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排
水
と
は
困
っ
た
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
悪

友
に
も
よ
い
面
が
あ
る
よ
う
に
、
排
水
に
も
探
せ

ば
よ
い
面
も
あ
る
。
し
か
し
本
心
の
と
こ
ろ
、
や

は
り
困
っ
た
存
在
だ
。
排
水
と
は
、
平
た
く
言
え

ば
、
使
い
終
わ
っ
て
用
の
な
く
な
っ
た
水
で
あ
る
。

排
水
に
対
し
て
、
人
び
と
が
配
慮
を
し
て
い
た
歴

史
は
古
い
が
、
関
心
を
も
ち
は
じ
め
た
歴
史
は
浅

い
。
関
心
を
も
ち
は
じ
め
た
頃
に
「
排
水
」
と
い

う
用
語
と
発
想
が
定
着
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
わ
が
国
で
い
う
と
、
こ
れ
は
公

害
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
こ
ろ
と
一
致
す
る
。
も

っ
と
も
、
産
業
公
害
の
は
じ
め
は
江
戸
期
あ
た
り

で
、
た
と
え
ば
大
坂
の
西
に
あ
る
灘
郷
で
酒
づ
く

り
の
作
業
の
失
敗
に
よ
り
、
多
量
の
腐
っ
た
酒
米

を
排
水
（
悪
水
）
に
し
て
川
に
流
出
さ
せ
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
れ
は
臭
く
て
付
近
の
住
民
の
顰
蹙

ひ
ん
し
ゅ
く

を
か
っ
た
。

こ
の
産
業
活
動
か
ら
生
じ
る
排
水
の
問
題
は
、
水

俣
公
害
に
ま
で
連
綿
と
つ
づ
い
て
い
く
。

生
活
排
水
も
じ
つ
に
困
っ
た
存
在
だ
。
日
本
の

河
川
や
湖
の
い
わ
ゆ
る
「
汚
染
」
の
過
半
の
責
任

は
生
活
排
水
に
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
生
活
排
水
に
は
多
量
の
有
機
物
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
肥
料
と
し
て
使
わ
れ
て

き
た
歴
史
が
あ
る
。
た
ん
に
物
を
洗
う
こ
と
な
ど

に
よ
る
有
機
物
の
少
な
い
水
は
、
表
の
道
に
散
水

を
し
た
。
私
は
い
ま
中
米
の
グ
ア
テ
マ
ラ
か
ら
帰

国
し
て
き
た
ば
か
り
だ
が
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
あ
る

町
の
生
活
を
見
て
い
る
と
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
誰
か

が
家
か
ら
出
て
き
て
道
に
散
水
を
し
て
い
る
。
こ

れ
で
砂
埃
が
立
た
な
く
な
り
便
利
で
あ
る
。
ま
た
、

日
本
で
い
え
ば
、
米
の
と
ぎ
汁
に
あ
た
る
よ
う
な

や
や
濃
い
使
用
後
の
水
は
、
自
分
の
家
の
植
物
に

与
え
て
い
る
。
結
果
と
し
て
こ
う
い
う
方
法
で
解

決
さ
れ
た
排
水
の
場
合
、
排
水
と
い
う
用
語
は
意

識
さ
れ
て
い
な
い
。

生
活
排
水
の
う
ち
、
も
っ
と
も
有
機
物
が
濃
い

の
は
糞
尿
で
あ
る
。
濃
い
か
ら
値
打
ち
が
あ
っ
た
。

江
戸
期
の
書
物
を
繙

ひ
も
と

く
と
、
糞
尿
を
提
供
し
て
く

れ
る
家
々
に
野
菜
な
ど
を
無
料
で
提
供
し
て
い
た

と
書
い
て
あ
る
。
こ
の
集
め
ら
れ
た
糞
尿
は
田
畑

の
隅
に
設
け
ら
れ
た
藁
葺
き
の
肥
溜
め
に
入
れ
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
習
俗
は
わ
が
国
で
は
昭
和
30
年

代
ま
で
は
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
肥
溜
め
の
表
面
は
厚
く
固
ま
り
、
地
面
の
よ

う
に
見
え
る
の
で
、
私
は
幼
少
の
時
期
に
、
試
し

に
そ
れ
に
乗
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
ド
ン
ブ
リ
と
沈

ん
で
し
ま
っ
て
情
け
な
い
目
に
あ
っ
た
経
験
が
あ

る
。
母
親
に
真
っ
裸
に
さ
れ
、
愚
痴
を
言
わ
れ
な

が
ら
、
な
ん
ど
も
井
戸
水
を
頭
か
ら
か
け
ら
れ
た
。

私
は
口
を
な
る
べ
く
開
け
な
い
よ
う
に
泣
き
続
け

て
い
る
自
分
の
目
の
端
か
ら
、
近
所
の
大
人
た
ち

や
友
だ
ち
が
楽
し
げ
に
わ
ら
っ
て
い
る
顔
が
見
え

た
の
を
い
ま
で
も
覚
え
て
い
る
。

中
国
の
北
京
で
は
、
お
よ
そ
明
か
ら
清
国
に
か

け
て
の
時
代
ま
で
、「
水
道
」
に
対
す
る
「
糞
道
」

が
あ
っ
た
。
水
道
と
は
水
を
支
配
す
る
空
間

（「
北
海
道
」
と
類
似
の
用
法
）
で
、
複
数
の
町
内

に
あ
た
る
地
域
空
間
の
水
売
り
を
差
配

さ
は
い

す
る
親
方

が
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、「
糞
道
」
と
は
糞
尿

を
差
配
す
る
地
域
空
間
で
、
そ
こ
の
糞
尿
か
ら
利

益
を
得
る
親
方
が
い
て
、
糞
道
の
拡
張
の
た
め
に
、

け
っ
こ
う
争
い
が
あ
っ
た
と
古
い
文
献
は
伝
え
て

い
る
。
こ
の
用
水
・
排
水
の
二
種
の
親
方
を
「
両

覇
」
と
よ
び
、
糞
道
を
牛
耳
っ
て
い
る
親
方
は

「
糞
閥
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
に

糞
尿
は
値
打
ち
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
生
活
排
水
に
値
打
ち
が
あ
っ
た
時

代
は
け
っ
こ
う
長
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
生
活
排
水
を
処
理
し
た
の
ち
放
流
す
る
と
い

う
下
水
道
政
策
を
推
し
進
め
る
の
で
は
な
く
て
、

現
在
、
そ
の
有
用
性
を
見
直
そ
う
と
い
う
考
え
方

が
あ
り
、
技
術
的
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

自
体
は
敬
意
を
表
す
べ
き
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

だ
が
、
排
水
は
や
は
り
そ
の
本
質
に
お
い
て
、

困
っ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
ゴ
ミ
も
同
様

で
あ
る
。
リ
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
て
有
用
性
を
掬す

く

い

出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
努
力
を
高
く
評

価
す
べ
き
だ
が
、
や
は
り
そ
の
本
質
は
困
っ
た
存

在
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
意
見
は
、
困
っ
た
存
在

で
あ
る
こ
と
に
目
を
背
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

私
た
ち
は
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
困
っ
た
負
の

存
在
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
正
直
に

認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
一
個
一
個
の

人
間
が
、
困
っ
た
存
在
を
生
み
出
す
こ
と
の
意
味

を
存
在
論
か
ら
吟
味
す
べ
き
で
は
な
い
か
。「
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
い
う
新
し
い
時
代
が
人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
が
、
私
は
来
る
べ

き
時
代
の
政
策
の
中
に
、
私
た
ち
自
体
が
負
の
存

在
を
生
み
、
そ
れ
と
つ
き
あ
わ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
位
置
づ
け
る

べ
き
だ
と
思
う
。
負
の
存
在
を
も
生
み
出
す
私
た

ち
が
、
そ
れ
で
も
前
に
向
か
っ
て
生
き
て
い
く
と

し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
を
子
ど

も
た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て
考
え
た
い
と
思
う
。
そ

の
ほ
う
が
私
た
ち
は
、
共
に
暮
ら
す
者
で
あ
る
他

者
に
や
さ
し
い
存
在
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

鳥
越
皓
之
と
り
ご
え
ひ
ろ
ゆ
き

筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
　
教
授

１
９
４
４
年
生
ま
れ
。
東
京
教
育
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
（
社

会
学
）
修
了
。
著
書
に
『
柳
田
民
俗
学
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
』（
東

京
大
学
出
版
会
２
０
０
２
）、『
環
境
社
会
学
の
理
論
と
実
践
』

（
有
斐
閣
１
９
９
７
）、『
花
を
た
ず
ね
て
吉
野
山
』（
集
英
社
２
０

０
３
）、『
家
と
村
の
社
会
学
』（
世
界
思
想
社
１
９
９
３
）、『
水
と

人
の
環
境
史
』（
共
編
、
お
茶
の
水
書
房
１
９
８
４
）、『
ト
カ
ラ
列

島
社
会
の
研
究
』（
お
茶
の
水
書
房
１
９
８
２
）
他
。
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水
は
困
っ
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だ
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か

排
水
と
い
う
言
葉
は
、

目
の
前
か
ら
水
を
排
除
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
使
え
な
い
水
と
か
、

