

高
校
生
ら
し
き
男
子
か
ら
〈
お
ば
あ
〉

ま
で
い
る
。

（
こ
れ
が
〈
ゆ
ん
た
く
〉
か
）。
何
人
か

が
集
ま
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
す
る
こ
と
を
、

う
ち
な
ー
ぐ
ち
で
は
〈
ゆ
ん
た
く
〉
と

言
う
の
だ
。

ア
ジ
ア
ン
と
ア
メ
リ
カ
ン
が
混
じ
る

店
の
中
で
、
島
人
〈
し
ま
ん
ち
ゅ
〉
た

ち
の
温
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た

ひ
と
と
き
だ
っ
た
。

各地で方言が見直されつつあります。沖縄の方言は

＜うちなーぐち＞と呼ばれています。新聞を作ること

で＜うちなーぐち＞と沖縄の文化を伝えようとしている

人々をご紹介します。

沖縄県那覇市の年間降水量は約2000mmで、決して少

ないわけではありません。しかし、降雨時期が６月と台

風期に偏るのと、島が石灰岩の上に成り立っているため

雨水が溜まりにくいという事情があり、毎年水不足に悩

まされています。沖縄方言のなかにある多彩な雨と水に

かかわる言葉から、豊かな雨の文化を探ります。
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言葉は文化　新聞で伝える沖縄文化

さ
て
、
こ
こ
ま
で
に
い
く
つ
も
の
沖

縄
方
言
が
登
場
し
た
。

言
葉
は
文
化
で
あ
る
と
い
う
。
水
の

文
化
も
、
共
通
語
だ
け
で
は
な
く
各
地

の
方
言
で
な
い
と
表
現
で
き
な
い
知
恵

が
多
様
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
と
す
れ

ば
、
沖
縄
で
水
の
文
化
は
ど
の
よ
う
な

言
葉
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

沖
縄
と
い
え
ば
、
台
風
と
渇
水
、
そ

し
て
生
活
に
お
け
る
雨
水
の
利
用
が
す

ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
。
水
を
怖
れ
、
水
を

尊
ぶ
土
地
柄
だ
。
雨
と
水
の
文
化
を
言

葉
か
ら
知
る
に
は
、
や
は
り
沖
縄
を
取

材
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、

編
集
部
は
ま
ず
「
沖
縄
方
言
普
及
協
議

会
」
を
訪
ね
た
。

沖
縄
方
言
を
残
す

「
方
言
を
き
ち
ん
と
話
し
伝
え
る
こ
と

の
で
き
る
人
が
、
あ
と
10
年
も
す
る
と

い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
危

惧
か
ら
、
こ
の
協
議
会
を
立
ち
上
げ
た

の
で
す
。
沖
縄
の
文
化
を
守
り
残
す
こ

と
が
目
的
で
す
。
言
葉
は
文
化
で
す
か

ら
」
と
語
る
の
が
、
沖
縄
方
言
普
及
協

議
会
の
会
長
で
あ
る
宮
里
朝
光
さ
ん

（
80
歳
）
だ
。

２
０
０
０
年
（
平
成
12
）
10
月
に
設

立
さ
れ
た
こ
の
協
議
会
は
、
現
在
、
会

員
が
約
３
０
０
名
い
る
。

沖
縄
に
は
、
こ
の
他
に
も
、
沖
縄
方

言
を
守
る
会
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
新

聞
を
発
行
し
て
い
る
の
は
沖
縄
方
言
普

及
協
議
会
だ
け
だ
。『
沖
縄
方
言
新
聞
』

を
年
４
回
発
行
し
て
い
る
。

逆
に
戦
前
に
南
米
に
移
住
し
た
人
た

ち
の
間
で
は
、
古
い
う
ち
な
ー
ぐ
ち
が

残
っ
て
い
る
と
い
う
。
万
葉
集
な
ど
の

古
い
大
和
言
葉
と
沖
縄
の
方
言
に
、
共

通
点
が
あ
る
の
と
同
様
の
現
象
だ
。

言
葉
は
使
わ
な
い
と
忘
れ
ら
れ
て
し

ま
う
。
沖
縄
は
、
１
８
７
９
年
（
明
治

12
）
の
い
わ
ゆ
る
琉
球
処
分
後
、
明
治

政
府
に
よ
る
標
準
語
化
政
策
が
進
め
ら

れ
た
結
果
、
沖
縄
方
言
を
誇
り
を
も
っ

て
使
え
な
か
っ
た
と
い
う
不
幸
な
経
験

を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
象
徴
が
「
方
言

札
」
と
協
議
会
副
会
長
の
崎
濱
秀
平
さ

ん
（
72
歳
）
が
説
明
し
て
く
れ
た
。

「
戦
前
の
旧
制
小
学
校
で
の
こ
と
で
す
。

方
言
札
と
い
う
の
は
、
板
に
ひ
も
を
通

し
た
札
で
、
真
ん
中
に
《
方
言
札
》
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
学
校
で
方
言
を
使

う
と
、
罰
と
し
て
そ
れ
を
首
か
ら
か
け

る
。
私
は
方
言
札
を
３
回
も
持
た
さ
れ

ま
し
た
」。

方
言
札
は
、
次
の
犠
牲
者
が
出
る
ま

で
首
か
ら
か
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
屈
辱
的
な
も
の
だ
っ
た
。

「
沖
縄
の
学
校
の
先
生
た
ち
に
は
、
や

ま
と
ぅ
ん
ち
ゅ
の
言
葉
を
早
く
修
得
し

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
熱
心
さ
が
あ
っ

た
よ
う
で
、
方
言
を
禁
止
す
る
措
置
を

と
っ
た
ん
で
す
ね
。
学
校
で
は
標
準
語
、

家
に
帰
れ
ば
方
言
で
す
が
、
方
言
を
使

う
の
は
ま
る
で
犯
罪
者
扱
い
で
し
た
。

宮
里
朝
光
さ
ん

沖
縄
方
言
普
及
協
議
会

会
長

崎
濱
秀
平
さ
ん

沖
縄
方
言
普
及
協
議
会

副
会
長

宮
良
信
詳
さ
ん

沖
縄
方
言
普
及
協
議
会

事
務
局
長

琉
球
大
学
教
授
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そ
し
て
、
方
言
を
使
う
と
方
言
札
を
持

た
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
今
度
は
誰
に
こ

の
方
言
札
を
渡
す
か
、
寝
な
が
ら
作
戦

を
考
え
ま
し
た
。
足
を
踏
む
と
「
あ
い

た
ー
」
と
叫
び
ま
す
が
、
こ
れ
を
方
言

で
「
あ
が
ー
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
で
、

わ
ざ
と
友
達
の
足
を
踏
ん
づ
け
、
相
手

が
「
あ
が
ー
」
と
言
う
と
、
方
言
札
を

渡
せ
る
わ
け
で
す
。
明
治
政
府
が
押
し

つ
け
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
一
方
で
は
、

各
学
校
、
教
師
が
早
く
自
分
の
教
え
子

に
標
準
語
を
教
え
よ
う
と
し
た
と
い
う

側
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
」

「
こ
う
し
た
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
文

化
を
卑
下
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し

た
」
と
述
べ
る
の
は
、
協
議
会
事
務
局

長
で
琉
球
大
学
教
授
の
宮
良
信
詳
さ
ん
。

「
い
つ
の
間
に
か
沖
縄
の
も
の
を
低
俗

と
見
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
」崎

濱
さ
ん
も
「
沖
縄
は
文
字
よ
り
も

琉
歌
（
注
１
）
の
よ
う
に
、
主
に
口
承

で
伝
え
て
き
た
の
で
、
文
学
不
毛
の
地

と
言
わ
れ
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
私

は
今
で
も
琉
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
で
決

し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
確
信
し
て

い
ま
す
が
、
当
時
は
自
分
た
ち
も
そ
う

い
う
雰
囲
気
に
な
っ
て
し
ま
い
、
い
つ

の
ま
に
か
方
言
も
使
わ
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
」
と
言
う
。

言
葉
が
使
わ
れ
る
か
使
わ
れ
な
い
は
、

社
会
が
言
葉
に
誇
り
を
持
て
る
雰
囲
気

を
作
れ
る
か
ど
う
か
が
大
事
な
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
。

注
１：

琉
歌
は
和
歌
に
対
し
て
、
琉
球
の
歌
と
い
う

意
味
。
和
歌
が
五
七
五
七
七
の
31
文
字
に

対
し
て
、
琉
歌
は
八
八
八
六
の
30
文
字
で

あ
る
。
文
献
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の

は
18
世
紀
あ
た
り
か
ら
だ
が
、
万
葉
集
と

の
関
係
を
見
る
と
歴
史
が
あ
る
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
今
で
も
、
沖
縄
の
お
年
寄
り

は
即
興
的
に
琉
歌
を
詠
み
、
愛
好
者
が
多

い
。

沖
縄
方
言
新
聞
の
発
行

そ
こ
で
、
沖
縄
方
言
普
及
協
議
会
で

は
『
沖
縄
方
言
新
聞
』
を
発
行
し
始
め

た
。
実
際
に
読
も
う
と
思
う
と
、
ナ
イ

チ
ャ
ー
が
読
み
進
め
る
に
は
な
か
な
か

骨
が
折
れ
る
。
漢
字
表
記
は
な
ん
と
か

わ
か
る
の
だ
が
、
送
り
が
な
や
漢
字
の

ル
ビ
は
わ
か
ら
な
い
。

よ
く
考
え
る
と
、
わ
た
し
た
ち
共
通

語
に
慣
れ
た
人
間
は
「
川
」
と
書
い
た

ら
「
か
わ
」
と
読
む
も
の
と
、
文
字
と

読
み
は
一
対
一
で
対
応
し
て
い
る
と
思

い
こ
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
言
葉
は
生

き
も
の
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
読
み
方

は
こ
れ
ま
で
も
変
化
し
て
き
た
の
か
も

し
れ
な
い
し
、
そ
の
経
過
は
今
と
な
っ

て
は
わ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
現
在
私

た
ち
が
思
い
浮
か
べ
る
川
と
当
時
の
川

が
同
じ
も
の
を
指
す
の
か
ど
う
か
も
わ

か
ら
な
い
。

現
に
う
ち
な
ー
ぐ
ち
で
は
、
川
は

〈
か
ー
〉
と
発
音
す
る
が
、
井
戸
も

〈
か
ー
〉。
水
が
流
れ
て
い
る
様
と
、
湧

い
て
い
る
様
の
両
方
を
〈
か
ー
〉
と
表

す
。
だ
か
ら
、
単
語
帳
を
つ
く
っ
て

「
か
ー
は
川
と
井
戸
を
表
す
」
と
記
し

■ 沖縄天水紀行
沖縄の人々は、実際に天水とどのよ

うにつきあってきたのか。このことが

気になり、現在の暮らしを見てみたく

なった。編集部の無理なお願いをテー

ゲー（大概：おおまかという意味で、

昔は悪い意味で使われたらしいが、最

近はゆとりという意味でプラスに用い

られるらしい）な気持ちで受け止めて、

案内をしてくださったのは沖縄雨水利

用の会事務局長の上原辰夫さん。

沖縄の石灰岩質の地形はザルのよう

に水が染み込むので、なかなか河川に

ならず、貯水が難しい。しかしよく聞

いてみると、地域によって条件は一律

ではない。

「多良間では住民の約90％、約370世帯

が雨水を利用しています。首里は湧水

に恵まれているし、湧水があるけれど、

赤水なので天水を飲む地域。北部の山

原（やんばる）では、河川が多い。条

件はさまざまなんです」

沖縄の人々は、そのさまざまな条件

に対応する知恵を、長い間に育んでき

た。そんな実際の雨水利用の現場、そ

れも今昔取り混ぜて案内していただい

た。

●産川（んぶがー）にも
使われる樋川（ふぃーじゃー）

前日に琉球舞踊の書籍を中心に出版している、おき
なわ書房の砂川敏彦さんから沖縄の水情報を入手。普
天間のアメリカ軍基地の下が大きな水盆になっている
ことを知る。「宜野湾の田芋（たーんむ）畑を見学し
たい」と上原さんにお願いして、案内していただいた。
田芋はサトイモ科の作物で、水田で育つ。強い陽光
を浴びて天に伸びる芋の茎には、勢いがある。住宅街
に隣接して広がる田芋畑は、圧巻。
作業中の方に水場がどこにあるかうかがうと、わざ
わざ車を出して案内してくれた。親切な人柄に加えて、
水場を誇りに思っていることがうかがえる。もちろん、
こちらでは水場は樋川（ふぃーじゃー）と呼ばれてい
る。
樋川は岩場をプール状に掘り込み、その壁面を穿っ
た穴から滔々と湧き出していた。水温はそれほど冷た
くない。水の勢いに感動していると、やはり農作業中
の方が話しかけてきた。自分はそんな昔のことはわか
らないが、ここの樋川は大山地域の守り神で、赤ん坊

の産湯を汲む産川（んぶがー）にも使われているとの
こと。基地ができてからガソリン臭くなったりして、
水質が悪くなったから今は飲むことはできないそうだ。
「この田んぼ一帯も、元は海で埋立地だったといいま
す。この樋川は海に面した崖から流れ出していたわけ
です。埋め立てたあとのことですが、砂浜を歩いてき
た馬の身体をここで洗っていたのは私も覚えています
よ」と教えてくれた。
馬を洗っていたのは今から45年ほど前の話だと思う、
とも言っていた。水が流れ出る穴がいくつもあったり、
水を溜める場所も使い分けができるように工夫の痕が
見られるのも、赤ちゃんの産湯に使ったり、馬を洗っ
たり、飲み水を取ったり、と多目的に使われていたか
らだ。教えられて改めて見直すと、樋川がある場所か
ら田んぼに向かって低くなっており、樋川がハケ（崖
線）に沿っていることがわかる。そしてそのハケは、
今でも自然な曲線を描いて、海岸線であったこともわ
かるのである。



●金城ダム

首里の石畳のすぐそばにある金城ダム。
住宅地に近い立地で、忽然と現れるダムに
驚くが、安里川の中流から河口に至る川幅
が非常に狭いため、大雨の度に氾濫し被害
が出ていた。周辺に民家が密集しているた
め、川幅を広げる河川改修が困難なため、
ダムという形で洪水調整している。
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宜野湾の田芋畑は海を埋め立てたもの。
右側の小高い土地が元の海岸線で、崖線になっている。

説明してくれた人の口から、思いがけず「水は醤油遣い（みじぇーしょーゆーじけー）」
という言葉が飛び出し、沖縄方言の健在ぶりを確信してうれしく思った。

て
も
し
ょ
う
が
な
い
。
実
際
に
言
葉
を

使
っ
て
、
文
脈
の
中
で
自
然
に
発
音
し
、

意
味
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、

言
葉
の
持
つ
世
界
を
理
解
し
な
い
と
な

ら
な
い
。
言
葉
の
持
つ
世
界
と
は
、
そ

の
〈
う
ち
な
ー
ぐ
ち
〉
が
、
ど
の
よ
う

な
単
語
と
ど
の
よ
う
な
分
類
で
見
た
こ

と
聞
い
た
こ
と
を
表
す
か
と
い
う
言
葉

の
整
理
棚
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
整
理

棚
が
世
界
の
言
葉
で
全
部
違
う
か
ら
、

言
葉
は
文
化
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

沖
縄
方
言
新
聞
も
こ
の
整
理
棚
ご
と

伝
え
よ
う
と
、
あ
え
て
文
字
と
発
音
と

記
事
内
容
が
一
体
と
な
っ
た
新
聞
と
し

て
発
行
し
て
い
る
の
だ
。
沖
縄
方
言
普

及
協
議
会
で
は
、
沖
縄
の
古
文
書
や

〈
や
ま
と
ぅ
ん
ち
ゅ
〉
の
万
葉
集
の
よ

う
に
、
音
が
同
じ
で
意
味
が
違
う
当
て

字
を
使
わ
ず
、
意
味
が
一
致
す
る
漢
字

を
当
て
は
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
顔
は

「
ち
ら
」
だ
が
、
語
源
か
ら
す
る
と
面

（
つ
ら
）
の
ほ
う
が
正
し
い
。
古
文
書

は
漢
字
表
記
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
の

で
、
ど
ん
な
規
則
性
が
あ
っ
て
、
ど
う

読
ま
れ
て
い
た
か
、
推
測
す
る
こ
と
が

難
し
い
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
に
、
我
々

〈
や
ま
と
ぅ
ん
ち
ゅ
〉
で
も
、
漢
字
だ

け
追
っ
て
い
け
ば
新
聞
で
言
お
う
と
し

て
い
る
意
味
を
あ
る
程
度
つ
か
む
こ
と

が
で
き
る
。

活
動
を
始
め
た
当
初
、
ま
ず
手
を
つ

け
た
の
は
、
か
な
表
記
法
を
定
め
る
こ

と
だ
っ
た
。
こ
れ
を
テ
ー
マ
に
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
も
行
っ
た
。
表
記
法
が
決
ま
ら
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な
い
と
、
新
聞
も
テ
キ
ス
ト
も
つ
く
れ

な
い
か
ら
だ
。
今
、
こ
の
成
果
は
少
し

づ
つ
現
れ
て
い
る
。

雨
の
言
葉

そ
ん
な
沖
縄
方
言
で
、
水
や
雨
が
ど

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。宮

里
さ
ん
は
こ
ん
な
言
葉
を
教
え
て

く
れ
た
。

流
し
〈
な
が
し
〉、
片
降
り
〈
か
た

ぶ
り
〉
は
と
も
に
ス
コ
ー
ル
の
よ
う
な

雨
。
待
兼
雨
〈
ま
ち
か
ん
て
ぃ
ー
あ
み
〉

は
待
ち
か
ね
た
ほ
ど
の
恵
み
の
雨
。
川

〈
か
ー
ら
〉
と
は
私
た
ち
の
想
像
す
る

川
。
河
原
か
ら
転
じ
た
も
の
か
？
　
川

〈
か
ー
〉
は
井
戸
。
雨
降
飢
饉
〈
あ
み

ふ
い
や
す
ー
）
は
長
雨
に
よ
る
飢
饉
。

ち
な
み
に
飢
饉
を
〈
が
し
〉
と
言
い
、

餓
死
は
〈
や
ー
さ
じ
に
〉
と
言
う
。
沖

縄
と
い
う
と
南
方
の
豊
か
な
陽
光
が
照

り
つ
け
る
光
景
ば
か
り
を
思
い
浮
か
べ

て
い
た
が
、
ち
ょ
う
ど
収
穫
の
時
期
に

台
風
が
多
く
、
雨
が
多
す
ぎ
て
飢
饉
に

な
る
と
い
う
厳
し
い
現
実
が
存
在
す
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
雨
は
降
っ
て

も
降
ら
な
く
て
も
、
暮
ら
し
を
困
ら
せ

る
難
し
い
も
の
な
の
だ
。

ま
た
、
こ
ん
な
方
言
も
あ
る
。

「
水
は
洗
っ
て
は
飲
め
ぬ
」〈
み
じ
ぇ
ー

あ
ら
て
ー
　
ぬ
ま
ら
ん
〉
は
水
は
一
旦

汚
し
た
ら
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。

「
水
は
銭
遣
い
」〈
み
じ
ぇ
ー
　
じ
ん
じ

け
ー
〉「
水
は
醤
油
遣
い
」〈
み
じ
ぇ
ー

し
ょ
ー
ゆ
ー
じ
け
ー
〉
と
は
、
水
は
銭

や
醤
油
の
よ
う
に
貴
重
な
の
で
大
事
に

使
え
と
い
う
意
味
。

や
は
り
、
沖
縄
で
水
を
大
切
に
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
大
切
な
水

を
、
分
か
ち
合
っ
て
い
た
こ
と
も
、
次

の
方
言
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
火
と
水
は
只
物
」〈
ふ
ぃ
ー
と
ぅ
み
じ

ぇ
ー
い
ち
ゃ
ん
だ
む
ん
〉：

困
っ
て
い

る
人
が
い
た
ら
、
自
分
の
分
が
な
く
な

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
に
火
と
水
は

や
ら
な
い
と
い
け
な
い
。「
川
の
主
」

〈
か
ー
ぬ
ぬ
し
〉
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。

川
の
主
と
は
、
井
戸
の
水
を
他
人
に
や

っ
て
自
分
の
分
が
な
い
と
い
う
意
味
だ
。

沖
縄
に
は
「
行
き
あ
え
ば
兄
弟
」

〈
い
ち
ゃ
り
ば
ち
ょ
ー
で
ー
〉
と
い
う

こ
と
わ
ざ
も
あ
る
。
一
度
会
っ
た
ら
兄

弟
の
よ
う
に
仲
良
く
つ
き
あ
い
な
さ
い

と
い
う
意
味
で
、
互
い
の
助
け
合
い
の

気
持
ち
は
水
の
言
葉
に
も
表
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

沖
縄
に
は
、
こ
う
し
た
助
け
合
い
の

精
神
が
発
達
し
て
い
る
。
そ
の
基
本
単

位
が
「
結
ま
ー
る
」〈
い
ー
ま
ー
る
〉

と
呼
ぶ
共
同
体
。
隣
組
と
い
う
よ
う
な

意
味
だ
が
、
字
（
あ
ざ
）
で
は
人
数
が

多
す
ぎ
る
の
で
、
そ
れ
を
い
く
つ
か
の

「
結
ま
ー
る
」
に
分
け
て
。
例
え
ば
、

サ
ト
ウ
キ
ビ
か
ら
砂
糖
を
つ
く
る
と
き

の
共
同
作
業
で
、
ど
こ
の
家
か
ら
始
め

る
か
と
い
っ
た
労
力
提
供
の
順
番
も
結

ま
ー
る
の
話
し
合
い
で
決
ま
る
。
普
通

●首里の石畳に里川を発見

琉球城府時代は首都であった首里。首里城は第二次大戦で焼失したが、
2000円札の図柄に採用された守礼の門や正殿などが復元され、1992年
（平成４）から一般公開されている。かつての首里市は那覇市と市町村合
併して那覇市の中に組み込まれているが、16世紀半ばには全容が整った
といわれる首里城が琉球の中心であったことは紛れもない事実。その首里
城から南部への要路に敷かれた現存している石畳を、上原さんと訪ねた。
この石畳は全長300m、幅４mで、500年ほど前に施設されたといわれて
おり、交通の要路を整える目的と、雨を給水、浸透、濾過して水を確保す
る役割の２つを担っている。石畳は、貴重な琉球石灰岩を２つに割り、平
らな面を上にして、乱れ敷きという技法で敷き詰めてある。琉球石灰岩の
下には瓦れきや砂利などを積んで、濾過機能が高められているそうだ。石
畳の両脇には用水溝（すーふか）が設けられ、村井（むらがー）まで水が
引かれていた。
これだけの土木工事を人力で行うには、大勢の人手と労働力が必要とさ
れたに違いなく、沖縄の人たちの水への飽くなき渇望が感じられる。自動
車が通れるように拡幅されたり、歩きやすいように舗装されたりしたため
に、現在はこの地域にしか残っていないが、先人の生きる知恵と努力に頭
が下がる思いがする。
石垣は「あいかた積み」。石畳と調和して、城下町の風情を醸し出して
いる。
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は
20
〜
30
軒
で
構
成
さ
れ
る
そ
う
だ
。

雨
は
天
か
ら
降
る

「
地
下
水
は
豊
か
で
、
村
に
は
共
同
井

戸
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
探
し

当
て
る
の
が
大
変
な
の
で
す
。
南
部
に

行
く
と
、
ま
る
で
川
の
よ
う
に
流
れ
出

る
井
戸
や
、
洞
窟
の
中
に
湧
い
て
い
る

所
も
あ
り
ま
す
。
垂
直
に
掘
っ
て
も
水

脈
に
当
た
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、

そ
う
い
う
場
合
は
土
が
湿
っ
て
き
た
ら
、

横
に
掘
る
と
水
脈
に
当
た
り
ま
す
。
そ

う
し
て
当
て
た
水
脈
か
ら
石
樋
で
集
落

ま
で
水
を
ひ
い
て
く
る
。
こ
の
共
同
井

戸
を
「
村
川
」〈
む
ら
が
ー
〉
と
い
い

ま
す
」

と
宮
里
さ
ん
。
水
へ
の
信
仰
も
厚
く
、

「
村
川
」
は
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
大

切
に
さ
れ
る
と
い
う
。

宮
里
さ
ん
は
「
沖
縄
は
、
空
で
は
な

く
天
」
と
い
う
。

「
空
は
〈
天
〉
だ
か
ら
、
雨
水
も
天
水

と
呼
び
ま
す
。
沖
縄
は
祖
先
崇
拝
の
気

持
ち
が
厚
く
、
人
は
死
ん
だ
ら
全
部
天

に
行
き
ま
す
。
天
国
も
地
獄
も
あ
り
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
死
ん
だ
人
の
冥
福
を
祈

る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
」

天
の
神
は
多
神
教
で
は
な
く
、
一
人

の
神
が
場
面
ご
と
に
い
ろ
い
ろ
な
顔
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
。
天
に
い
る
神
は