汚
れ
た
水
と
か
い
う
意
味
が
、

い
つ
の
間
に
か
忍
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。

天
か
ら
降
っ
た
き
れ
い
な
水
も
、

私
た
ち
が
台
所
や
風
呂
や
ト
イ
レ
で
流
し
た
水
も
、

排
水
溝
に
吸
い
込
ま
れ
る
と
廃
水
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
、

排
水
を
廃
水
と
思
っ
て
い
ま
す
。

人
間
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、

廃
棄
物
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
簡
単
に
捨
て
去
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
自
問
が
、

今
、
お
の
お
の
の
胸
の
内
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

排
水
を
廃
水
に
し
な
い
た
め
に
、
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
。

捨
て
る
こ
と
、
利
用
す
る
こ
と
、
そ
し
て
生
き
る
こ
と
の
つ
な
が
り
を

も
う
一
度
、
見
つ
め
直
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。
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4

川
柳
を
手
が
か
り
に

私
は
東
京
都
下
水
道
局
に
勤
め
て
い

た
の
で
す
が
、
広
報
係
の
と
き
、
あ
る

都
民
の
方
か
ら
「
江
戸
の
下
水
道
は
ど

う
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
」
と
質
問
を

受
け
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
下
水
道

局
に
は
江
戸
時
代
の
下
水
道
に
つ
い
て

史
料
が
何
も
残
っ
て
い
な
い
。
唯
一

『
東
京
市
下
水
道
沿
革
史
』
に
、「
近
く

の
堀
や
川
に
流
し
て
い
た
」
と
だ
け
書

い
て
あ
る
。
私
は
落
語
が
好
き
で
し
た

の
で
『
三
軒
長
屋
』
と
い
う
噺
の
中
に

「
長
屋
の
前
の
ド
ブ
を
堀
に
見
立
て
て

く
」
と
い
う
場
面
を
思
い
出
し
ま
し

て
、
今
か
ら
考
え
る
と
恥
ず
か
し
い
話

で
す
が
、「
多
分
、
素
堀
り
の
ド
ブ
が

あ
っ
て
、
流
れ
て
い
る
う
ち
に
地
中
に

染
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で

す
か
」
と
答
え
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
の
経
験
か
ら
、
江
戸
の
下

水
が
気
に
な
り
始
め
、
資
料
を
集
め
て

み
よ
う
と
思
い
立
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、

何
を
ど
の
よ
う
に
集
め
て
い
い
の
か
わ

か
ら
な
い
。
結
構
参
考
に
な
っ
た
の
が

『
半
七
捕
物
帖
』。
で
も
、
著
者
の
岡
本

綺
堂
が
い
く
ら
江
戸
風
俗
に
詳
し
い
と

い
っ
て
も
、
所
詮
明
治
以
降
の
人
で
す
。

江
戸
時
代
に
暮
ら
し
た
人
が
書
い
た
も

の
は
な
い
か
と
探
し
た
と
こ
ろ
、
気
が

つ
い
た
の
が
川
柳
な
ん
で
す
よ
。

川
柳
は
民
俗
資
料
の
宝
庫
で
す
。
そ

こ
で
、『
柳
多
流
全
集
』（
１
７
６
５
〜

う
こ
と
で
、
町
方
か
ら
の
書
き
上
げ
を

編
集
し
た
『
御
府
内
備
考
』
や
『
新
編

武
蔵
風
土
記
稿
』、
そ
れ
と
沽
券
絵
図

は
大
い
に
参
考
と
な
り
ま
し
た
。
沽
券

絵
図
は
現
在
で
言
う
地
籍
図
で
し
て
、

土
地
の
所
有
の
区
割
り
や
所
有
者
名
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
見
ま
す
と
、
江
戸
の
下
水

は
屋
敷
地
境
、
町
境
に
造
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
当
時
は
下
水
と
い
う
言
葉
は
、

下
水
路
と
い
う
意
味
に
も
、
下
水
そ
の

も
の
を
指
す
と
き
に
も
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
ち
な
み
に
下
水
道
と
い
う
言
葉

は
、
明
治
に
な
っ
て
下
水
道
法
が
で
き

て
か
ら
の
言
葉
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
調
べ
て
い
く
と
江
戸
時
代
前
期
の

町
触
れ
の
中
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

現
在
の
私
た
ち
は
、
上
水
、
下
水
と

使
い
分
け
ま
す
が
、
江
戸
時
代
で
は
最

初
に
下
水
を
水
道
と
意
識
し
て
お
り
、

そ
れ
に
対
し
て
神
田
上
水
、
玉
川
上
水

の
よ
う
な
「
上
水
」
と
い
う
言
葉
が
後

か
ら
使
わ
れ
た
と
思
う
の
で
す
。
大
坂

や
江
戸
で
は
下
水
の
こ
と
を
水
道
と
呼

ん
で
い
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
排
水
路
に
は
規
模
に
よ

っ
て
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
し
た
。

建
物
の
庇

ひ
さ
し

か
ら
落
ち
る
雨
水
を
受
け
る

溝
は
、
雨
落
下
水
と
呼
び
、
表
通
り
に

あ
り
ま
し
た
。
ド
ブ
と
呼
ん
で
い
る
溝

も
こ
の
類
。
家
の
前
に
あ
っ
て
、
幅
は

７
〜
８
寸
（
23
〜
26
cm
）
で
す
か
ら
、

ひ
と
ま
た
ぎ
に
で
き
る
大
き
さ
で
す
。

１
８
３
８
の
間
に
順
次
刊
行
）
と
い
う

川
柳
全
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
約
10
万

句
の
索
引
集
か
ら
、
ド
ブ
、
雨
、
下
水
、

雪
隠
と
い
っ
た
言
葉
を
使
っ
た
句
を
全

部
抜
き
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

川
柳
に
は
ド
ブ
と
い
う
言
葉
は
し
ょ

っ
ち
ゅ
う
出
て
き
ま
す
か
ら
、
溝
の
こ

と
は
ド
ブ
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
ド
ブ
と
い
う
言
葉
は
幅
広

く
使
わ
れ
て
お
り
、
溝
と
い
う
漢
字
に

ド
ブ
と
い
う
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
か
ら
、
細
い
流
れ
一
般
を
指

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
せ
せ
な
げ
、

せ
せ
な
ぎ
、
細
流
れ
な
ど
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

下
水
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
句
は

一
つ
し
か
発
見
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
小
侍
、
蜘
蛛
と
下
水
で
日
を
暮
ら
し
」

と
い
う
川
柳
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が

唯
一
。
武
家
に
雇
わ
れ
て
い
る
少
年
が

小
鳥
の
餌
に
す
る
蜘
蛛
や
ミ
ミ
ズ
を
下

水
か
ら
捕
ら
え
て
侍
か
ら
小
遣
い
銭
を

も
ら
い
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

す
。
下
水
と
い
う
言
葉
が
文
献
上
に
表

わ
れ
出
し
た
の
は
室
町
時
代
の
こ
と
だ

そ
う
で
す
。
語
源
は
古
代
神
道
に
根
拠

を
持
つ
も
の
で
、
ケ
ス
イ
つ
ま
り
穢
水
、

ハ
ラ
イ
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
ハ
レ
に
戻

る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
水
を
意
味
し

て
い
ま
す
。

排
水
路
の
種
類

幕
府
が
江
戸
の
地
誌
を
つ
く
る
と
い

栗田 彰
くりた あきら
下水道史研究家
1937年生まれ。元東京都下水道局職員。
日本下水文化研究室評議委員。著書に『川
柳・江戸下水』（日本下水道文化研究会）、
『江戸の下水道』（青蛙房1997）などがある。

雨水排水路が、汚水を流す下水道に

江戸から東京へ流れる
排水の歴史

「東京市下水道設計図」（明治41年）
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江戸から東京へ流れる排水の歴史

割
下
水
と
呼
ぶ
、
水
は
け
の
た
め
に
造

ら
れ
た
排
水
路
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
道
路
の
真
ん
中
に
あ
っ
て
、
幅
は
２

間
（
3.6
ｍ
）
ほ
ど
。
明
暦
の
大
火
の
あ

と
に
江
戸
が
拡
張
さ
れ
た
折
り
に
、
本

所
、
深
川
地
域
が
開
発
さ
れ
ま
す
が
、

本
所
は
田
地
だ
っ
た
所
な
の
で
土
地
が

湿
っ
て
い
る
。
そ
の
水
は
け
を
よ
く
す

る
た
め
に
、
割
下
水
を
造
り
ま
し
た
。

武
家
屋
敷
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
黙
礼
の
な
か
を
な
が
る
ゝ
割
下
水
」

と
い
う
川
柳
が
見
ら
れ
ま
す
。
割
下
水

を
中
に
し
て
、
武
士
が
黙
礼
を
か
わ
し

て
い
る
光
景
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

排
水
路
の
本
管
と
も
い
う
べ
き
も
の

が
屋
敷
地
境
、
町
境
に
造
ら
れ
た
下
水

で
、
幕
府
が
造
っ
た
も
の
が
御
公
儀
下

水
、
今
で
い
う
民
間
所
有
の
も
の
は
自

分
下
水
と
か
、
手
前
下
水
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
沽
券
絵
図
に
、
例
え
ば
「
鉄
砲

町
大
下
水
」
と
い
う
町
名
を
冠
し
た
も

の
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
ち
ら
は
、

幅
３
尺
か
ら
６
尺
（
0.9
〜
1.8
ｍ
）。
今

の
町
境
は
、
通
り
や
川
筋
が
境
界
線
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
通
り
が
境