〈
う
か
み
〉
だ
け
れ
ど
、
水
平
線
の
か

な
た
か
ら
来
訪
す
る
と
き
に
は
〈
に
れ

ー
か
ね
ー
ぬ
か
み
〉
に
な
る
の
だ
。
こ

の
神
と
天
の
感
覚
は
、
こ
の
地
独
自
の

も
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
天
水
を
ど
の
よ
う
に
集
め
る

の
か
。

沖
縄
の
民
俗
建
築
と
い
う
と
赤
い
瓦

葺
き
の
屋
根
と
シ
ー
サ
ー
と
い
う
魔
よ

け
の
獅
子
を
思
い
出
す
が
、
瓦
屋
根
は

薩
摩
藩
時
代
に
は
庶
民
に
は
禁
止
さ
れ

て
お
り
、
明
治
時
代
以
降
の
も
の
で
、

か
つ
て
は
ほ
と
ん
ど
が
茅
葺
き
屋
根
だ

っ
た
と
い
う
。

茅
葺
き
屋
根
で
は
天
水
も
集
め
に
く

い
し
、
集
め
た
水
も
濁
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
屋
根
の
雨
水
を
集
め
る
よ
り
は
、

フ
ク
ギ
と
い
う
大
き
な
樹
木
を
使
っ
た

と
い
う
。
フ
ク
ギ
の
幹
に
ぐ
る
り
と
藁

縄
を
は
わ
せ
、
そ
の
先
に
瓶
を
置
き
、

葉
か
ら
幹
に
滴
り
落
ち
て
く
る
天
水
を

貯
め
る
の
だ
そ
う
だ
。
フ
ク
ギ
は
枝
が

広
が
っ
て
い
て
、
雨
を
受
け
や
す
い
よ

う
な
形
状
に
な
っ
て
い
て
都
合
が
い
い

と
言
う
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て

は
い
な
い
。

「
私
が
小
さ
い
こ
ろ
の
話
で
す
が
、
溜

め
た
水
が
き
れ
い
な
う
ち
は
ボ
ウ
フ
ラ

が
棲
み
ま
す
。
柄
杓
で
瓶
を
叩
く
と
、

ボ
ウ
フ
ラ
が
驚
い
て
下
に
沈
ん
だ
隙
に

水
を
す
く
う
わ
け
で
す
。
ボ
ウ
フ
ラ
が

棲
め
な
く
な
る
と
、
水
が
悪
く
な
っ
て

い
る
わ
け
で
、
飲
料
水
に
は
し
な
い
。

で
す
か
ら
、
瓶
が
並
ん
で
い
る
家
の
周

り
は
蚊
が
多
か
っ
た
」

と
崎
濱
さ
ん
は
思
い
出
し
な
が
ら
話

し
て
く
れ
た
。

●親子二代の雨水タンク

神里興盛さんの家は、お父さんが1938年
（昭和13）に作った雨水タンクと、３年前に新
設した雨水タンクの２基、合計48ｔの貯水槽を
活用している。1992年（平成４）から始まっ
た沖縄市の雨水利用の賞を受賞しているそうだ。
「このあたりは、湧水に恵まれませんでした。
かつては水道も敷設されていなかったので、雨
水を上手に利用することが必然だったのです」
と神里さん。現在では趣味の盆栽に散水する
のに、貯水槽の雨水を利用している。カルキが
ないので、植物にはもってこいの水である。
沖縄訪問の前日、台風が通りすぎたばかりだ
ったのだが、上空は晴れているのにやけに靄が
かかっていた。これは台風の風によって潮が巻
き上がって起こる現象とのこと。細長い形状の
島で、西と東に海が迫っている地形が、このよ
うな現象を引き起こすのだそうだ。
「こういうときには、雨がタンクに入らないよ
うに逃し口を作っています」
と神里さんは言う。
台所にも水道と雨水と井戸の蛇口が３つあっ
て、奥さんは「お茶を淹れたり、米を研いだり
するのは、雨水を利用している」と言っていた。

蛇口が3つある台所の流し。一番右が雨水で、
食器を洗うのにも使われている。蛇口が3つも
あると、なんだか、とても頼もしい感じがす
る。

1938年からの雨水利用住宅
庭の下に48ｔの雨水タンクが埋められて
いる。左から沖縄市観光協会顧問の仲宗
根健昌さん、沖縄県雨水利用市民の会の
上原辰夫さん、この家の主の神里興盛さ
ん。
屋根からは貯水槽につながる管と、排水
管の２本が設置され、オーバーフローし
そうなときや台風で潮水が混じるときに
は切り替えられる。



32

●修道院に採用された
大規模な雨水利用設備

与那原の聖クララ教会は、1958年（昭和33）に建
てられたアメリカ近代主義建築の影響を色濃く受け
た修道院である（片岡献設計）。沖縄の建築100選に
も選ばれているという。
中庭を囲んでロの字に配置された建物の屋根すべ
てから、雨水が地下タンクに入るようになっている。
地下の洗濯場に隣接した部分が大規模な貯水槽にな
っているが、深さが８フィートという以外、正確な
大きさは把握されていなかった。深さは水深を測っ
て表示するメジャーが洗濯室の壁に設けられていて、
残量がどれぐらいあるのか把握できるようになって
いる。

「日照りが続いて貯水槽が空になったときには、水道
をいったん屋上に上げて、貯水槽に水道を引き込む
ようになっています」
とシスターは話してくれた。現在は、飲み水以外
の生活用水は雨水で、牧草への散水は井戸を使って
いるという。水道と雨水を二重配管しているほか、
庭に数カ所の井戸が掘られていた。普段、常住して
いるのは６人だけだが、研修のときなどは40人から
60人が生活するときもあり、それでも充分まかなえ
る量が確保されているという。
ただ、屋根面積に対して貯水槽の容量が小さく、

大雨のときには逆に水を逃すことも必要だという。
営繕係の男性の話では、
「貯水槽の底も開くようになっていて、満水になった
らオーバーフローした分と底からの両方で逃せるよ

うになっています。底から水を逃すことで、普段溜
まってしまった沈殿物もきれいにします」
とのこと。
配水は、屋上に再びポンプアップして圧をかけて
行う。陸屋根の防水処理は８年に１度ぐらいの割り
で行っているそうだが、上原さんは「最近は無害で
効果の高い防水塗料も出てきたので、耐用年数はも
う少し伸ばせるのではないか」と言っていた。
シスターは、「15、６年前に新館を建設した折りに、
やはり雨水利用の設備を作りたいと思ったのだが、
そのときは法律の規制があって許可が下りなかった」
と言う。意識を持って雨水利用に取り組んでいても、
時代ごとに変わる条例に左右されることもあるとい
うことだ。

中庭（上）を囲む陸屋根すべてが集水面とな
っており、それが地下の貯水槽に入る。貯水
槽の容量に対して、集水面が広すぎるように
も思われる。壁の向こうは貯水槽。（左中央）
中央に見えるメジャーは、浮きを利用した残
量計で、水のかさは上下逆に表示される。貯
水槽は８フィートの深さ。この空間は洗濯場
として利用されている。

長く続く廊下を見ると、屋根の広さ
が実感できる。（上）
オーバーフローしたときは、この排
水溝から雨水を逃がす。（下）

言
葉
を
伝
え
る
の
は
大
変

宮
良
さ
ん
は
「
こ
う
し
て
見
て
い
く

と
言
葉
が
文
化
と
一
体
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
言
葉
が
厚
み
を
持
っ
て

多
様
で
あ
る
こ
と
は
、
文
化
が
豊
か
で

あ
る
こ
と
で
す
。
言
葉
を
知
る
こ
と
で
、

沖
縄
の
心
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
私
た
ち
が
う
ち
な
ー
ぐ
ち
を
大

事
に
す
る
の
は
、
そ
れ
を
忘
れ
な
い
た

め
で
す
」

と
強
調
す
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、

実
際
の
活
動
は
大
変
だ
。
新
聞
で
方
言

を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

も
、
実
際
に
話
せ
る
よ
う
に
な
る
に
は

実
地
訓
練
が
必
要
だ
。
特
に
発
音
が
難

し
く
、
母
音
と
子
音
の
組
合
せ
が
標
準

語
よ
り
多
い
た
め
、
50
音
表
に
は
収
ま

ら
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
昔
の
沖
縄
は

人
頭
税
で
は
な
く
村
ご
と
に
税
金
が
割

当
て
ら
れ
て
い
た
の
で
、
人
口
を
増
や

し
て
一
人
当
た
り
の
税
額
を
減
ら
す
傾

向
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
よ

そ
の
村
人
と
結
婚
す
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
く
、
し
た
が
っ
て
隣
り
合
う
村
で
も

方
言
が
ま
っ
た
く
違
う
、
と
い
う
こ
と

が
ご
く
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
じ

沖
縄
内
で
も
方
言
が
い
く
つ
も
あ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
少
な
く
て
も
方

言
の
取
り
ま
と
め
を
す
る
必
要
が
生
じ

る
。
現
在
復
活
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の

は
、
い
わ
ば
共
通
方
言
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
葉
は
生
き

物
で
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
。
何
が

何
で
も
昔
ど
お
り
に
と
、
四
角
四
面
に

考
え
る
の
で
は
な
く
、
共
通
方
言
で
あ

っ
て
も
よ
い
か
ら
方
言
が
言
葉
の
背
景

に
あ
る
文
化
と
と
も
に
復
活
さ
れ
た
ら

素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

お
ば
あ
た
ち
が
方
言
で
し
ゃ
べ
る
と

孫
が
理
解
で
き
な
い
か
ら
、
方
言
を
使

わ
ず
に
標
準
語
で
紛
ら
わ
し
て
し
ま
う

場
面
も
当
然
出
て
く
る
。
一
方
、
現
在

の
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
世
代
は
、
ほ
と

ん
ど
沖
縄
方
言
を
話
せ
な
い
。
子
供
に

〈
う
ち
な
ー
ぐ
ち
〉
を
教
え
よ
う
と
、

小
学
校
３
年
生
程
度
を
対
象
に
〈
は
じ

み
ら
な
　
う
ち
な
ー
ぐ
ち
〉（
始
め
よ

う
　
う
ち
な
ー
ぐ
ち
）
と
い
う
初
級
テ
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言葉は文化　新聞で伝える沖縄文化

キ
ス
ト
を
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）
に

制
作
し
た
。
小
学
校
や
地
域
活
動
で
、

こ
の
テ
キ
ス
ト
が
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も

あ
る
。

ま
た
高
齢
者
介
護
の
場
面
で
は
、

〈
う
ち
な
ー
ぐ
ち
〉
を
使
わ
な
い
と
う

ま
く
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
場
面
が
出

て
き
て
お
り
、
意
外
な
利
用
法
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
。
地
元
ラ
ジ
オ
局
で

は
、
毎
日
方
言
ニ
ュ
ー
ス
を
放
送
し
て

お
り
、
こ
れ
は
〈
お
じ
い
〉、〈
お
ば
あ
〉

に
大
人
気
だ
そ
う
だ
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
に
は
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「〈
う
ち
な
ー
ぐ
ち
〉
を
勉
強
し
て
お
け

ば
、
大
き
く
な
っ
て
県
外
へ
出
て
、
沖

縄
の
方
言
を
聞
か
れ
た
と
き
に
、
は
ず

か
し
い
思
い
を
せ
ず
に
す
み
ま
す
。
ま

た
、
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
、
お

じ
さ
ん
、
お
ば
さ
ん
た
ち
の
話
に
仲
間

入
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
大

き
く
な
っ
て
、
沖
縄
の
歴
史
、
文
化
、

芸
能
を
学
ぶ
と
き
に
、
大
い
に
役
に
た

つ
こ
と
で
し
ょ
う
。〈
う
ち
な
ー
ぐ
ち
〉

を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
沖
縄
ど
く
と

く
の
も
の
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
沖
縄
が
ま
す
ま
す
好
き
に
な
る
は

ず
で
す
。
沖
縄
出
身
で
あ
る
こ
と
に
誇

り
と
自
信
を
も
っ
て
世
界
に
は
ば
た
き
、

活
躍
す
る
人
に
な
る
第
一
歩
に
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
」

協
議
会
で
は
今
、
中
級
用
の
テ
キ
ス

ト
を
つ
く
る
た
め
に
議
論
を
進
め
て
い

る
。

「
自
分
の
子
供
に
自
分
た
ち
の
言
葉
を

使
え
な
い
で
は
、
後
世
に
顔
向
け
が
で

き
ま
せ
ん
。
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
わ
か
ら
せ
る
の
は
親
の
責
任
で