界
で
は
な
く
、
通
り
を
は
さ
ん
で
、
向

か
い
合
う
の
が
一
つ
の
町
と
い
う
こ
と

で
す
。
民
俗
学
的
に
は
、
悪
霊

あ
く
り
ょ
う

が
入
り

込
む
の
を
防
ぐ
た
め
に
町
境
に
排
水
路

を
つ
く
っ
た
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。

い
わ
ゆ
る
結
界
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

下
水
は
石
積
み
や
木
樋
で
造
ら
れ
、

地
中
に
埋
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
神
田

上
水
の
上
を
ま
た
い
で
い
た
下
水
は
、

「
箱
樋
は
こ
ど
い

」
で
通
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
様
子
は
、
絵
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

下
水
浚
い
は
鳶と

び

の
仕
事

下
水
の
管
理
は
原
則
と
し
て
町
が
行

い
ま
す
。
町
境
の
下
水
は
両
側
の
町
で

分
担
し
て
決
め
、
時
代
が
下
る
と
、
掃

除
や
補
修
の
費
用
を
分
担
し
あ
う
下
水

組
合
を
つ
く
り
管
理
を
す
る
例
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
を
町
入
用
、「
ま
ち
い

り
よ
う
」
と
か
「
ま
ち
に
ゅ
う
よ
う
」

と
呼
び
、
地
主
が
屋
敷
の
間
口
に
応
じ

て
負
担
し
た
の
で
、
長
屋
の
住
人
が
払

う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

武
家
屋
敷
も
一
緒
に
な
っ
た
組
合
で
は
、

武
家
は
禄
高
に
応
じ
て
負
担
費
用
を
決

め
た
そ
う
で
す
。

下
水
浚
い
を
鳶
が
町
か
ら
委
託
さ
れ

て
い
た
と
い
う
の
は
、
面
白
い
発
見
で

し
た
。
な
ぜ
鳶
か
と
い
う
と
、
土
木
一

般
に
使
う
道
具
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、

と
い
う
理
由
が
有
力
で
し
ょ
う
。
江
戸

風
俗
に
詳
し
か
っ
た
三
田
村
鳶
魚

え
ん
ぎ
ょ

（
１

８
７
０
〜
１
９
５
２
）
が
記
し
た
中
に
、

大
家
が
下
水
の
掃
除
を
す
る
と
、
鳶
が

「
俺
た
ち
の
仕
事
だ
。
余
計
な
こ
と
を

す
る
な
」
と
妨
害
す
る
話
が
出
て
き
ま

す
。
彼
ら
は
も
と
も
と
地
元
の
土
木
技

術
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
鳶

は
後
の
享
保
時
代
に
な
る
と
、
町
火
消

し
に
な
り
ま
す
。
町
火
消
し
を
組
織
し

た
当
初
は
、
町
の
旦
那
と
か
素
人
を
集

め
た
の
で
す
が
、
素
人
で
う
ま
く
い
か

な
い
。
そ
こ
で
、
や
は
り
身
の
軽
い
人

と
い
う
こ
と
で
、
鳶
が
中
心
に
な
っ
た

よ
う
で
す
。

ド
ブ
や
溝
は
町
人
の
管
理
で
し
た
が
、

堀
や
川
の
浚
い
は
町
奉
行
が
入
札
で
請

負
に
出
し
ま
す
。
芥
あ
く
た

取
り
と
呼
ば
れ
た

浚
い
の
専
門
業
者
で
、
堀
や
川
の
浚
渫

し
ゅ
ん
せ
つ

だ
け
で
は
な
く
て
、
町
の
ご
み
を
集
め

て
埋
め
立
て
地
に
運
搬
す
る
こ
と
も
し

て
い
ま
し
た
。

排
水
量
は
少
な
か
っ
た

現
在
の
東
京
の
地
図
か
ら
は
想
像
も

で
き
な
い
ほ
ど
、
江
戸
に
は
た
く
さ
ん

上：表店、棟割長屋、裏店から出た水は、町境下水を経て、川に注ぐ。
左上：石組下水と竹雨樋：中央の竹雨樋が屋根の雨水を下水に流している。（「風俗四季
哥仙」 "五月雨" 鈴木春信画）
下右：町境下水『守貞漫稿　巻之三』
下左：雨落下水　店の軒下に下水が描かれている。 錦袋圓『江戸名所図会』
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の
堀
や
川
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す

か
ら
、
私
は
「
堀
や
川
も
、
江
戸
の
下

水
道
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。
当
時
は
下
水
と
い
っ
て

も
、
屎
尿
し
に
ょ
う

は
別
で
す
し
、
家
庭
か
ら
出

る
雑
排
水
も
そ
れ
ほ
ど
汚
れ
て
い
ま
せ

ん
か
ら
、
川
や
堀
に
直
接
流
れ
て
い
っ

て
も
問
題
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

町
な
か
の
下
水
は
６
〜
９
尺
（
1.8
〜
2.7

ｍ
）
く
ら
い
の
幅
で
し
た
が
、
深
さ
は

せ
い
ぜ
い
膝
ま
で
。「
放
れ
馬
　
ど
ぶ

か
ら
旦
那
首
を
出
し
」
と
い
う
川
柳
は
、

暴
れ
馬
が
来
て
避
け
る
た
め
に
ド
ブ
に

飛
び
込
ん
だ
旦
那
が
首
だ
け
出
し
て
様

子
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
い
う
様
子
を

詠
ん
で
い
ま
す
。
現
代
の
私
た
ち
は
、

下
水
路
に
落
ち
る
と
い
う
と
、
ひ
ど
く

汚
い
感
じ
が
し
ま
す
が
、
昔
の
ド
ブ
は

大
し
て
汚
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

堀
を
す
べ
て
掘
り
終
わ
っ
た
の
は
元

禄
時
代
の
こ
ろ
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
江
戸
の
人
口
も

増
加
し
ま
す
。
１
６
５
７
年
（
明
暦
３
）

で
推
定
28
万
人
。
元
禄
時
代
（
１
６
８

８
〜
１
７
０
３
）
で
35
万
人
。
享
保
時

代
（
１
７
１
６
〜
１
７
３
５
）
で
50
万

人
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
町
人
の
人
口

で
し
て
、
武
家
人
口
は
正
確
に
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。

―
こ
れ
だ
け
の
人
口
の
排
水
量
は

膨
大
な
も
の
で
し
ょ
う
。

い
い
え
、
私
は
、
そ
ん
な
に
多
く
な

ま
り
、
汲
み
取
っ
て
も
ら
う
側
が
相
手

に
金
を
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
１

９
３
３
年
（
昭
和
８
）
に
な
っ
て
か
ら

で
す
。
そ
れ
ま
で
は
お
百
姓
さ
ん
が
、

肥
料
代
と
し
て
お
金
を
払
っ
て
汲
み
取

り
に
来
て
い
ま
し
た
。

江
戸
と
い
う
の
は
、
現
在
の
地
図
で

い
う
と
山
手
線
の
内
側
と
墨
田
区
、
江

東
区
で
す
。
世
田
谷
の
郷
土
資
料
館
で

見
た
の
で
す
が
、
世
田
谷
、
赤
羽
、
葛

飾
あ
た
り
の
農
民
は
、
江
戸
市
中
に
汲

み
取
り
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。

水
路
が
あ
る
所
は
「
肥
舟
こ
え
ぶ
ね

」
で
屎
尿
を

運
び
、
水
路
の
無
い
所
は
馬
で
運
び
ま

す
。
肥
舟
は
、
揺
れ
で
チ
ャ
プ
ン
チ
ャ

プ
ン
と
揺
れ
な
い
よ
う
に
内
部
が
仕
切

ら
れ
て
い
た
の
で
「
部
切
舟

へ
き
り
ぶ
ね

」
と
も
言

わ
れ
た
り
、
葛
西
か
ら
来
た
の
で
「
葛か

西
舟

さ
い
ぶ
ね

」
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

農
民
が
払
う
汲
み
取
り
料
は
、
長
屋

で
は
大
家
さ
ん
の
収
入
と
な
り
ま
す
。

今
の
感
覚
で
、
幾
ら
ぐ
ら
い
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。
川
柳
で
「
こ
ひ
（
肥
）
ぞ

つ
も
り
て
、
大
根
が
五
十
本
」
と
い
う

句
が
あ
り
ま
す
。
１
年
分
の
肥
え
が
そ

の
値
段
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
と
茄

子
が
50
個
と
か
ね
。「
光
陰
矢
の
ご
と

し
、
雪
隠
も
う
溜
ま
り
」
な
ど
と
い
う

句
も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

肥
料
の
需
要
が
増
え
れ
ば
、
屎
尿
の

値
段
も
上
が
り
ま
す
。
寛
政
の
こ
ろ

（
１
７
８
９
〜
１
８
０
０
）、
農
民
が
町

奉
行
に
汲
み
取
り
料
の
値
下
げ
を
嘆
願

し
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
長
屋
で

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
水
の
使
い
方
が

現
在
と
全
然
違
い
ま
す
か
ら
。

ま
ず
、
水
を
得
る
こ
と
が
非
常
に
大

変
な
仕
事
で
し
た
。
神
田
上
水
、
玉
川

上
水
が
江
戸
市
中
を
給
水
し
て
い
ま
し

た
が
、
今
の
よ
う
に
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば

水
が
出
て
く
る
わ
け
で
も
な
い
。
井
戸

端
に
行
き
、
水
を
汲
ん
で
こ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
は
大
変
な
仕

事
で
す
。

そ
れ
と
風
呂
屋
が
い
い
例
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
銭
湯
が
あ
り
、
個

人
宅
で
風
呂
を
持
つ
こ
と
は
大
変
な
贅

沢
で
し
た
。
こ
れ
は
水
が
稀
少
だ
っ
た

こ
と
だ
け
で
な
く
、
薪
が
高
か
っ
た
こ

と
も
原
因
に
あ
り
ま
す
。

町
人
が
使
う
水
も
、
米
の
と
ぎ
汁
は

ふ
き
掃
除
に
使
い
ま
し
た
。
そ
の
残
り

は
植
木
に
撒
く
。
下
水
に
入
る
余
地
は

ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
朝
、
顔
を
洗
い
口
を
ゆ
す
ぐ

ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。
洗
濯
、
野
菜
を
洗

う
等
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
ふ
ん
だ
ん

に
水
を
使
っ
て
い
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
江
戸
の
下
水
道
は
、

汚
水
排
除
で
は
な
く
、
雨
水
排
除
の
た

め
に
造
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
汚

水
と
い
っ
て
も
洗
剤
を
使
う
わ
け
で
も

な
く
、
便
所
は
汲
み
取
り
式
で
、
下
水

道
は
汚
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

江
戸
の
屎
尿
処
理

東
京
で
屎
尿
の
汲
み
取
り
料
金
、
つ

は
大
家
が
現
金
で
受
け
取
っ
て
い
た
よ

う
で
、
か
な
り
の
金
額
に
な
っ
た
よ
う

で
す
。
農
家
の
汲
み
取
り
料
金
値
下
げ

要
求
は
、
大
家
の
収
入
を
も
左
右
す
る

わ
け
で
、
決
着
ま
で
１
年
程
か
か
っ
て

い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
屎
尿
処
理
に
至

る
ま
で
、
自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
た

ち
で
や
る
、
と
い
う
自
治
の
精
神
が
生

き
て
い
ま
し
た
。

江
戸
の
「
水
を
捨
て
る
」

長
屋
を
例
に
と
る
と
、
長
屋
の
台
所

か
ら
出
た
水
は
、
木
の
樋
、
あ
る
い
は

竹
筒
で
外
の
ド
ブ
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

し
た
。
井
戸
端
の
排
水
も
、
ど
ぶ
に
行

き
ま
す
。
そ
の
ド
ブ
が
、
ま
た
表
通
り

の
下
水
へ
と
流
れ
て
い
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
水
を
無
駄
に
捨
て

る
と
い
う
感
覚
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

使
え
る
だ
け
使
っ
て
、
余
っ
た
も
の
を

流
す
と
い
う
感
覚
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

防
火
用
に
溜
め
た
天
水
桶
に
ボ
ウ
フ
ラ

が
涌
か
な
い
よ
う
に
、
３
日
お
き
に
変

え
ろ
と
町
触
れ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
道

路
が
舗
装
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
水
は
埃
が
立
た

な
い
よ
う
に
乾
い
た
道
に
撒
く
な
ど
、

た
だ
捨
て
る
の
で
は
な
く
有
効
に
使
っ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
為
政
者
の
側
で
は
治
水
の
た

め
に
水
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ

た
で
し
ょ
う
ね
。

右と下：部切舟と肥取　花咲一男『江戸かわや図絵』太平書屋
左：四谷大木戸を肥桶をつけた馬が行く。『江戸名所図会』
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江戸から東京へ流れる排水の歴史

こ
れ
は
私
の
推
測
で
す
が
、
徳
川
家

康
が
１
５
９
０
年
（
天
正
18
）
の
８
月

１
日
に
江
戸
に
入
り
ま
す
。
翌
々
日
の

８
月
３
日
に
大
雨
が
あ
っ
て
、
現
在
の

不
忍
の
池
と
、
そ
の
南
の
池
、
浅
草
の

千
束
の
あ
た
り
の
池
が
そ
ろ
っ
て
溢
れ

水
び
た
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

見
て
家
康
は
「
水
を
何
と
か
し
て
排
除

し
な
く
て
は
」
と
思
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

治
水
の
面
か
ら
い
う
と
、
水
路
の
出

口
に
水
門
を
造
ら
な
い
と
水
が
逆
流
し

ら
れ
た
も
の
で
、
汚
水
も
そ
こ
へ
流
さ

れ
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。

近
代
下
水
道

明
治
10
年
代
に
な
る
と
、
何
回
も
コ

レ
ラ
が
流
行
し
ま
し
た
。
コ
レ
ラ
の
原

因
は
下
水
が
水
道
の
中
に
入
る
か
ら
で

は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
、
東
京
市
も
水

道
を
造
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
憂
慮
し
始

め
ま
す
。

神
田
下
水
は
１
８
８
４
年
（
明
治
17
）

に
着
手
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
汚
水
処
理

を
せ
ず
、
近
く
の
竜
閑
川
と
神
田
川
に

排
水
す
る
よ
う
に
し
た
だ
け
で
、
屎
尿

は
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
最
初
は
東
京
全

域
に
張
り
巡
ら
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
の

で
す
が
、
資
金
が
続
か
な
く
て
、
１
８

８
８
年
（
明
治
21
）
ま
で
工
事
は
続
け

ら
れ
た
そ
う
で
す
。

同
年
、
東
京
市
上
下
水
道
調
査
委
員

会
が
「
東
京
市
下
水
設
計
第
一
報
告
書
」

を
提
出
し
て
い
ま
す
。「
屎
尿
は
今
ま

で
通
り
肥
料
と
し
て
使
う
」「
雨
水
は

今
ま
で
の
ド
ブ
を
使
う
」「
汚
水
だ
け

を
排
除
す
る
」
と
い
う
計
画
で
、
内
務

省
衛
生
工
学
師
Ｗ
・
Ｋ
・
バ
ル
ト
ン

（
英
国
人
）
の
案
で
す
。
こ
れ
も
資
金

が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
は
、

上
水
の
整
備
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

明
治
20
年
以
降
に
な
る
と
、
富
国
強

兵
で
工
場
が
徐
々
に
増
え
て
き
ま
し
た
。

れ
る
。
暗
渠
は
下
水
を
集
め
て
堀
河

（
三
十
間
堀
川
・
京
橋
川
・
外
堀
・
汐

留
川
）
に
流
す
。
暗
渠
の
中
は
常
に
潮

の
干
満
に
よ
り
下
水
が
流
さ
れ
、
不
潔

な
も
の
が
停
滞
す
る
こ
と
は
な
い
」
と

書
か
れ
、
暗
渠
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。

煉
瓦
街
の
両
脇
に
家
が
造
ら
ま
し
た

が
、
家
に
は
便
所
も
台
所
も
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
入
居
者
は
台
所
を
あ

と
か
ら
増
設
し
た
ら
し
い
で
す
ね
。
便

所
は
、
建
物
の
裏
側
の
共
同
便
所
を
利

用
し
た
。
江
戸
時
代
と
変
わ
ら
な
い
で

す
よ
。
映
画
の
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
銀
座
の
煉
瓦

街
の
下
水
は
、
雨
水
排
除
の
た
め
に
造

復元された長屋。水瓶の横から木樋で水が排水
される。（江戸東京博物館『模型で見る江戸・東
京の世界』1997）

ま
す
。
隅
田
川
と
つ
な
が
る
水
路
出
口

に
は
水
門
が
無
か
っ
た
よ
う
が
、
隅
田

川
に
出
る
手
前
、
割
下
水
が
横
川
に
つ

な
が
る
所
で
は
、
水
門
で
あ
る
「
圦い
り

樋ひ

」

が
造
ら
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
開
閉
の
番
人
が
い
た
こ
と

も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
隅
田
川
の
河
口

に
水
門
が
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
堤
な

ど
の
土
手
の
外
側
が
遊
水
池
と
し
て
機

能
し
て
い
た
か
ら
で
、
大
水
が
出
て
水

浸
し
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
地
域
を
、

ち
ゃ
ん
と
残
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

銀
座
煉
瓦
街
の
下
水
道

１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
に
銀
座
の

大
火
が
あ
り
、
そ
の
後
に
有
名
な
煉
瓦

街
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
下
水
道
を
造

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
下
水

道
史
を
読
ん
で
も
、
道
路
の
両
脇
に
あ

っ
た
側
溝
に
ふ
た
を
し
た
も
の
で
、
こ

れ
が
西
洋
風
の
溝
渠
（
両
側
の
Ｕ
字
溝

に
蓋
を
し
た
も
の
）
と
書
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
は
そ
の
記
述
を
間
違
っ
て

い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
き
ち
ん
と
暗

渠
で
造
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

東
京
都
立
中
央
図
書
館
に
『
東
京
地

理
志
（
マ
マ
）

料
　
巻
之
四
』
の
草
稿
が

所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
道
路

中
央
の
車
馬
道
両
側
の
底
に
は
一
條
の

暗
渠
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
横
に
は
数

條
の
支
溝
が
通
じ
て
い
て
、
雨
水
や
各

家
の
汚
水
を
受
け
て
こ
の
暗
渠
に
送
ら

［銀座煉瓦街］（中央区立京橋図書館蔵）
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り
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
大
正
時
代
ま
で
は
農
民
が
町
中
ま