す
」沖

縄
の
人
々
は
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な

条
件
に
対
応
す
る
知
恵
を
、
長
い
間
に

育
ん
で
き
た
。
そ
の
こ
と
が
豊
富
な
方

言
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
文
化

と
言
葉
は
表
裏
一
体
の
存
在
な
の
だ
。

沖縄の雨水利用の現在

上原さんは、水道ができたことで、雨水利用の知恵が失わ

れ、水への感謝の気持ちが薄れることも危惧している。そし

て沖縄に降る雨の４％を使えば、現在水道で使われている量

がすべてまかなえる、と計算しているという。

「今までは、水道が文明のシンボルで、雨水を飲むのは野蛮と

感じる風潮になっていました。ダムや下水道を造ることも、

文明化であり、雇用促進の大切な事業だったのです。しかし、

大規模公共事業が減ると考えるのではなく、雨水利用の設備

や合併浄化槽の設置やメンテナンスに補助金を出すことで、

お金の流れがシフトすると考えれば、新たな雇用が生み出せ

ます。私は、それで地域経済も充分維持できると考えている

のです」

発想の転換で、まったく新しい提案が沖縄から、沖縄の言

葉で発信されることを大いに期待したい。

「雨水利用というといつも訊ねられるのは＜コスト＞と＜飲め

るのか＞という点です。コストについては、『10年でもとがと

れます』と答えています。そして私と家族は実際に雨水を飲

んでいますが、不具合はありません。うちには90歳近い母が

元気にしていますが、母もずっと雨水を飲んでいます。最近

は、＜健康のためなら死んでもいい＞という風潮ですから、

と講演会で話すと大笑いされますが、母を連れて行ったらみ

んなが雨水を飲み始めるのではないでしょうか。飲むか飲ま

ないかは個人の判断にゆだねますが、風呂・洗濯・トイレの

３つを雨水でまかなうだけでも、大きなことなんですよ」

このゆとりあるテーゲーな発言に、「ああそうか」と何かと

堅苦しく考える標準語人間はすっと力が抜けた。まずはやっ

てみるというゆとりも、文化をつくったり伝えたりするには

大事なのだろう。そんな当たり前のことに気がつかされた、

ナイチャーの編集部であった。

●沖縄県北谷町にある
海水淡水化施設

ただの水道水と淡水化した海水
の飲み比べができる。際立った
違いは感じられなかったが、違
いがわからないほどのレベルに
まで、淡水化技術が進んだとい
うことか。淡水化の際に生じる
塩を精製する塩工場が隣接して
操業しており、余剰塩分が海に
帰って生態系を壊さない配慮が
なされている。

小学校３年生程度を対象に
した〈はじみらなうちなー
ぐち〉2001の本文ページ
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比
喩
と
し
て
の
雨
と
循
環

大
江
健
三
郎
の
小
説
に
『「
雨
の
木
」

を
聴
く
女
た
ち
』
が
あ
る
。

「『
雨
の
木
』
と
い
う
の
は
、
夜
な
か
に

驟
雨
が
あ
る
と
、
翌
日
は
昼
す
ぎ
ま
で

そ
の
茂
り
の
全
体
か
ら
滴
を
し
た
た
ら

せ
て
、
雨
を
降
ら
せ
る
よ
う
だ
か
ら
。

他
の
木
は
す
ぐ
乾
い
て
し
ま
う
の
に
、

指
の
腹
く
ら
い
の
小
さ
な
葉
を
び
っ
し

り
と
つ
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
葉
に
水

滴
を
た
め
こ
ん
で
い
ら
れ
る
の
よ
。
頭

が
い
い
木
で
し
ょ
う
」

と
登
場
人
物
は
説
明
す
る
。
雨
の
木

が
喚
起
す
る
、
命
を
与
え
る
宇
宙
の
イ

メ
ー
ジ
を
も
と
に
し
た
小
説
で
あ
る
。

昔
も
今
も
、
雨
は
当
然
の
よ
う
に
降

り
、
空
気
の
よ
う
に
意
識
さ
せ
な
い
が
、

無
い
と
困
る
存
在
だ
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
雨
に
は
い
ろ
い
ろ
な
想
像
を
喚
起

さ
せ
る
力
が
あ
る
。

雨
は
「
恵
み
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

災
害
を
引
き
起
こ
す
「
恐
怖
」
の
源
で

あ
り
、
日
常
と
非
日
常
を
区
切
る
出
来

事
で
も
あ
る
。
こ
れ
だ
け
技
術
が
進
ん

だ
と
自
負
し
て
い
る
現
代
人
で
も
降
雨

は
完
全
に
は
予
想
で
き
な
い
し
、
降
水

量
も
思
い
ど
お
り
に
制
御
で
き
な
い
。

し
か
し
「
や
ま
な
い
雨
は
な
い
」
と
い

う
と
お
り
、
放
っ
て
お
い
て
も
や
っ
て

く
る
「
繰
り
返
し
」、「
再
生
」
の
予
感

と
期
待
が
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
雨

に
濡
れ
た
髪
は
「
艶
っ
ぽ
く
」
な
り
、

登
場
人
物
が
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
れ
ば
、
そ

の
場
面
は
「
緊
迫
」
す
る
。
映
画
監

督
・
成
瀬
己
喜
男
は
男
と
女
の
「
や
る

せ
な
さ
」
を
描
き
、「
や
る
せ
な
き
お
」

と
呼
ば
れ
た
手
練
で
あ
っ
た
が
、
成
瀬

に
と
っ
て
、
雨
は
効
果
的
な
小
道
具
だ

っ
た
。

倉
嶋
厚
監
修
『
雨
の
こ
と
ば
辞
典
』

（
講
談
社
、
２
０
０
０
）
や
、
高
橋
順

子
・
佐
藤
秀
明
『
雨
の
名
前
』（
小
学

館
、
２
０
０
１
）
に
は
雨
の
言
葉
・
雨

の
比
喩
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

古
今
の
庶
民
が
雨
に
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ

ー
ジ
を
託
し
、
世
界
を
理
解
し
て
き
た

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

そ
の
底
に
あ
る
の
は
、
雨
は
放
っ
て

お
い
て
も
降
り
、
止
む
。
そ
し
て
雨
に

は
、
人
間
の
手
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に

あ
る
、
と
い
う
畏
敬
の
念
が
あ
る
よ
う

に
感
じ
る
。

健
全
な
水
循
環
？

こ
の
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
雨

も
、
単
な
る
水
の
粒
と
捉
え
る
と
「
水

循
環
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
」
と
な
り
、

か
つ
て
理
科
の
教
科
書
で
習
っ
た
こ
と

が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
水
循
環
」
と
い

う
言
葉
が
確
立
し
た
の
は
そ
ん
な
に
古

い
こ
と
で
は
な
い
ら
し
い
。
ビ
ス
ワ
ス

『
水
の
文
化
史
』（
文
一
総
合
出
版
、
１

９
７
９
）
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

水
文
学
の
歴
史
で
は
、
雨
よ
り
も
、
泉

や
川
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
か
と
い
う

こ
と
が
論
争
の
的
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。レ

オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は

「
川
の
水
の
源
は
海
か
ら
地
球
の
割
れ

目
を
通
っ
て
山
頂
に
上
が
っ
て
く
る
水

と
雨
の
両
方
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
、
一
方
で
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は

水
が
循
環
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
持

っ
て
い
た
。
彼
は
水
循
環
の
先
駆
的
な

イ
メ
ー
ジ
の
発
見
者
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
こ
の
「
水
が
循
環
す
る
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
雨
量
の
測
定
、

蒸
発
量
の
測
定
、
さ
ら
に
は
川
の
流
量

と
流
出
係
数
と
日
最
大
降
雨
量
と
流
域

面
積
の
関
係
を
数
式
と
し
て
定
め
る
な

ど
の
作
業
が
行
わ
れ
、
19
世
紀
に
な
る

と
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
科
学
的
知
識

に
変
わ
り
、
確
固
と
し
た
常
識
と
な
っ

て
い
く
。
つ
ま
り
、
雨
が
水
循
環
の
一

部
分
で
あ
る
こ
と
が
科
学
的
常
識
と
な

っ
た
の
は
19
世
紀
で
あ
り
、
水
が
地
球

を
め
ぐ
る
と
い
う
比
喩
が
、
裏
付
け
を

も
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
そ

れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。

こ
の
水
循
環
と
い
う
言
葉
が
、
さ
ら

に
「
健
全
な
」
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け

て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
も

っ
と
新
し
い
。
日
本
で
そ
の
よ
う
な
使

い
方
が
さ
れ
て
く
る
の
は
１
９
８
０
年

代
か
ら
で
、
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
研
究

グ
ル
ー
プ
が
１
９
８
２
年
（
昭
和
57
）

に
使
っ
た
「
都
市
の
水
循
環
」
と
い
う

言
葉
は
き
わ
め
て
早
い
例
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
、

水
循
環
は
健
全
な
の
だ
ろ
う
か
。

高
橋
裕
・
河
田
恵
昭
編
『
水
循
環
と

流
域
環
境
』（
岩
波
書
店
、
１
９
９
８
）

『
水
の
文
化
』
編
集
部

雨
は
ど
こ
へ
い
く
の
か



１
９
８
０
年
代
に
入
り
、
水
循
環
は

「
意
識
し
な
い
と
守
れ
な
い
」
も
の
、

そ
し
て
望
ま
し
さ
の
尺
度
と
し
て
通
用

す
る
「
社
会
的
水
循
環
」
に
変
貌
す
る

の
で
あ
る
。

人
工
的
な
環
境
で

暮
ら
す
た
め
の
術す

べ

が
必
要
に

健
全
な
水
循
環
が
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
背
景
に
は
、
水
循
環
が
途
切

れ
る
こ
と
で
発
生
す
る
マ
イ
ナ
ス
面
が
、

誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ど
こ
も
か
し
こ
も

舗
装
し
て
し
ま
う
都
市
化
に
よ
る
不
浸

透
域
の
拡
大
、
生
活
・
工
業
廃
水
の
汚

染
、
水
需
要
の
増
大
、
地
球
温
暖
化
な

ど
の
気
候
変
動
へ
の
危
機
感
、
等
々
が

水
循
環
を
途
切
れ
さ
せ
る
要
因
で
あ
り
、

誘
因
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
１
９
８
０

年
代
に
入
っ
て
、
社
会
的
に
意
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
地
球
温
暖

化
に
つ
い
て
の
初
め
て
の
世
界
会
議
が

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
フ
ィ
ラ
ハ
で
開
催
さ

れ
た
の
が
１
９
８
５
年
（
昭
和
60
）。

最
近
で
は
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
と
い
う

呼
び
名
も
現
れ
、
言
葉
を
追
う
だ
け
で
、

社
会
で
何
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
か

が
よ
く
わ
か
る
。

さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
言
え
ば
、
１
９

８
０
年
代
は
、
汚
染
者
を
一
義
的
に
特

定
す
れ
ば
解
決
で
き
る
と
い
う
「
公
害
」

問
題
で
は
な
く
、
暮
ら
し
の
さ
ま
ざ
ま

な
要
因
が
複
雑
に
関
連
し
て
い
る
「
環

境
」
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
気

持
ち
が
生
ま
れ
て
き
た
時
期
だ
っ
た
。

そ
れ
は
、
汚
染
の
原
因
と
結
果
が
矢
印

で
す
ぐ
に
結
び
つ
く
と
い
う
単
純
な
世

界
か
ら
、
多
様
な
要
因
が
絡
み
合
っ
た

円
環
の
中
で
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
が
自

分
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な

い
（
あ
る
い
は
自
分
が
意
図
せ
ざ
る
加

害
者
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
）
と
い
う

複
雑
な
世
界
で
暮
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
、

と
い
う
環
境
保
全
思
想
の
転
換
で
も
あ

っ
た
。

「
健
全
な
水
循
環
」
な
ど
と
い
う
皮
肉

な
表
現
が
生
ま
れ
て
ま
だ
四
半
世
紀
し

35

雨はどこへいくのか

に
よ
る
と
、「
健
全
」
と
は

１

人
間
に
と
っ
て
安
全
に
し
て
快
適

で
あ
る
こ
と
、
す
わ
な
ち
、
洪
水
氾
濫

を
押
さ
え
、
飲
用
、
農
業
、
工
業
用
水

な
ど
の
水
利
用
を
適
度
に
充
た
し
、
潤

い
と
安
ら
ぎ
を
与
え
、
す
ぐ
れ
た
河
川

湖
沼
景
観
を
提
示
す
る
こ
と
な
ど
。

２

自
然
の
本
来
の
水
循
環
へ
の
復
元
、

す
な
わ
ち
、
開
発
な
ど
に
よ
っ
て
変
化

し
て
し
ま
っ
た
水
循
環
を
少
し
で
も
修

復
し
て
本
来
の
水
循
環
へ
と
近
づ
け
る

こ
と
。

３

多
様
な
生
物
群
と
の
共
生
、
本
来

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
ご
と
に
生
育
さ
れ
て

い
た
生
態
系
を
維
持
で
き
る
流
量
、
水

質
、
河
床
や
護
岸
、
水
辺
な
ど
の
連
続

性
の
確
保
。

４

持
続
的
発
展
を
保
証
で
き
る
こ
と
。

と
い
う
４
つ
の
条
件
を
挙
げ
て
い
る
。

一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で

「
健
全
な
」
と
は
、
暮
ら
し
を
守
る
こ

と
と
、
生
態
系
を
含
め
た
自
然
と
を
調

和
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
も
し
そ
れ
が

う
ま
く
い
け
ば
、
将
来
世
代
の
選
択
を

束
縛
し
な
い
と
い
う
持
続
的
発
展
が
可

能
に
な
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
。

か
た
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
代
の
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
厄
介

で
難
し
い
条
件
下
で
、
健
全
な
水
循
環

を
人
為
的
に
支
え
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
大
き
な
課
題
を
抱
え
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