で
買
い
に
来
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
昭

和
初
期
に
な
っ
て
、
屎
尿
が
農
家
に
と

っ
て
財
と
見
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
処
理
に
困
り
、
東

京
市
が
東
武
線
な
ど
に
頼
ん
で
近
郊
ま

で
屎
尿
を
運
ん
で
も
ら
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。
こ
の
列
車
は
「
黄
金
列
車
」
と

呼
ば
れ
ま
し
た
。

屎
尿
は
資
源
で
は
な
く
な
り
、
水
洗

化
が
進
ん
で
処
理
さ
れ
る
対
象
と
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

豊
島
区
池
袋
を
水
源
と
す
る
弦
巻
川

と
い
う
川
が
あ
り
ま
し
て
、
昭
和
の
初

め
、
そ
こ
を
下
水
化
す
る
こ
と
を
誇
り

に
思
う
と
高
田
町
町
長
が
言
っ
た
石
碑

が
雑
司
ヶ
谷
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

も
当
時
の
気
分
を
表
し
て
い
ま
す
ね
。

昭
和
に
入
る
と
家
庭
に
風
呂
が
普
及

し
始
め
ま
す
。
ま
た
、
１
９
４
０
年

（
昭
和
15
）
こ
ろ
の
調
査
で
は
、
水
洗

便
所
の
設
置
価
格
が
高
く
、
普
及
率
は

か
な
り
低
か
っ
た
よ
う
で
す
。
当
時
田

園
都
市
と
し
て
計
画
さ
れ
た
田
園
調
布

は
、
浄
化
槽
を
備
え
て
い
ま
し
た
。

戦
後
復
興
が
中
心
だ
っ
た
政
策
が
、

そ
ろ
そ
ろ
経
済
成
長
期
に
な
り
、
工
場

廃
水
が
問
題
化
す
る
に
つ
れ
て
、
衛
生

観
念
も
強
ま
っ
て
、
下
水
道
を
急
い
で

造
ろ
う
と
い
う
風
潮
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
全
国
下
水
道
促
進
会
議
が
「
下
水

道
国
策
樹
立
要
望
の
請
願
書
」
を
国
会

に
提
出
し
た
の
が
１
９
５
５
年
（
昭
和

30
）
で
、
２
年
後
に
は
建
設
省
（
当
時
）

都
市
局
に
下
水
道
課
が
で
き
ま
す
。
そ

れ
ま
で
は
道
路
整
備
が
優
先
さ
れ
、
国

も
下
水
道
に
資
金
を
出
し
た
が
ら
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
１
９
５
９
年
度
（
昭

和
34
）
は
前
年
度
に
比
べ
、
下
水
道
事

業
に
対
す
る
国
庫
補
助
が
倍
に
な
り
ま

し
た
。
東
京
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
招
く

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う

ね
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
地
盤
沈
下
、
洪
水

と
い
っ
た
問
題
が
多
発
し
始
め
、
川
の

汚
染
も
ひ
ど
く
な
り
ま
し
た
。

上
水
道
と
下
水
道
が
別
々
に

も
と
も
と
東
京
の
下
水
道
事
業
の
所

管
は
、
１
９
１
１
年
（
明
治
44
）
東
京

市
下
水
改
良
事
務
所
が
始
ま
り
で
、
１

９
２
６
年
（
大
正
15
）
に
土
木
局
の
下

水
課
と
な
り
、
１
９
３
６
年
（
昭
和
11
）

に
水
道
局
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
下
水
道
を
造
る
資
金
を
、
上
水
道
の

方
か
ら
財
源
調
達
し
よ
う
と
し
た
た
め

で
す
。

戦
後
、
１
９
６
２
年
（
昭
和
37
）
に

下
水
道
局
が
水
道
局
と
は
別
に
発
足
し

ま
す
。
こ
れ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
へ

の
対
応
や
、
事
業
資
金
に
も
国
庫
補
助

が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

水
道
局
と
下
水
道
局
が
別
れ
て
、
独
自

に
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
意
図
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

下
水
道
が
土
木
産
業
の
振
興
な
ど
に
利

用
さ
れ
た
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

本
所
の
割
下
水
が
汚
れ
始
め
た
の
も
明

治
20
年
代
以
降
の
こ
と
で
す
。

上
水
の
整
備
も
あ
る
程
度
目
途
が
た

っ
て
き
た
東
京
市
で
は
、
１
９
０
４
年

（
明
治
37
）
に
東
京
帝
国
大
学
の
教
授

だ
っ
た
中
島
鋭
治
に
下
水
道
設
計
を
依

頼
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
は
、
中
島
も
バ
ル
ト
ン

も
、
衛
生
工
学
と
い
う
点
か
ら
上
下
水

道
を
一
体
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
屎
尿
を
流
し
処
理
す
る
と
い
う
考

え
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
中

島
の
計
画
は
バ
ル
ト
ン
案
と
ほ
ぼ
同
じ

で
す
が
、
違
っ
て
い
た
の
は
汚
水
と
雨

水
を
同
じ
管
で
流
す
合
流
式
を
提
案
し

て
い
る
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
衛
生

面
で
は
、
汚
水
と
雨
水
を
分
け
て
流
す

分
流
式
の
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
は
当

然
わ
か
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
資

金
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
簡
単
に
決

め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
よ

う
で
す
。
下
水
道
料
金
の
徴
収
に
し
て

も
、「
川
で
充
分
だ
」
と
い
う
反
対
の

声
が
ず
い
ぶ
ん
と
上
が
っ
た
と
い
い
ま

す
。紆

余
曲
折
の
末
、
東
京
で
下
水
道
の

工
事
が
始
ま
る
の
は
１
９
１
３
年
（
大

正
２
）
で
、
三
河
島
汚
水
処
理
場
が
稼

働
を
始
め
る
の
は
１
９
２
２
年
（
大
正

11
）
で
す
。

東
京
市
の
下
水
設
計
の
た
め
に
、
中

島
鋭
治
は
海
外
視
察
を
し
て
い
ま
す
。

当
時
は
、
パ
リ
の
下
水
も
ロ
ン
ド
ン
の

下
水
も
、
町
か
ら
遠
く
へ
運
ん
で
そ
の

ま
ま
川
に
放
流
す
る
も
の
で
し
た
。

１
９
１
４
年
（
大
正
３
）
に
は
、
現

在
標
準
的
に
使
わ
れ
て
い
る
浄
化
技
術

「
活
性
汚
泥
法
」
が
イ
ギ
リ
ス
で
研
究

開
発
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
三
河
島
で
は
当
初
は
、
活
性
汚
泥

法
で
は
な
く
、
散
水
濾
床
法

さ
ん
す
い
ろ
し
ょ
う
ほ
う

と
い
っ
て
、

下
水
を
石
の
上
に
撒
い
て
、
石
に
付
着

し
て
い
る
微
生
物
が
浄
化
を
す
る
と
い

う
仕
組
み
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

名
古
屋
で
１
９
２
４
年
（
大
正
13
）
に

活
性
汚
泥
法
で
最
初
の
処
理
場
が
造
ら

れ
ま
し
た
し
、
そ
の
２
年
後
に
は
三
河

島
に
も
活
性
汚
泥
法
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

川
が
汚
れ
出
し
た

川
が
汚
れ
だ
し
た
の
は
終
戦
後
の
印

象
で
私
の
人
生
と
も
重
な
り
ま
す
が
、

ひ
ど
く
な
っ
た
の
は
１
９
５
０
年
代
後

半
か
ら
、
つ
ま
り
昭
和
30
年
以
降
で
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
１
９
３

３
年
（
昭
和
８
）、
東
京
市
が
汲
み
取

上：1919年（大正８）～1921年（大正10）に行われた、現在の和泉橋
（神田川にかかる橋）付近の下水道工事。現場は大雨のとき、下水管内
に造られた堰を越えた下水が、神田川に流れ出るようになる「分水堰」
の築造工事。『第七回東京市下水道事業概要』より
下：東京市時代の芝浦下水処理物のシンプレックス式曝気（ばっき）槽。
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高
度
成
長
で
下
水
道
局
が
新
設
さ
れ

た
の
で
、
急
遽
、
技
術
者
を
集
め
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
求
人
キ
ャ

ラ
バ
ン
隊
と
い
う
の
が
下
水
道
局
に
つ

く
ら
れ
、
全
国
の
工
業
学
校
を
回
っ
た

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
40
年
代
に
な
る
と
、
流
域
下
水

道
が
各
地
で
導
入
さ
れ
ま
す
。
下
水
道

法
で
は
、
下
水
道
は
も
と
も
と
各
市
町

村
が
整
備
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

東
京
都
の
場
合
は
特
殊
で
、
23
区
内
の

仕
事
を
東
京
都
が
市
の
代
わ
り
に
行
っ

て
い
ま
す
。

流
域
下
水
道
と
い
う
の
は
わ
か
り
や

す
く
い
う
と
、
２
つ
以
上
の
市
が
、
川

の
水
質
保
全
を
目
的
と
し
て
県
が
処
理

場
と
下
水
道
幹
線
を
造
り
、
そ
こ
に
各

市
が
下
水
道
を
つ
な
い
で
い
く
と
い
う

も
の
で
す
。
各
市
が
公
共
下
水
道
を
つ

く
り
、
そ
れ
を
つ
な
い
だ
の
が
流
域
下

水
道
で
す
。

１
９
６
７
年
（
昭
和
43
）
に
、
建
設

省
（
当
時
）
都
市
局
長
が
流
域
下
水
道

の
事
業
主
体
を
都
道
府
県
と
す
る
通
達

を
発
令
し
、
国
の
事
業
に
対
す
る
補
助

率
が
１
／
２
と
な
り
ま
し
た
。
ま
あ
、

国
と
し
て
事
業
を
進
め
な
さ
い
と
後
押

し
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

下
水
を
開
く

私
は
、
山
形
県
の
庄
内
地
方
に
お
住

ま
い
の
親
戚
の
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
、

「
最
近
の
人
は
水
を
い
じ
め
て
い
る
」

と
言
わ
れ
、
ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。
私

も
実
際
に
見
に
行
き
ま
し
た
が
、
そ
の

お
ば
あ
さ
ん
は
洗
剤
は
使
わ
な
い
。
台

所
で
使
っ
た
水
は
、
屋
外
の
沈
殿
池
に

い
っ
た
ん
溜
ま
り
、
上
澄
み
だ
け
川
に

流
れ
ま
す
。
あ
と
で
使
う
人
が
困
ら
な

い
よ
う
に
、
汚
さ
な
い
で
捨
て
る
と
い

う
姿
勢
が
、
排
水
に
対
し
て
行
き
渡
っ

江戸から東京へ流れる排水の歴史

て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
水
道
水
が
ま
ず

い
と
か
臭
い
と
か
文
句
を
言
い
ま
す
が
、

自
分
が
捨
て
た
水
が
原
因
の
一
部
で
あ

る
こ
と
を
、
考
え
よ
う
と
し
て
い
ま
せ

ん
。そ

う
い
う
目
で
改
め
て
東
京
の
排
水

を
見
ま
す
と
、
使
っ
た
後
の
水
は
す
ぐ

に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
使

っ
た
水
を
捨
て
た
り
流
し
た
り
す
る
こ

と
は
、
無
意
識
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
見
え
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し

江
戸
時
代
に
は
、
開
渠
で
す
か
ら
流
す

こ
と
が
見
え
て
い
た
の
で
す
。

今
の
人
は
、
自
分
が
使
っ
た
水
が
ど

こ
を
通
っ
て
、
ど
こ
で
処
理
さ
れ
て
い

る
か
知
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
と
し

た
ら
、
子
供
の
こ
ろ
に
そ
う
い
う
こ
と

を
「
躾

し
つ
け

る
」
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

「
教
育
」
で
は
な
い
の
で
す
。

き
れ
い
に
す
る
、
と
い
う
基
準
は
人

に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。

下
水
処
理
に
よ
っ
て
、
排
水
が
１
０

０
％
き
れ
い
に
な
る
と
い
う
下
水
道
局

員
に
対
し
て
、「
そ
の
処
理
水
は
飲
め

ま
す
か
？
」
と
聞
い
た
人
が
い
ま
し
た
。

「
飲
め
ま
せ
ん
」
と
の
答
え
に
「
そ
れ

じ
ゃ
あ
１
０
０
％
き
れ
い
に
な
っ
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
」
と
聞
い
た
人
は
思

い
ま
す
。
局
員
は
排
出
基
準
を
も
と
に

答
え
て
い
ま
す
が
、
聞
い
た
ほ
う
は

「
飲
め
る
か
ど
う
か
」
が
き
れ
い
の
基

準
な
ん
で
す
ね
。
私
は
こ
う
い
っ
た
普

通
の
人
の
感
覚
は
大
切
だ
な
あ
と
思
い

ま
し
た
。

こ
の
感
覚
の
差
は
、
住
民
と
行
政
が

よ
く
話
し
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

だ
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
そ
う
い
う
こ
と

は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
下
水
処
理
場

の
見
学
な
ど
も
、
積
極
的
に
行
っ
て
、

見
て
、
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
節
水

意
識
は
進
ん
で
き
ま
し
た
が
、
水
質
に

対
す
る
意
識
は
ま
だ
遅
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

最
近
考
え
る
の
は
、
下
水
道
が
で
き

て
た
か
だ
か
１
０
０
年
。
果
た
す
べ
き

役
割
は
、
時
代
と
と
も
に
常
に
変
化
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
変
化
に
対
し

て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
今
の
時
代

に
、
本
当
に
生
活
に
必
要
な
も
の
は
何

な
の
か
。
水
洗
便
所
な
ん
か
浄
化
槽
で

充
分
で
、
わ
ざ
わ
ざ
パ
イ
プ
で
遠
く
に

持
っ
て
い
っ
て
処
理
す
る
こ
と
も
な
い

の
で
は
な
い
か
。

江
戸
に
学
ん
で
、
汚
水
処
理
、
雨
水

処
理
、
屎
尿
処
理
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
根
本
的
な
こ
と
を
問
い
直
さ
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
住
民
と
行
政
が
話

し
合
う
と
い
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
が
工

事
説
明
会
止
ま
り
。
も
っ
と
計
画
段
階

か
ら
市
民
と
話
し
合
う
と
い
い
と
思
い

ま
す
。

大
切
な
の
は
、
住
民
と
行
政
の
信
頼

関
係
を
取
り
戻
し
、
協
力
し
て
い
く
姿

勢
を
双
方
に
つ
く
る
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

栗田彰『江戸の下水道』青蛙房　1997
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水
源
林
研
究
に

入
っ
た
き
っ
か
け

水
源
林
と
い
う
の
は
、
森
林
の
持
つ

「
水
源
涵
養
機
能
」
を
人
間
が
積
極
的

に
利
用
し
て
、
適
正
な
河
川
流
量
及
び

水
質
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
維
持

さ
れ
て
い
る
森
林
で
す
。「
水
源
涵
養

機
能
」
は
、
洪
水
緩
和
機
能
、
渇
水
緩

和
機
能
、
水
質
浄
化
機
能
の
３
つ
の
サ

ブ
機
能
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
一

般
的
で
す
。

現
在
、
水
源
林
そ
の
も
の
に
対
す
る

関
心
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
い
っ
た

い
水
源
林
と
い
う
も
の
が
歴
史
的
に
ど

の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
管
理
さ
れ
て

き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と

調
べ
て
議
論
の
土
台
を
つ
く
り
た
い
と

思
っ
た
の
が
、
東
京
や
山
梨
の
水
源
林

を
調
べ
よ
う
と
思
い
た
っ
た
き
っ
か
け

で
す
。

実
家
が
山
梨
県
の
兼
業
農
家
で
、
母

が
農
作
物
を
相
手
に
働
く
姿
を
見
て
育

ち
ま
し
た
。
生
態
系
の
ベ
ー
ス
に
は
植

物
が
あ
っ
て
、
人
間
は
自
然
の
構
成
要

因
の
一
つ
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
い
う
思

い
を
抱
い
て
、
環
境
問
題
に
関
心
を
高

め
て
い
き
ま
し
た
。

林
学
の
分
野
で
は
予
定
調
和
的
な
考

え
方
が
あ
り
ま
し
て
、
人
工
林
を
整
備

す
れ
ば
自
ず
と
水
源
涵
養
機
能
も
良
く

な
る
し
、
国
土
の
荒
廃
も
防
げ
る
と
、

自
明
の
理
と
し
て
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）
の

地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
森
林
原
則
声
明
が
出

さ
れ
、
森
林
の
持
つ
多
様
な
機
能
と
、

維
持
可
能
な
発
展
を
総
合
的
に
検
討
す

べ
き
と
、
森
林
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が

日
本
で
も
変
わ
り
始
め
ま
し
た
。

題
材
に
採
っ
た
東
京
都
の
水
源
林
で

す
が
、
東
京
と
山
梨
に
ま
た
が
っ
て
、

面
積
２
万
１
６
０
０
ha
に
及
び
ま
す
。

量
的
に
見
て
も
、
歴
史
の
長
さ
か
ら
見

て
も
、
全
国
的
に
類
を
見
な
い
水
源
林

で
す
。

東
京
で
は
奥
多
摩
町
、
山
梨
県
で
は

塩
山
市
、
小
菅
村
、
丹
波
山
村
で
、
い

く
つ
か
の
エ
リ
ア
に
分
か
れ
ま
す
。

明
治
時
代
の
多
摩
川

水
源
涵
養
と

伐
採
、
伐
流
と
の
衝
突

水
源
林
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
近
世

で
は
「
水
の
目
林
」
と
い
っ
て
、
農
業

用
水
の
源
と
な
る
森
林
を
守
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

水
源
林
の
ル
ー
ツ
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

８
２
１
年
（
弘
仁
12
）
の
大
政
官
符
令

に
も
、「
水
源
の
森
林
を
繁
茂
さ
せ
る

べ
し
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。

水
源
林
の
歴
史
は
、
水
道
利
用
す
る

下
流
の
人
々
と
、
森
林
の
位
置
す
る
地

元
の
人
々
の
間
の
歴
史
と
し
て
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ま
ず
明
治
時
代
か
ら
見
て
い
き
ま
し

ょ
う
。
青
梅
地
方
は
東
京
近
郊
に
立
地

す
る
足
場
丸
太
の
一
大
産
地
で
し
た
。

明
治
中
期
に
な
る
と
、
青
梅
丸
太
が
有

名
に
な
り
ま
す
。
そ
の
丸
太
は
、
江
戸

時
代
に
は
多
摩
川
を
筏
流
し
で
運
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

三
多
摩
地
域
（
北
多
摩
、
南
多
摩
、

西
多
摩
で
、
現
在
の
東
京
・
多
摩
地
域
）

は
、
明
治
26
年
に
東
京
府
に
移
管
さ
れ

る
ま
で
神
奈
川
県
に
編
入
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
神
奈
川
県
は
小
径
丸
太
の
産
出