当
た
り
前
の
雨
水
が
資
源
に

こ
の
変
化
の
波
を
ま
と
も
に
被
っ
た

の
が
、
雨
の
イ
メ
ー
ジ
だ
。

冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
日
本
に
は

全
国
各
地
に
多
様
で
多
く
の
雨
の
言
葉

が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
共
通
語
で

使
わ
れ
た
言
葉
も
あ
れ
ば
、
そ
の
土
地

だ
け
で
使
わ
れ
た
言
葉
も
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
そ
の
土
地
だ
け
に
通
用
す
る
知

恵
と
情
報
を
濃
厚
に
表
し
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
和
辻
哲
郎
な
ど
は
雨

の
文
化
論
と
い
っ
て
も
よ
い
そ
の
著
作

『
風
土
』
で
、
湿
潤
―
乾
燥
と
い
う
軸

か
ら
日
本
人
を
論
じ
、
そ
の
特
徴
を
受

忍
的
性
格
と
描
い
た
。
恵
み
の
雨
は
当

た
り
前
の
も
の
で
、
く
よ
く
よ
考
え
て

も
仕
方
が
な
い
も
の
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
、「
健
全
な
水
循
環
」
と

い
う
視
点
で
雨
を
眺
め
る
と
、
雨
は
特
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の
場
合
は
時
間
的
・
空
間
的
な
調
整
が

必
要
な
資
源
で
あ
る
」
等
と
述
べ
て
い

る
の
が
黒
岩
俊
郎
の
『
日
本
資
源
論
』

（
東
洋
経
済
新
報
社
、
１
９
８
２
）
だ
。

私
た
ち
は
雨
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
水

を
貯
水
、
治
水
、
浄
水
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
技
術
を
用
い
て
利
用
し
て
い
る
。

枯
渇
は
し
な
い
が
、
不
確
実
で
不
安

定
。
こ
れ
が
水
資
源
の
一
つ
の
特
徴
だ
。

枯
渇
す
る
石
油
、
石
炭
な
ど
の
資
源

は
、
枯
渇
す
る
ま
で
の
時
間
を
遅
ら
せ

る
た
め
に
、
節
約
と
効
率
化
に
つ
と
め

る
こ
と
が
利
用
者
の
関
心
事
と
な
る
。

ま
た
、
食
料
と
な
る
資
源
も
、
再
生

可
能
な
レ
ベ
ル
を
常
に
見
定
め
な
が
ら
、

節
約
し
て
効
率
的
に
使
う
こ
と
に
利
用

者
は
骨
を
折
る
。
節
約
と
効
率
が
促
さ

れ
る
裏
に
は
、
そ
れ
ら
資
源
に
所
有
権

や
利
用
権
な
ど
の
、
何
ら
か
の
財
産
権

が
ほ
ぼ
例
外
な
く
設
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
事
情
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
１
９
８
０
年
代
か
ら
、

水
に
つ
い
て
は
、
枯
渇
や
再
生
だ
け
で

は
な
く
、
き
ち
ん
と
循
環
さ
せ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
切
迫

し
て
言
わ
れ
出
し
た
。
節
約
と
効
率
だ

け
で
は
な
く
、
意
識
的
に
水
の
流
れ
を

断
ち
切
ら
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と

い
う
わ
け
だ
。
一
ヶ
所
が
切
れ
た
ら
通

話
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ

う
な
昔
の
電
話
で
は
な
く
、
ど
こ
か
が

切
れ
て
も
ど
こ
か
は
つ
な
が
っ
て
い
る

と
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
水

の
循
環
経
路
の
多
様
性
を
人
為
的
に
つ

別
な
も
の
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
酸

性
雨
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
、
天
気
の

変
化
、
こ
う
し
た
子
供
の
こ
ろ
に
は
体

験
し
な
か
っ
た
大
規
模
な
自
然
環
境
の

変
化
を
雨
は
知
ら
せ
て
く
れ
る
。

そ
し
て
一
人
一
人
に
と
っ
て
、
ひ
い

て
は
あ
る
地
域
に
住
む
人
々
に
と
っ
て

大
事
な
資
源
と
捉
え
ら
れ
た
雨
水
は
、

利
用
が
奨
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

不
浸
透
域
の
拡
大
に
よ
っ
て
生
じ
た
都

市
型
洪
水
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
雨
水

利
用
は
排
水
を
い
っ
き
に
増
や
さ
な
い

で
備
蓄
す
る
と
い
う
形
で
、
都
市
型
洪

水
防
止
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

雨
水
は
、
な
り
ゆ
き
の
自
然
か
ら
、

意
図
し
て
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
大
事
な

資
源
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、「
雨
」
と
「
雨
水
」

だ
。
雨
は
屋
根
な
り
地
面
な
り
に
接
し

た
瞬
間
に
雨
水
に
な
っ
て
、
資
源
と
し

て
把
握
さ
れ
る
。
我
々
は
、
雨
水
を
資

源
と
し
て
捉
え
始
め
た
が
、
雨
は
ま
そ

う
で
は
な
い
。

求
め
ら
れ
る水

資
源
観
の
転
換

一
方
、
水
は
資
源
と
い
わ
れ
る
。

資
源
と
は
、
生
産
活
動
や
利
用
の
源

と
な
る
モ
ノ
や
情
報
と
い
う
意
味
で
、

水
や
鉱
物
や
石
油
な
ど
の
物
質
や
、
食

料
、
さ
ら
に
は
最
近
で
は
人
で
さ
え
も

資
源
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
。
資
源
は
、

く
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

利
用
す
る
側
の思

い
を
超
え
て

雨
水
は
、
川
の
水
や
森
林
や
貯
水
池
、

用
水
な
ど
、
地
表
に
達
し
誰
か
の
入
れ

物
に
入
る
と
誰
か
の
も
の
に
な
り
大
事

に
さ
れ
る
の
だ
が
、
雨
そ
の
も
の
は

「
み
ん
な
の
も
の
で
あ
る
が
、
誰
の
も

の
で
も
な
い
」。

雨
そ
の
も
の
を
資
源
と
見
な
す
こ
と

の
是
非
は
大
事
な
論
点
で
、
広
い
議
論

を
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
資
源

だ
か
ら
と
い
っ
て
石
油
な
ど
の
地
下
埋

蔵
物
の
よ
う
に
財
産
権
を
設
定
す
る
わ

け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
極
端
な
話
、

雨
が
稀
少
な
も
の
に
な
っ
た
と
き
、
現

行
民
法
で
は
土
地
所
有
権
は
上
下
に
及

ぶ
か
ら
と
「
私
の
敷
地
の
上
空
と
落
ち

た
雨
と
地
下
に
し
み
込
ん
だ
雨
は
私
の

も
の
」
と
言
い
出
す
人
が
出
て
く
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
れ
は
公
水

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

雨
そ
の
も
の
を
資
源
と
考
え
る
な
ら

ば
、
雨
は
み
ん
な
の
も
の
で
あ
る
が
、

誰
の
も
の
で
も
な
い
。

一
つ
の
た
と
え
話
だ
が
、
私
た
ち
は

電
話
や
通
信
手
段
を
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

サ
ー
ビ
ス
」
と
捉
え
て
い
る
。
林
紘
一

郎
・
田
川
義
博
『
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
サ

ー
ビ
ス
〜
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
の

そ
こ
に
利
用
が
想
定
さ
れ
て
は
じ
め
て

資
源
に
な
る
。

「
水
の
資
源
と
し
て
の
特
徴
は
、

１
　
生
物
の
生
存
と
成
長
に
不
可
欠
で

あ
る
、

２
　
自
然
に
循
環
す
る
、
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
　

３
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
基
本
的
な
特

徴
が
転
換
で
あ
る
の
に
対
し
、
水
資
源



ス
で
あ
る
。
意
識
し
な
い
と
循
環
が
分

断
さ
れ
る
雨
資
源
を
、
あ
え
て
同
じ
よ

う
な
「
人
為
的
な
仕
組
み
」
と
考
え
て

み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

も
し
か
し
た
ら
案
に
相
違
し
て
、
私

た
ち
は
今
よ
り
も
雨
を
大
事
に
し
、
雨

を
真
剣
に
受
け
止
め
る
よ
う
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。「
存
在
は
意
識
し
な
い

が
、
無
く
な
る
と
困
る
」
と
い
う
従
来

の
日
本
人
の
雨
へ
の
感
覚
と
、「
み
ん

な
の
も
の
だ
が
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
」

と
い
う
雨
へ
の
資
源
観
は
対
照
的
だ
。

雨
資
源
の
言
葉

こ
の
よ
う
な
資
源
観
を
育
て
る
た
め

に
は
、
雨
資
源
の
文
化
が
不
可
欠
だ
。

雨
と
つ
き
あ
っ
て
い
く
た
め
の
ス
タ
イ

ル
と
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
社
会
の
仕

組
み
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
で
言
葉

が
思
想
を
象
徴
し
、
牽
引
役
を
務
め
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
研
究
グ
ル
ー
プ

が
都
市
の
水
循
環
と
い
う
考
え
方
を
世

に
問
う
た
と
き
、「
個
人
下
水
道
」
と

い
う
言
葉
を
象
徴
に
据
え
た
慧
眼
は
驚

く
べ
き
こ
と
だ
。
自
分
の
世
帯
で
排
出

す
る
水
は
自
分
の
世
帯
で
処
理
す
る
と

い
う
考
え
方
は
、
当
時
は
な
か
っ
た
。

現
代
で
さ
え
、
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
は
、
ま
だ
至
っ
て
は
い

な
い
。
言
葉
も
な
か
っ
た
概
念
を
広
く

示
す
に
は
、
ま
ず
言
葉
を
つ
く
る
こ
と

が
必
要
な
の
だ
。

例
え
ば
、
自
分
の
地
所
に
降
っ
た
雨

を
土
に
戻
す
こ
と
を
「
雨
戻
し
」
と
呼

び
、
そ
の
意
味
は
「
と
も
に
暮
ら
す
た

め
に
、
当
た
り
前
の
義
務
を
果
た
す
こ

と
」、
な
ど
と
辞
書
に
で
も
載
る
よ
う

に
な
れ
ば
最
高
だ
。
人
間
と
い
う
も
の

は
、
結
局
は
言
葉
で
考
え
、
言
葉
で
文

化
を
構
築
す
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
伝

達
手
段
も
言
葉
。
そ
し
て
、
言
葉
は
慣

習
を
補
強
し
、
明
文
化
さ
れ
た
法
律
を

補
完
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

豊
か
に
暮
ら
す
た
め
の

雨
資
源
の
文
化
開
発

言
葉
の
次
は
、
具
体
的
な
行
動
だ
。

例
え
ば
、
自
分
で
観
天
望
気
と
い
う

の
も
、
雨
の
文
化
を
つ
く
る
一
助
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。
天
気
予
報
に
頼
り

切
ら
ず
に
、
自
分
で
雨
の
兆
し
を
感
じ

て
み
る
。

風
呂
や
洗
濯
、
ト
イ
レ
な
ど
で
雨
水

を
利
用
す
る
の
は
当
た
り
前
。

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
が
流
行
る
中
、
ぬ
か

る
む
の
を
嫌
い
、
庭
を
タ
イ
ル
な
ど
で

固
め
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、

む
し
ろ
土
い
じ
り
を
楽
し
む
と
い
う
の

も
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
だ
ろ
う
。

歩
道
は
石
畳
や
透
水
性
舗
装
。
透
水

性
舗
装
で
は
車
の
重
量
を
支
え
ら
れ
な

い
と
い
う
の
な
ら
ば
、
い
っ
そ
の
こ
と

都
心
部
は
車
が
入
ら
な
い
よ
う
に
パ
ー

ク
・
ア
ン
ド
・
ラ
イ
ド
方
式
を
採
用
し

て
、
中
心
部
へ
は
お
し
ゃ
れ
な
路
面
電

車
（
Ｌ
Ｒ
Ｔ
）
を
利
用
す
る
と
い
う
の

も
一
つ
の
手
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

都
市
で
は
、
い
く
つ
も
の
ケ
ー
ス
が
実

現
し
て
い
る
。

ま
た
、
現
在
水
道
料
金
の
中
に
含
ま

れ
一
括
徴
収
さ
れ
て
い
る
下
水
道
料
金

は
、
個
別
に
徴
収
し
、
利
用
者
が
負
担
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雨はどこへいくのか

「
公
正
」
理
念
〜
』（
中
央
公
論
社
、
１

９
９
４
）
で
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
定
め
た

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
定
義
に
含

ま
れ
る
４
要
素
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
１
）
全
国
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
電

話
を
利
用
で
き
る
こ
と

（
２
）
誰
で
も
経
済
的
に
電
話
を
利
用

で
き
る
こ
と

（
３
）
均
質
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る

こ
と

（
４
）
料
金
に
つ
い
て
差
別
的
取
り
扱

い
が
な
い
こ
と
。

こ
れ
ら
の
「
電
話
」
を
「
雨
」
に
置

き
換
え
る
と
、
そ
っ
く
り
「
雨
の
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
」
と
な
る
。
こ