を
奨
励
し
て
い
た
の
で
す
が
、
１
８
８

９
年
（
明
治
22
）
に
な
る
と
、「
東
京

市
の
上
水
道
の
水
源
で
こ
の
よ
う
な
丸

太
生
産
を
し
て
い
て
よ
い
の
か
」
と
い

う
声
が
挙
が
り
ま
す
。「
多
摩
川
上
流

で
水
量
が
減
少
し
て
い
る
ら
し
い
が
、

水
源
森
林
を
乱
伐
し
て
い
る
こ
と
が
原

因
で
は
な
い
か
。
市
と
し
て
は
近
代
水

道
を
敷
設
す
る
こ
と
も
あ
り
、
森
林
乱

伐
を
や
め
さ
せ
、
森
林
を
買
い
入
れ
て

は
ど
う
か
」
と
、
東
京
市
会
で
建
白
書

が
提
出
さ
れ
ま
す
。
こ
の
建
白
書
は
、

関
係
者
の
大
き
な
関
心
を
呼
び
ま
し
た
。

そ
の
２
年
後
の
１
８
９
１
年
（
明
治

24
）
に
な
る
と
、
神
奈
川
県
の
西
多
摩

郡
長
・
郡
民
の
双
方
が
、
現
在
の
日
の

出
町
あ
た
り
の
森
林
を
伐
採
し
た
い
と

い
う
希
望
を
神
奈
川
県
に
申
し
出
ま
す
。

こ
の
森
林
は
１
８
８
７
年
（
明
治
20
）

に
神
奈
川
県
が
水
源
涵
養
林
に
指
定
し
、

伐
採
や
土
地
の
掘
り
返
し
を
禁
じ
、
希

望
が
あ
れ
ば
県
の
許
可
が
必
要
で
あ
る

と
規
制
し
て
い
た
の
で
す
。
地
元
の
要

望
に
対
し
て
、
神
奈
川
県
は
こ
の
申
し

水源涵養と林業経営をめぐる森林思想史

溜める水と使う水

泉 桂子　いずみけいこ

日本獣医畜産大学非常勤講師
1996年東京大学農学部卒業。2001年東京大学
大学院農学生命科学研究科博士課程修了。著
書に『近代水源林の誕生とその軌跡－森林と
都市の環境史－』（東京大学出版会、2004）が
ある。 東京・羽村取水口
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溜める水と使う水

う
意
志
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
西
多

摩
は
東
京
府
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
神

奈
川
県
時
代
と
は
異
な
り
自
由
に
森
林

を
伐
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た

の
で
、
地
元
の
人
に
は
反
発
も
あ
り
ま

し
た
。

１
８
９
９
年
（
明
治
32
）
に
な
る
と

東
京
に
近
代
水
道
が
通
水
す
る
の
で
す

が
、
翌
年
に
奥
多
摩
の
日
原
で
フ
ラ
ン

ス
の
企
業
が
民
有
林
を
伐
採
し
よ
う
と

し
、
東
京
市
議
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
大

問
題
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ

の
山
梨
県
下
の
森
林
の
状
態
は
ど
う
だ

っ
た
か
と
い
え
ば
、
製
糸
工
場
が
ど
ん

ど
ん
建
て
ら
れ
、
動
力
源
に
蒸
気
機
関

が
導
入
さ
れ
、
燃
料
は
豊
富
な
森
林
資

源
が
用
い
ら
る
と
い
う
具
合
で
、
森
林

は
荒
廃
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
ま

ず
、
東
京
府
が
水
源
林
を
買
い
取
り
、

管
理
を
し
ま
し
た
。

は
げ
山
に

林
業
経
営
の
た
め
の
森
林
を

１
９
０
３
年
（
明
治
36
）
に
、
尾
崎

行
雄
が
東
京
市
長
に
な
り
ま
す
。
彼
は

水
源
管
理
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
た
市

長
で
し
た
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
近
代

水
道
に
も
一
応
の
目
途
が
つ
い
た
わ
け

で
す
が
、
水
質
も
あ
ま
り
よ
く
な
い
し
、

水
量
も
足
り
な
い
等
、
問
題
点
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
当
時

東
京
府
が
行
っ
て
い
た
水
源
林
管
理
を
、

東
京
市
が
調
査
し
、
水
源
林
を
東
京
市

出
を
許
可
し
ま
す
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め

て
東
京
市
民
と
神
奈
川
県
の
間
で
衝
突

が
起
き
る
わ
け
で
す
。

こ
の
衝
突
は
言
い
換
え
れ
ば
水
源
利

用
と
森
林
伐
採
の
衝
突
で
す
。
し
か
し

よ
く
見
る
と
、
筏
流
し
と
上
水
利
用
と

い
う
衝
突
も
垣
間
見
え
ま
す
。
多
摩
川

と
い
う
の
は
、
飲
用
水
利
用
と
筏
流
し

（
筏
流

ば
つ
り
ゅ
う

）
が
衝
突
し
た
唯
一
の
例
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
羽
村
取
水
堰
等
い
く

つ
か
の
堰
で
、
農
業
用
水
や
上
水
供
給

の
た
め
に
取
水
す
る
と
、
本
流
の
水
量

は
減
少
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
そ
れ

が
筏
流
し
に
と
っ
て
は
大
き
な
支
障
と

な
り
ま
す
。
１
８
８
０
年
（
明
治
13
）

に
木
材
業
者
が
筏
師
組
合
を
組
織
し
、

神
奈
川
県
知
事
に
筏
流
の
許
可
を
求
め

る
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
に
甲
武
鉄

道
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
前
身
）
が

開
通
し
、
木
材
、
薪
、
炭
や
、
八
王
子

や
多
摩
地
域
の
製
糸
、
生
糸
と
い
っ
た

産
品
が
、
鉄
道
で
東
京
ま
で
運
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
筏
流

は
廃
れ
て
い
き
、
板
束
と
平
板
は
１
９

０
０
年
（
明
治
33
）
の
筏
流
を
最
後
に
、

以
後
鉄
道
が
そ
れ
を
代
替
す
る
と
い
う

形
で
、
衝
突
は
自
然
解
消
し
ま
す
。

水
源
地
を
管
轄
し
た
い

と
い
う
東
京
府
の
渇
望

当
時
か
ら
、
東
京
府
が
多
摩
川
を
水

源
地
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。

東
京
府
と
し
て
は
、
多
摩
川
の
水
源

と
森
林
の
状
態
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

り
ま
し
た
。
と
は
言
っ
て
も
今
と
違
っ

て
、
上
空
か
ら
森
林
の
状
態
を
見
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
実
際
に
森
林
が
ど

の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
か
は
、

山
に
分
け
入
っ
て
調
べ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
東
京
府
の

担
当
者
が
神
奈
川
県
の
山
奥
ま
で
探
検

に
行
き
、「
水
干

み
ず
ひ

」
と
呼
ば
れ
る
多
摩

川
の
水
源
地
（
現
在
の
塩
山
市
）
を
突

き
止
め
、「
武
蔵
国
玉
川
泉
源
巡
検
記
」

と
い
う
報
告
書
を
著
し
ま
し
た
。
１
８

８
０
年
（
明
治
13
）
の
こ
と
で
す
。

１
８
９
０
年
（
明
治
23
）
に
パ
ー
マ

ー
等
の
意
見
を
参
考
に
作
ら
れ
た
「
東

京
市
区
上
水
設
計
第
２
報
告
書
」
で
も
、

多
摩
川
が
水
源
地
と
し
て
重
要
と
い
う

こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
報
告
書
に

東
京
市
で
は
水
源
涵
養
の
１
条
を
加
え

る
こ
と
を
議
決
し
、
上
流
の
水
源
林
を

き
ち
ん
と
管
理
す
る
こ
と
も
明
文
化
さ

れ
て
い
ま
す
。

東
京
府
は
１
８
９
２
年
（
明
治
25
）

に
三
多
摩
を
神
奈
川
県
か
ら
編
入
さ
せ

て
ほ
し
い
と
申
し
出
、
翌
年
に
実
施
さ

れ
ま
す
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、

東
京
府
が
自
分
の
水
源
で
あ
る
多
摩
川

を
管
轄
下
に
置
い
て
お
き
た
い
と
い
う

意
図
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
三
多
摩
地
方
は
自
由
民
権
運

動
の
盛
ん
な
地
で
し
た
の
で
、
そ
れ
を

首
都
東
京
で
管
轄
し
て
お
き
た
い
と
い

山梨・一の瀬高原山梨・一の瀬高原、、多摩川源流近く多摩川源流近く
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て
で
き
る
た
め
技
術
的
に
も
比
較
的
容