れ
も
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
雨
の
比
喩

で
あ
る
。
雨
を
社
会
的
に
受
け
止
め
て

い
く
に
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
設

定
す
る
こ
と
も
大
い
に
参
考
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
雨
は
自
然
に

降
っ
て
く
る
」
と
自
然
に
甘
え
て
は
、

龍
神
様
に
申
し
訳
な
い
。

と
は
い
え
、
雨
は
昔
か
ら
変
わ
ら
ず

降
り
続
け
て
い
る
。

電
話
シ
ス
テ
ム
は
、
人
間
が
日
頃
か

ら
意
識
し
て
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
な
い
と

維
持
で
き
な
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ

し
て
い
る
コ
ス
ト
を
認
識
で
き
る
よ
う

に
す
る
の
も
よ
い
。

生
活
用
に
井
戸
を
掘
る
の
を
支
援
し

た
り
、
公
園
や
広
場
の
雨
水
タ
ン
ク
を

増
や
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
雨
水
を
利
用

す
る
と
い
う
発
想
も
い
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
雨
を
「
循
環
す
る
資
源
」、

「
み
ん
な
の
も
の
だ
が
、
誰
の
も
の
で

も
な
い
資
源
」
と
捉
え
直
す
こ
と
で
、

私
た
ち
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
る

こ
と
を
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

「
資
源
」
と
い
う
言
葉
の
裏
に
、
利
用

す
る
側
か
ら
だ
け
の
都
合
を
感
じ
と
る

人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
も

っ
と
多
面
的
、
積
極
的
に
資
源
を
見
直

し
た
と
き
に
、
利
用
す
る
こ
と
で
新
た

な
価
値
感
が
生
ま
れ
、
よ
り
良
好
な
関

係
が
結
べ
る
の
で
は
な
い
か
。
雨
が
私

た
ち
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
重
要
な
資
源

と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
紛
れ
も

な
い
事
実
だ
。
そ
し
て
今
「
資
源
と
財

産
権
は
一
体
で
あ
る
」
と
い
う
疑
い
も

し
な
か
っ
た
前
提
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、

再
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な

い
か
。
近
代
の
日
本
人
は
、
財
産
権
が

設
定
さ
れ
て
い
な
い
資
源
を
社
会
で
守

る
と
い
う
経
験
を
、
ほ
と
ん
ど
持
っ
て

こ
な
か
っ
た
。
捉
え
難
い
雨
を
ケ
ー
ス

ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、
新
た
な
性
質
の
資

源
を
新
た
な
ス
タ
イ
ル
で
守
る
出
発
点

に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



あ
ま
う
け
　
軒
の
雨
水
を
受
け
る
も
の

雨
承

あ
ま
が
み
　
雨
よ
け
に
使
う
油
紙

雨
紙

う
ん
ぽ
ん
う
ふ
く
　
手
の
ひ
ら
を
上
に
向

け
る
と
雲
に
な
り
、
下
に
向
け
る
と
雨
に

な
る
意
で
、
人
の
心
が
簡
単
に
変
わ
る
こ

と
を
い
う雲
翻
雨
覆

あ
ま
ぐ
る
ま
　
演
劇
で
雨
の
擬
音
を
出
す

道
具雨
車

あ
ま
ご
も
り
　
雨
の
た
め
に
家
に
こ
も
っ

て
い
る
こ
と雨
隠

あ
ま
ざ
ら
し
　
覆
う
も
の
が
な
く
、
雨
の

降
り
か
か
る
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と

雨
曝

あ
ま
ざ
わ
り
　
雨
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

雨
障
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水の文化書誌 《俳句・短歌》8

湧
き
出
づ
る
水
の
重
さ
よ
原
爆
忌
（
下
江
悦
子
）

夏
の
水
は
さ
ら
さ
ら
と
軽
い
が
、
こ
の
水
は
重
す
ぎ
る
。
俳

人
中
原
道
夫
は
「
い
つ
も
な
ら
喜
々
と
し
て
市
民
の
喉
を
潤
す

水
で
さ
え
、
こ
の
忌
ま
わ
し
い
日
ば
か
り
は
、
軽
々
と
出
ら
れ

な
い
重
圧
感
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
普
段
荒
使
い
し
て
い
る
水

も
、
こ
の
日
だ
け
は
徒
疎
か
に
し
て
は
い
け
な
い
気
分
に
な
る
」

と
評
す
る
。
こ
の
句
は
、
有
馬
朗
人
他
編
『
水
の
一
句
』（
角

川
書
店
、
２
０
０
３
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

原
爆
は
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
で
建
設
さ
れ
た
ダ
ム
の
水
力
発
電
を
利
用

し
、
テ
ネ
シ
ー
州
オ
ー
ク
リ
ッ
ジ
の
工
場
で
製
造
さ
れ
た
。
１

９
４
５
年
（
昭
和
20
）
８
月
、
軍
都
で
あ
っ
た
広
島
に
原
爆
が

投
下
さ
れ
た
。

広
島
駅
か
ら
西
へ
下
っ
た
防
府
駅
に
降
り
立
つ
と
、
種
田
山

頭
火
の
像
に
出
逢
え
る
。
山
頭
火
は
裕
福
な
造
り
酒
屋
に
生
ま

れ
た
が
、
家
業
の
倒
産
、
母
親
の
自
殺
、
神
経
衰
弱
症
を
発
症

し
、
深
い
挫
折
感
を
味
わ
っ
た
。
自
ず
か
ら
、
僧
姿
に
変
え
漂

泊
の
旅
に
出
た
。

今
津
良
一
著
『
山
頭
火
と
歩
く
名
水
』（
小
学
館
、
２
０
０
０
）、

竹
内
敏
信
写
真
・
中
島
教
之
エ
ッ
セ
イ
『
山
頭
火
（
第
２
集
）

水
』（
春
陽
堂
、
１
９
９
０
）、
佐
々
木
健
著
『
名
水
紀
行
』（
春

陽
堂
、
１
９
９
２
）
に
は
、

貧
し
さ
は
水
を
飲
ん
だ
り
花
を
眺
め
た
り

風
か
を
る
信
濃
の
国
の
水
の
よ
ろ
し
さ

あ
の
水
こ
の
水
の
天
竜
と
な
る
水
音

と
、
自
由
律
の
句
が
連
な
る
。
山
頭
火
は
無
類
の
酒
好
き
で
飲

み
出
す
と
止
ま
ら
な
い
。
旅
先
で
酒
の
大
失
態
を
演
じ
て
い
る
。

酔
い
ざ
め
の
水
を
さ
が
す
や
竹
田
の
宿
で

落
葉
す
る
こ
れ
か
ら
水
が
う
ま
く
な
る

雨
ふ
る
ふ
る
さ
と
は
は
だ
し
で
あ
る
く

風
、
光
、
水
、
花
、
草
、
山
を
友
と
し
て
歩
く
。
歩
か
な
い

日
は
寂
し
い
と
日
記
に
綴
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
捨
て
去
り
、

行
乞
流
転
の
山
頭
火
は
、
日
々
命
の
糧
に
、
全
身
全
霊
で
水
と

対
峙
し
水
を
飲
ん
だ
。
山
頭
火
こ
そ
真
の
吟
行
者
で
、「
水
の

俳
人
」
の
誕
生
で
あ
る
。

死
を
ひ
し
ひ
し
と
水
の
う
ま
さ
か
な

１
９
４
０
年
（
昭
和
15
）
10
月
、
山
頭
火
は
松
山
に
て
逝
去
。

58
歳
で
あ
っ
た
。

俳
句
は
わ
ず
か
十
七
字
で
四
季
の
森
羅
万
象
を
詠
み
上
げ
、

世
界
一
短
い
文
学
で
あ
る
。
倉
田
紘
文
編
『
水
』（
蝸
牛
社
、

１
９
９
１
）
は
、
水
、
こ
の
不
可
思
議
な
も
の
、
水
の
正
体
を

「
激
」、「
寂
」、「
歓
」、「
愁
」、「
時
」
の
五
つ
に
観
察
し
た
秀

句
３
５
０
を
選
ん
で
い
る
。

澄
む
水
に
紫
色
の
熱
帯
魚
（
星
野
椿
）

水
澄
み
て
四
方
に
関
あ
る
甲
斐
の
国
（
飯
田
龍
太
）

神
輿
来
て
ま
た
神
輿
来
て
水
を
浴
ぶ
（
二
宮
耕
作
）

昃
れ
ば
春
水
の
心
あ
と
も
ど
り
（
星
野
立
子
）

湧
く
か
ら
に
流
る
る
か
ら
に
春
の
水
（
夏
目
漱
石
）

水
の
源
で
あ
る
雨
、
雪
、
風
の
句
も
あ
る
。
大
野
雑
草
子
編

『
雨
・
雪
・
風
を
詠
む
た
め
に
』（
博
友
社
、
１
９
８
６
）
は
、

次
の
よ
う
な
雨
の
句
に
、
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
。

喝
采
の
ご
と
板
橋
を
喜
雨
渡
る
（
千
葉
菁
実
）

雨
男
く
る
夕
ぐ
れ
の
サ
ン
グ
ラ
ス
（
中
田
多
喜
子
）

雨
女
ば
か
り
の
旅
や
花
馬
酔
木
（
上
井
み
ど
り
）

さ
ら
に
、
水
の
自
然
現
象
を
カ
ラ
ー
写
真
で
捉
え
た
ネ
イ
チ

ャ
ー
・
プ
ロ
編
集
室
『
水
の
こ
と
の
は
』（
幻
冬
舎
、
２
０
０
２
）

は
、
俳
句
や
短
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

斉
藤
夏
風
著
『
河
』（
飯
塚
書
店
、
１
９
９
６
）
に
、

た
ん
ぽ
ゝ
や
長
江
濁
る
と
こ
し
な
へ

北
上
は
南
部
の
大
河
草
を
焼
く

大
川
の
月
を
う
つ
し
て
年
は
逝
く

と
、
山
口
青
邨
の
句
が
あ
る
。

川
の
流
れ
は
、
人
の
心
を
癒
し
て
く
れ
る
。

歌
人
斉
藤
茂
吉
は
、
東
京
青
山
の
自
宅
を
空
襲
で
全
焼
、
さ
ら

に
好
戦
的
な
歌
を
詠
ん
だ
と
し
て
、
世
の
非
難
を
受
け
、
失
意

の
ど
ん
底
に
あ
っ
た
。
山
形
県
大
石
田
町
へ
移
り
住
み
、
最
上

川
の
辺
で
過
ご
し
た
。
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水・河川・湖沼関係文献研究会 こが くにお 古賀邦雄　
1967（昭和42）年西南学院大学卒業、水資源開発公団（現・独立行政法
人水資源機構）に入社。30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集。
2001年退職し現在、日本河川開発調査会、筑後川水問題研究会に所属。

あ
ま
ば
き
　
雨
水
を
流
し
や
る
所
　
ま
た

雨
水
の
滞
ら
ず
流
れ
る
様

雨
吐

あ
ま
は
け
　
雨
水
の
つ
ま
ら
な
い
で
良
く

流
れ
る
こ
と
　
ま
た
そ
の
所

雨
疏

ぼ
う
う
せ
ん
き
ゅ
う
　
有
人
の
来
訪
を
喜

ん
で
も
て
な
す
こ
と
　
雨
を
冒
し
て
畑
に

出
て
ニ
ラ
を
摘
み
、
ご
馳
走
を
作
る
意
か

ら冒
雨
剪
韭

し
っ
ぷ
う
も
く
う
　
非
常
に
苦
労
す
る
こ

と
の
た
と
え
　
風
雨
に
も
め
げ
ず
よ
く
働

く
こ
と
　
櫛
風
は
風
が
髪
を
く
し
け
ず
り
、

沐
雨
は
雨
が
体
を
洗
う
こ
と

櫛
風
沐
雨

や
う
た
い
し
ょ
う
　
強
大
や
有
人
の
間
柄

が
親
密
な
こ
と
　
夜
、
雨
の
音
を
聞
き
な

が
ら
寝
台
を
並
べ
て
仲
良
く
寝
る
様

夜
雨
対
牀

此
の
岸
も
彼
の
岸
も
共
に
白
く
な
り
最
上
の
川
は
お
の
づ
か
ら
な
る

最
上
川
の
上
空
に
し
て
残
れ
る
は
い
ま
だ
う
つ
く
し
き
虹
の
断
片

は
る
か
な
る
源
を
も
つ
最
上
川
波
た
か
ぶ
り
て
い
ま
海
に
入
る

茂
吉
は
最
上
川
の
流
れ
を
凝
視
し
、
や
が
て
精
神
的
な
安
定

を
取
り
戻
し
、
創
作
意
欲
も
蘇
っ
た
。
小
平
博
之
カ
メ
ラ
、
板

垣
家
子
夫
文
『
白
き
山
と
最
上
川
』（
講
談
社
、
１
９
７
６
）
に

は
、
茂
吉
の
最
上
川
讃
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

茂
吉
と
同
様
に
、
北
原
白
秋
も
古
里
柳
河
の
水
に
限
り
な
い

安
ら
ぎ
を
受
け
た
。
柳
河
は
、
矢
部
川
の
支
流
二
つ
川
を
取
り

入
れ
、
街
中
を
縦
横
に
貫
流
し
て
沖
の
端
川
に
流
れ
、
有
明
海

に
入
る
。
北
原
白
秋
詩
歌
、
田
中
義
徳
写
真
『
水
の
構
図
』（
ア

ル
ス
、
１
９
４
３
）
に
「
水
卿
柳
河
こ
そ
が
我
が
詩
歌
の
母
體

で
あ
る
。
こ
の
水
の
構
図
、
こ
の
地
相
に
し
て
、
は
じ
め
て
我

が
體
は
生
じ
、
我
が
風
と
な
っ
た
」
と
、
１
９
４
２
年
（
昭
和

17
）
10
月
に
遺
書
め
い
た
端
書
き
を
記
す
。
そ
の
１
ヶ
月
後
、

57
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

我
つ
ひ
に
還
り
来
に
け
り
倉
下
や
揺
る
る
水
照
の
影
は
あ
り
つ
つ

柳
河
は
城
を
三
め
ぐ
り
七
め
ぐ
り
水
め
ぐ
ら
し
ぬ
咲
く
花
蓮

水
の
べ
は
柳
し
だ
る
る
橋
い
く
つ
舟
く
ぐ
ら
せ
て
涼
し
か
り
に
し

古
典
和
歌
に
お
け
る
水
辺
の
歌
を
論
じ
た
高
岡
市
万
葉
歴
史

館
編
『
水
辺
の
万
葉
集
』（
笠
間
書
院
、
１
９
８
８
）
は
、
明
日

香
川
に
寄
せ
る
哀
歌
、
熱
田
津
と
万
葉
集
、
見
れ
ど
飽
か
ぬ
河

か
も
、
河
洛
の
女
神
、
越
中
水
辺
の
歌
人
家
持
、
能
登
の
川
瀬
、

茨
田
堤
の
ウ
ケ
ヒ
（
祈
願
）、
佐
保
川
の
川
畔
の
邸
宅
と
苑
池

な
ど
の
内
容
か
ら
な
る
。
大
久
間
喜
一
郎
は
万
葉
集
全
十
巻
２

３
５
４
首
の
う
ち
、
水
辺
の
歌
が
５
８
７
首
と
４
分
の
１
を
占

め
る
と
、
分
析
し
て
い
る
。

巻
向
の
山
辺
響
み
て
往
く
水
の
水
沫
の
ご
と
し
世
の
人
吾
は

（
巻
七
・
１
２
９
６
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
「
川
水
が
人
に
世
の
無
常
を
教
え
、
己
の

人
生
を
深
く
考
え
さ
せ
る
と
い
う
の
は
不
思
議
で
あ
る
」
と
論

じ
る
。
大
森
亮
尚
あ
き
ひ
さ

著
『
本
朝
三
十
六
河
川
』（
世
界
思
想
社
、
１

９
８
９
）
に
も
、
万
葉
集
か
ら
の
、
川
を
舞
台
と
し
た
人
間
模

様
が
描
か
れ
て
い
る
。

川
の
流
れ
は
よ
く
人
生
に
譬
え
ら
れ
る
。
上
流
は
青
年
、
中

流
は
中
年
、
下
流
は
老
年
、
や
が
て
海
へ
辿
り
着
く
。

現
代
短
歌
の
大
滝
貞
一
編
著
『
四
万
十
川
秀
歌
百
選
』（
高
知

新
聞
社
、
１
９
９
７
）
は
、
四
万
十
川
短
歌
大
会
に
お
け
る
受

賞
作
品
を
収
録
す
る
。

シ
・
マ
ム
タ
の
ア
イ
ヌ
語
を
思
う
四
万
十
川
岸
辺
の
菜
の
花
陽
に

耀
え
り
（
山
ノ
内
房
子
）

沈
下
橋
く
ぐ
り
て
下
る
屋
形
船
霧
雨
を
暮
れ
に
誘
ひ
こ
み
た
り

（
斎
藤
洋
子
）

終
わ
り
に
、
道
浦
母
都
子
著
『
水
辺
の
う
た
』（
邑
書
林
、
１

９
９
１
）、
同
『
水
辺
の
う
た
パ
ー
ト
II
』（
１
９
９
５
）
を
掲

げ
る
。

君
の
言
う
核
戦
争
の
そ
の
あ
と
を
流
れ
る
水
に
な
ら
ん
か
我
と

（
俵
万
智
）

川
浅
く
な
り
た
る
街
を
今
日
は
行
く
夕
べ
さ
び
し
き
広
島
の
鐘

（
近
藤
芳
美
）

マ
ッ
チ
擦
る
つ
か
の
ま
海
に
霧
ふ
か
し
身
捨
つ
る
ほ
ど
の
祖
国
あ

り
や
（
寺
山
修
司
）

い
ず
れ
の
歌
も
、
水
を
媒
介
と
し
て
個
人
と
国
家
の
在
り
方

を
心
の
底
か
ら
問
う
て
い
る
。
こ
の
書
に
、
高
野
公
彦
の
〈
汚

れ
た
る
江
戸
川
愛
し
と
日
々
に
越
ゆ
川
は
自
ら
汚
れ
し
に
あ
ら
ず
〉

の
歌
に
は
愕
然
と
し
た
。〈
川
は
自
ら
汚
れ
し
に
あ
ら
ず
〉
と

言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
に
、
あ
ら
ゆ
る
水
問
題
が
凝
縮
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
水
問
題
は
、
水
質
と
水
量
に
つ
き
る
と
思
う
。

高
浜
虚
子
生
誕
１
３
０
年
を
記
念
し
て
、
２
０
０
４
年
（
平

成
16
）
２
月
、
芦
屋
市
の
虚
子
記
念
館
に
て
、
１
３
０
人
の
俳

人
達
が
集
ま
っ
て
、
和
歌
山
県
の
那
智
の
滝
の
自
然
を
守
ろ
う

と
い
う
「
那
智
の
森
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。

俳
人
達
も
日
常
生
活
の
利
便
性
に
よ
る
環
境
の
危
機
を
ひ
し

ひ
し
と
感
じ
て
い
る
。「
自
然
は
自
ら
汚
れ
し
に
あ
ら
ず
」
と
。
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当センターでは、「里川」というコンセプトについて研究活動をしています
このコーナーでは、活動動向を随時お知らせしてまいります

「里川とは何か」
ミツカン水の文化センターでは、2004年度より共同研究「里川」
を開始いたました。３年程度の期間を見据えて活動に取り組み
ますが、初年度はテーマを「里川とは何か」とし、里川につい
ての概念設計を行います。今回は、共同研究「里川」の趣旨と
今年度のテーマ群をご報告します。

I．

共
同
研
究
「
里
川
」
の
趣
旨

１．

里
川
を
研
究
す
る
理
由
と
思
い

本
研
究
の
目
的
は
「
里
川
」
と
い
う
言
葉
で
、

「
人
々
が
協
力
し
て
川
を
守
り
つ
づ
け
る
」
と
い

う
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
り

ま
す
（
こ
こ
で
い
う
「
川
」
は
、
自
然
の
川
だ

け
で
は
な
く
、
用
水
、
水
路
、
運
河
、
さ
ら
に

は
給
排
水
路
な
ど
の
人
工
の
流
れ
も
含
め
ま
す
）。

歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
川
は
常
に
人
々
の
協

力
の
下
に
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、「
人
々
」

の
意
味
す
る
も
の
が
、
比
較
的
狭
い
地
域
に
住

む
人
々
を
意
味
す
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
何
十

万
・
何
百
万
人
と
い
う
人
々
を
指
す
場
合
も
あ

り
ま
し
た
。
後
者
の
場
合
は
限
ら
れ
た
地
域
組

織
で
は
守
れ
な
い
と
思
わ
れ
た
た
め
に
、
国
や

自
治
体
等
が
川
を
公
共
財
と
し
て
管
理
し
守
っ

て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
高
度
成
長
期
を
へ

て
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
常
識
的
な
意
味
で
は

豊
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
高
度
成
長
の
時
代
が
終
わ
っ
た
現
在
、

当
セ
ン
タ
ー
で
は
「
人
々
が
協
力
し
て
川
を
守

り
続
け
る
」
上
で
、
２
つ
の
課
題
が
発
生
し
て

い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

第
１
は
、
守
る
こ
と
の
前
提
に
あ
っ
た
水
に

対
す
る
感
覚
が
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
で
す
。

現
代
の
日
本
人
は
、
一
見
、
豊
富
な
水
に
取

り
囲
ま
れ
、
水
か
ら
多
大
な
恩
恵
を
受
け
て
い

ま
す
。
水
を
供
給
す
る
堅
牢
な
技
術
の
上
に
私

た
ち
の
暮
ら
し
は
成
り
立
っ
て
お
り
、
私
た
ち

も
そ
の
よ
う
な
条
件
を
前
提
に
暮
ら
し
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
水
を
守
ろ
う
と
す
る
出
発
点

に
は
あ
っ
た
、
水
が
本
来
的
に
も
つ
怖
さ
・
危

う
さ
や
、
水
の
持
つ
恵
み
等
の
意
識
を
、
い
つ

の
間
に
か
感
じ
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。

第
２
は
、
水
と
暮
ら
し
の
間
に
社
会
的
ジ
レ

ン
マ
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

飲
み
水
の
量
や
質
、
不
安
定
な
食
糧
生
産
、

気
候
変
動
、
等
々
、
水
が
主
要
な
変
動
要
因
と

な
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
・
社
会
現
象
に

よ
り
、
暮
ら
し
そ
の
も
の
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
一
方
で
か
な
り
の
生
活
者
が
、

上
下
水
道
、
住
宅
、
土
木
技
術
な
ど
多
く
の
技

術
が
可
能
に
す
る
快
適
な
暮
ら
し
は
続
け
て
い

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
は
、
生
き
物
の
言
い
分
（
生
態
系
の
維
持
）

と
い
う
も
の
も
、
考
慮
に
入
れ
た
方
が
望
ま
し

い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

快
適
な
暮
ら
し
を
享
受
し
な
が
ら
も
、
暮
ら

し
に
お
い
て
水
が
持
つ
「
危
う
さ
」
を
直
視
し

よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
快
適
な
暮
ら
し
が
脅
か

さ
れ
か
ね
な
い
わ
け
で
、
ま
さ
に
暮
ら
し
と
水

利
用
の
間
に
、「
あ
ち
ら
立
て
ば
、
こ
ち
ら
立
た

ず
」
と
い
う
社
会
的
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
わ
け

で
す
。

い
ま
必
要
な
の
は
、
暮
ら
し
の
現
場
に
立
ち
、

ジ
レ
ン
マ
を
生
む
構
造
そ
の
も
の
を
明
確
に
し

て
、
そ
の
検
討
を
踏
ま
え
「
水
を
協
力
し
て
守

り
続
け
る
」
方
法
を
開
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

２．

問
題
の
所
在

「
水
を
協
力
し
て
守
り
つ
づ
け
る
」
上
で
、
そ
の

道
筋
が
一
番
見
え
な
い
の
は
都
市
部
で
す
。
都

市
部
（
郊
外
も
含
む
）
は
、
水
感
覚
の
喪
失
と
、

「
水
利
用
と
暮
ら
し
の
ジ
レ
ン
マ
」
が
も
っ
と
も

先
鋭
的
に
現
れ
て
い
る
場
所
と
い
え
ま
す
。
水

を
協
力
し
て
守
り
つ
づ
け
る
と
い
う
目
的
に
、

高
度
成
長
期
に
造
成
さ
れ
た
都
市
と
い
う
仕
組

み
が
、
適
応
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

人
間
は
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
環
境
に
適
応

し
、
そ
れ
が
生
活
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
循

環
を
繰
り
返
す
わ
け
で
す
が
、「
里
山
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
生
活
と
自
然
環
境
の
調
和
が
見
ら

れ
た
昔
と
異
な
り
、
現
代
は
私
た
ち
の
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
も
変
化
し
て
い
ま
す
。
高
度
成
長
な

ら
ぬ
持
続
的
成
長
が
望
ま
れ
る
中
で
、
水
を
守

り
続
け
る
た
め
の
代
替
シ
ス
テ
ム
が
、
い
ま
だ

明
確
に
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
問
題
は
「
高
度
経
済
成
長
以

前
の
自
然
と
社
会
の
理
想
」
と
「
現
代
」
の
断

絶
、
あ
る
い
は
「
自
然
環
境
」
と
「
暮
ら
し
」

の
分
断
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で

は
な
く
、「
水
を
守
り
続
け
る
」
シ
ス
テ
ム
と
し

て
、
各
時
代
の
条
件
に
人
間
が
適
応
し
生
活
を

変
え
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
現
代
と
将
来

像
が
見
え
な
い
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
、
当
セ

ン
タ
ー
で
は
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
水
を
守
り
続
け
る
」

た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
、
図
で
表
す
と
次
ペ
ー
ジ

の
図
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

里川研究掲示板
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II.  共同研究「里川」
今年度のテーマ群

1. 阿久比川（愛知県）マップの作成

2. 神田川流域から見た都市における

住宅と集合住宅の水利用

3. 視点としての『暮らしの水利用』

20世紀東京における生活社会史から見る

水利用者の意思決定構造の変遷

4. なつかしい阿木川（岐阜県）

5. 知多半島阿久比川水系における生態学的

景観の変容と周辺住民の生活史との関わり

6. 自然再生推進法と近自然工法

そして里川に接点はあるか？

7. 心象風景『里川』を形作る

『華』と『器』についての現状認識

8. 工業用水の水利用

9. 都市の水辺空間活性化の方法

10. 半田運河（愛知県）の利用変遷と、

人が抱く水辺への魅力を探る

11. 都心のビルに勤務するOLの水意識を探る

12. 都市生活を維持する共有資源としての水

を管理するシステムとして上下水道技術は

適切か　東京都の上下水道史のケース

13.  「雨水利用」、「中水」から

現代「里川」の視点を探る

14. 実験的な水利用住宅から見る、

家の中、意識の中の里川

以上のようなテーマ群から、どのような里川像が生

まれてくるのでしょうか。今年度末の報告に向けて、

調査・研究を進めてまいります。

「あなたの里川」情報を
お寄せください。
お手数ですがファックス、

またはホームページのお問い合せ欄をご利用ください

FAX：03-5762-0246
http://www.mizu.gr.jp/

川
シ
ス
テ
ム
、
里
シ
ス

テ
ム
は
、
従
来
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
単
独
で
論
議
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
２
つ
の
シ

ス
テ
ム
を
つ
な
ぎ
再
構
成

す
る
こ
と
が
「
現
代
に
適

合
し
た
里
川
」
づ
く
り
に

と
っ
て
重
要
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
し
た
。
個
別
研

究
で
は
、
川
シ
ス
テ
ム
と

里
シ
ス
テ
ム
を
統
合
さ
せ

る
具
体
的
な
提
案
を
目
指

し
て
、
川
に
か
か
わ
る
さ

ま
ざ
ま
な
価
値
意
識
や
社

会
関
係
を
調
査
し
て
い
き

ま
す
。

川
システム

里システム

里川システム

暮らし（衣・食・住・仕事）の場で、
人間らしく生きるための要因と

その関係構造

人々が協力して水を
守り続けるシステム

この二つはマッチするだろうか？
この二つがマッチして

「協力して守り続ける」という目的の下に
統合されたものが里川

それは持続可能な成長を可能にする
「暮らし」と「人間」と「流れ」の

関係となる。

暮らし
（衣・食・住・仕事）
を保障するために
さまざまな流れが
果たしている役割と
その関係構造

個  人

流  れ

社  会
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水の文化
Information

ミツカン水の文化交流フォーラム2004 開催のお知らせ

水の値段
文化から考える水資源の価値

「水を資源と見なしてよいのか？」「水はどのよ
うな価値をもった資源なのか？」－これら水の値
段をめぐる問題は、第３回国際水フォーラムでも
テーマになった「Water for All」を実現する上で、
国際的な水議論の大きなテーマとなっています。
この点は、日本でも今後大いに議論される領域
となることが予想され、幅広い視野で様々な若手
専門家と市民が共に意見を交わすことが必要とな
ることでしょう。とはいえ、「水資源の価格」と

いう話題は、とかく狭く専門的な議論に陥りがち
なものです。そこで、当センターでは、文化・社
会の側面からこのテーマに光を当て、幅広く深い
議論することが、次世代の社会づくりに必要では
ないかと考え、以下のフォーラムを開催すること
といたしました。
水に関わる研究者や政策関係者、環境や文化を
通じた市民活動に関わる方など、幅広いご参加を
お待ちしています。

特別報告
「しのびよる水の危機 ～水は誰のものか～」

中村靖彦 明治大学客員教授・農政ジャーナリスト

テーマセッション

「水への『思い』に込められた値段」
菅　豊 東京大学助教授

「経済から見る、人のつながり（ソーシャル・キャピタル）と水の価格」
諸富 徹 京都大学助教授

「必要なのは、安い水？ 高い水？」
沖 大幹 東京大学助教授　

パネルディスカッション
「水に値段はつけられるのか」

沖、菅、諸富の３名によるディスカッション　／　参加者との質疑応答
コーディネーター：鳥越皓之 筑波大学教授

プログラム（予定）

交流会 参加者・発表者との情報交換

日時：2004年11月 1日（月）13時30分開演～17時30分17時30分より交流会を開催

会場：法政大学市ヶ谷キャンパス　 ボアソナードタワー26階　スカイホール
東京都千代田区富士見２－17－１　JR市ヶ谷駅・飯田橋駅より徒歩約10分

くわしいお問合わせは当センター事務局までお願い申し上げます。
FAX：03 - 5762 - 0246

尚、フォーラム参加の申し込みや詳細情報については、９月以降にホームページなどでご案内いたします。
なお、プログラム等、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。
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発行日 2004年（平成16年）8月

企画協力 沖大幹 東京大学生産技術研究所助教授

嘉田由紀子 京都精華大学教授 琵琶湖博物館研究顧問 水と文化研究会世話役

古賀邦雄 水・河川・湖沼関係文献研究会

陣内秀信 法政大学教授

鳥越皓之 筑波大学教授

編集 吉田稔 新美敏之　日比野容久　小林夕夏　中庭光彦　賀川一枝　賀川督明

発行 ミツカン水の文化センター
〒475 - 8585 愛知県半田市中村町2-6
株式会社ミツカングループ本社広報室内
Tel. 0569（24）5087 Fax. 0569（24）6353

お問い合わせ ミツカン水の文化センター 東京事務局
〒143 - 0016 東京都大田区大森北 2 ー2 ー10・4F
Tel. 03（5762）0244 Fax. 03（5762）0246

ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化

第17号

ホームページアドレス
http: //www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

■水の文化18号予告

特集「排水－すてる水、ためる水、つかう水」（仮）

水を排出すると「排水」ですが

利用すると廃水ではなくなるのも排水です

水と排水のあいだには

さまざまな「利用」が横たわっています

現代人にとって

水利用とはどのような意味をもっているので

しょうか

『水の文化』に関する情報をお寄せ下さい
本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水との関わり」に焦点
を当てた活動や調査・研究などをご紹介してまいります。
ユニークな水の文化楽習活動を行っている、「水の文化」にかかわる
地域に根差した調査や研究を行っている、こうした情報がありましたら、
自薦・他薦を問いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化 バックナンバーをホームページで
本誌はモノクロで皆様に配布しておりますが、写真をはっきり見た

い！というご要望にお応えし、11号からはホームページにてカラーでバ
ックナンバーを提供しています。すべてダウンロードできますので、い
ろいろな活動にご活用ください。

水の文化人ネットワーク　夏の登場者
当センターホームページ・水の文化人ネットワークコーナー。以下の
方々をアップロードいたします。

諸富 徹 京都大学大学院経済学研究科助教授

宗田好史 京都府立大学人間環境学部助教授

編
集
後
記

◆
昨
秋
開
催
し
た
「
水
の
文
化
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
ア
ラ
ン
・
コ

ル
バ
ン
氏
が
述
べ
た
言
葉
が
、
妙
に
耳
に
残
っ
て
い
た
。「
水
に
対
す

る
感
性
の
歴
史
の
中
で
、
西
洋
で
は
紀
元
前
６
世
紀
に
水
の
価
値
の

序
列
が
確
立
し
た
。
ト
ッ
プ
は
、
雨
水
」。
今
回
の
取
材
の
た
び
に
、

雨
の
根
源
性
と
多
様
性
に
学
ぶ
事
が
で
き
た
。（
吉
）

◆
四
年
ぶ
り
の
事
務
局
復
帰
で
す
。
四
年
の
間
に
か
な
り
の
変
貌
を

遂
げ
ま
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
充
実
、
研
究
の
成
果
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
充
実
な
ど
な
ど
驚
く
と
と
も
に
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

今
号
「
雨
の
ゆ
く
え
」
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
雨
に
ま
つ
わ

る
言
葉
、
行
事
、
音
楽
な
ど
思
い
つ
く
だ
け
で
、
様
々
な
情
景
が
蘇

り
ま
す
。
年
が
バ
レ
バ
レ
で
す
が
、
私
的
に
は
「
悲
し
き
雨
音
」
や

「
雨
に
濡
れ
て
も
」
が
と
て
も
よ
い
響
き
で
蘇
り
ま
す
。（
新
）

◆
天
を
仰
い
で
雨
に
濡
れ
る
の
を
気
持
ち
よ
い
と
思
っ
た
の
は
い
つ

頃
だ
っ
た
ろ
う
か
？
子
供
の
こ
ろ
、
学
生
の
頃
、
少
々
の
雨
は
平
気

だ
っ
た
。
今
で
は
少
し
で
も
雨
が
降
れ
ば
す
ぐ
に
傘
を
さ
す
。
雨
か

ら
逃
げ
る
よ
う
に
。（
日
）

◆
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
号
以
降
、
企
画
と
し
て
い
つ
も
挙
が
っ
て
は
消
え

す
る
テ
ー
マ
が
「
雨
」
で
し
た
。
編
集
部
で
も
人
に
よ
っ
て
捉
え
方

の
違
う
「
雨
」、
皆
が
納
得
す
る
切
り
口
探
し
に
難
航
し
ま
し
た
。
今

回
の
「
水
循
環
」
は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？
　
こ
れ
で
「
水

の
文
化
」
と
し
て
雨
を
捉
え
尽
く
し
た
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
み

な
さ
ん
の
雨
の
見
方
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。（
ゆ
）

◆
雨
は
雨
水
と
し
て
地
面
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と
み
ん
な
大
事
に
す

る
け
れ
ど
、
雨
そ
の
も
の
を
ど
う
も
大
事
に
し
な
い
。
龍
神
様
は

「
川
に
降
る
雨
」「
森
に
降
る
雨
」「
港
に
降
る
雨
」「
農
地
に
降
る
雨
」

「
都
市
に
降
る
雨
」
な
ど
と
区
別
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
雨
を
統

合
的
な
水
資
源
管
理
の
出
発
点
に
据
え
る
の
は
最
適
だ
。
水
循
環
を

支
え
る
文
化
と
は
、
雨
は
境
界
を
越
え
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
出

発
す
る
の
で
は
な
い
か
。（
中
）

◆
デ
パ
ー
ト
に
は
、
内
部
の
人
間
に
だ
け
通
じ
る
符
丁
の
よ
う
な
ア

ナ
ウ
ン
ス
や
音
楽
が
あ
る
。
雨
が
降
り
出
す
と
、
そ
れ
を
知
ら
せ
る

音
楽
が
流
れ
、
奥
に
仕
舞
わ
れ
て
い
た
傘
が
表
舞
台
に
出
て
く
る
と

い
う
仕
組
み
。
雨
は
、
人
の
暮
ら
し
の
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ま
で
入
り

込
ん
で
い
る
。
万
人
の
上
に
平
等
に
降
る
雨
も
、
日
照
権
の
よ
う
に
、

守
ら
な
け
れ
ば
権
利
を
脅
か
さ
れ
る
時
代
が
く
る
の
だ
ろ
う
か
。（
賀
）
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表紙上：30年前には、雨が降り始めるとどこからともなくカエルやカタツムリが現れ、水たまりにはアメンボが泳ぎ始めた。
飽きずに眺めた子供時代は郷愁の彼方に行ってしまったが、思い浮かべるだけで豊かになれるのは、記憶の宝物だろう。

表紙下：自然の色は一雨ごとに鮮やかになり、少しずつ夏化粧を身にまとう。
裏表紙上：雨に濡れることへの感覚は、 国によって大きく違う。

アジアの中でも、とりわけ私たち日本人が雨に濡れることを厭うのは、一体どこに源があるのだろうか。
裏表紙下左：窓についた雨粒に目を凝らしてみると、その一つひとつに逆転した風景が映り込んでいる。

見る視点を変えてみたら、と雨が言っているのかもしれない。
裏表紙下中：傘を広げると一人ひとりの幅が増し、すれ違うのに作法を必要とされる。

雨降りは、車中で濡れた傘を人に触れさせない配慮など、忘れがちな他者との間合いを再確認するチャンスを与えてくれるようだ。
裏表紙下右：ドライバーにとっての雨は、タイヤをスリップさせたり視界を遮ったりと、ネガティブな要素でいっぱいだった。

しかし、ワイパーやタイヤ、ガラスコーティングの進化に加え舗装面の改良などが、雨と日常との隔たりを埋めようとしている。
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