易
で
す
。

１
９
３
３
年
（
昭
和
８
）
の
東
京
市

の
森
林
経
営
計
画
で
は
、
樹
種
混
交
の

森
林
、
針
葉
樹
と
広
葉
樹
の
混
交
林
を

つ
く
っ
て
い
こ
う
と
し
ま
す
。

木
材
生
産
機
能
と
水
源
涵
養
機
能
の

両
方
を
、
発
揮
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で

し
ょ
う
ね
。

昭
和
の
時
代

風
致
の
維
持
か
ら
戦
時
経
済
へ

小
河
内
ダ
ム
・
貯
水
池
の
計
画
が
持

ち
上
が
る
の
は
１
９
３
１
年
（
昭
和
６
）

で
す
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
水
源
林

の
風
致
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き

ま
す
。
つ
ま
り
、
奥
多
摩
地
方
は
東
京

の
重
要
な
観
光
地
で
あ
る
と
い
う
意
識

で
す
。
小
河
内
貯
水
池
が
で
き
れ
ば
富

士
五
湖
の
よ
う
な
観
光
地
に
な
る
だ
ろ

う
と
い
う
声
も
挙
が
り
、「
水
源
林
も

風
景
に
配
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
ま
す
。

小
河
内
貯
水
池
・
ダ
ム
は
単
独
の
水

道
局
が
持
っ
て
い
る
ダ
ム
と
し
て
は
、

世
界
に
も
類
を
見
な
い
規
模
で
す
。
着

工
は
１
９
３
８
年
（
昭
和
13
）、
完
成

は
１
９
５
７
年
（
昭
和
32
）
で
、
戦
争

か
ら
戦
後
復
興
の
時
期
に
重
な
る
大
工

事
で
し
た
。

戦
中
期
間
は
水
源
林
も
木
材
資
源
の

供
給
地
と
し
て
乱
伐
に
遭
い
、
薪
炭
、

パ
ル
プ
、
製
材
品
に
供
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
１
９
３
９
年
（
昭
和
14
）
と
そ
の

翌
年
は
東
京
府
内
で
は
深
刻
な
木
炭
不

足
で
、
切
符
配
給
制
も
導
入
さ
れ
ま
し

た
。こ

の
時
、
間
伐
材
を
使
っ
た
パ
ル
プ

生
産
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
明
治

末
期
に
行
っ
た
大
植
林
が
資
源
と
し
て

成
熟
し
て
き
て
い
た
わ
け
で
す
。
戦
前

の
森
林
経
営
は
長
伐
期
で
、
酒
の
樽
な

ど
を
作
っ
て
い
た
吉
野
林
業
の
や
り
方

に
習
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
ど
こ
で
も
行
わ
れ
た
こ
と
で
す
が
、

１
９
４
２
年
（
昭
和
17
）
に
は
、
従
来

は
ス
ギ
は
80
年
、
ヒ
ノ
キ
80
年
〜
１
０

０
年
、
カ
ラ
マ
ツ
60
年
だ
っ
た
伐
採
予

定
年
齢
を
、
ス
ギ
は
40
年
、
カ
ラ
マ
ツ

50
年
、
ヒ
ノ
キ
60
年
と
引
き
下
げ
ま
す
。

そ
れ
だ
け
、
木
材
資
源
が
渇
望
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

水
源
林
管
理
組
織
も
１
９
３
３
年

（
昭
和
８
）
時
点
で
は
水
道
局
庶
務
課

林
務
係
で
し
た
が
、
１
９
４
３
年
（
昭

和
18
）
に
戦
時
体
制
と
し
て
東
京
都
制

が
施
行
さ
れ
る
と
、
経
済
局
に
移
管
さ

れ
ま
す
。「
戦
争
遂
行
と
民
政
安
定
の

た
め
に
木
材
資
源
を
供
給
せ
よ
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
財
産
林
と
し
て
森
林
を

見
な
し
、
水
源
涵
養
林
と
は
言
っ
て
い

ら
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。

戦
後
復
興
か
ら
拡
大
造
林
へ

戦
後
は
「
復
興
期
（
１
９
４
６
〜
１

９
５
５
）」
と
「
経
営
の
量
的
拡
大
期

（
１
９
５
６
〜
１
９
７
２
）」「
水
源
林

独
自
の
計
画
確
立
期
（
１
９
７
３
〜
２

０
０
１
）」
の
３
期
に
分
か
れ
ま
す
。

復
興
期
は
帝
都
復
興
の
た
め
の
木
材

供
給
が
水
源
林
の
使
命
に
な
り
ま
す
が
、

何
と
言
っ
て
も
水
源
林
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
の
は
次
の
「
量
的
拡
大
期
」

で
す
。
そ
の
「
量
的
拡
大
期
」
は
、
い

わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
期
で
、
木
材
バ

ブ
ル
の
時
代
で
し
た
。

小
河
内
ダ
ム
は
１
９
５
７
年
（
昭
和

32
）
に
完
成
し
ま
す
が
、
こ
の
こ
ろ
に

は
東
京
都
の
水
需
要
が
急
増
し
、「
小

河
内
貯
水
池
だ
け
で
は
東
京
の
水
源
に

な
ら
な
い
」
と
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
多
摩
川
の
他
に
、
水
源
と
し
て
新

水
系
を
利
根
川
に
求
め
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
多
摩
川
の
位
置
づ
け
が
変
わ
り

ま
す
。

１
９
６
１
年
（
昭
和
36
）
に
水
資
源

開
発
促
進
法
、
水
資
源
開
発
公
団
法
が

成
立
し
ま
す
。
水
資
源
公
団
と
い
う
の

は
大
雑
把
に
言
え
ば
東
京
に
水
を
持
っ

て
く
る
た
め
に
で
き
た
よ
う
な
組
織
で

す
か
ら
、
こ
こ
か
ら
利
根
川
水
系
の
開

発
が
始
ま
り
ま
す
。
た
だ
利
根
川
分
水

で
、
絶
対
的
な
水
量
不
足
は
解
消
で
き

た
の
で
す
が
、
水
利
権
は
多
摩
川
と
異

な
っ
て
入
り
組
ん
で
い
ま
す
し
、
ダ
ム

は
公
団
の
持
ち
物
で
す
か
ら
、
利
根
川

水
系
で
何
か
あ
っ
た
と
き
の
た
め
に
多

摩
川
は
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
意
味
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
量
的
に
は
少
な
く
て
も
、

意
味
合
い
は
大
き
い
の
で
す
。

が
直
接
管
理
す
る
し
か
な
い
と
い
う
結

論
を
出
し
ま
す
。
１
９
１
１
年
（
明
治

44
）
に
東
京
市
は
東
京
府
か
ら
水
源
林

を
買
い
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
大
き
な
足
が
か
り
を
与

え
た
の
は
、
吉
野
林
業
に
着
目
し
た
１

９
０
９
年
（
明
治
42
）
の
「
臨
時
水
源

経
営
調
査
委
員
会
報
告
書
」
で
す
。
そ

の
報
告
書
の
中
で
、
多
摩
川
は
地
形
も

流
量
も
吉
野
川
に
よ
く
似
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
吉
野
川
で
は
林
業

が
興
り
、
多
摩
川
で
は
興
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

吉
野
川
は
「
其
ノ
林
業
ノ
盛
ン
ナ
ル
カ

為
ニ
、
吉
野
川
ノ
流
レ
ハ
、
雨
後
ニ
モ

溷
濁
セ
ズ
、
透
明
ナ
ル
コ
ト
淵
底
ノ
魚

も
数
フ
ル
に
堪
へ
」
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

そ
う
で
、
多
摩
川
も
こ
の
よ
う
に
す
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
が
提
言
さ
れ
ま
し
た
。

す
で
に
、
１
８
９
７
年
（
明
治
30
）

に
河
川
法
、
砂
防
法
、
森
林
法
の
治
水

三
法
が
成
立
し
て
お
り
、
多
摩
川
上
流

の
荒
廃
は
激
し
く
、
は
げ
山
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
吉
野
林
業
を
模
倣
す
る
形

で
東
京
の
森
林
経
営
は
始
ま
っ
た
わ
け

で
す
。

１
９
０
９
年
（
明
治
42
）
か
ら
大
正

初
期
に
か
け
て
、
精
力
的
に
植
林
を
し

ま
す
。
当
初
計
画
は
毎
年
５
０
０
ha
の

森
林
を
植
林
す
る
計
画
で
し
た
。
こ
の

数
字
そ
の
も
の
も
か
な
り
無
理
が
あ
る

と
思
う
の
で
す
が
、
実
際
に
は
１
年
あ

た
り
３
５
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
新
植
を
行

い
ま
し
た
。
戦
後
の
一
番
多
い
、
拡
大

造
林
の
時
の
実
績
が
年
２
０
０
ha
で
す

か
ら
、
い
か
に
す
ご
い
勢
い
で
の
植
林

だ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
林
業
経
営
の
収
益
も
期
待
で

き
る
と
し
て
、
邁
進
し
た
わ
け
で
す
ね
。

１
９
２
１
年
（
大
正
10
）
ご
ろ
に
な
る

と
は
げ
山
へ
の
植
林
も
一
通
り
す
ん
で
、

造
林
の
ス
ピ
ー
ド
は
緩
や
か
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
ま
で
は
大
規
模
な
植
林
で
地

元
の
人
に
雇
用
の
場
を
与
え
て
き
た
の

で
す
が
、
今
度
は
毎
年
ど
れ
く
ら
い
、

ど
こ
の
木
を
伐
っ
て
よ
い
か
を
地
元
の

集
落
と
協
議
に
よ
っ
て
決
め
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

大
正
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
は
、

国
有
林
で
択
伐

た
く
ば
つ

が
流
行
り
ま
す
。
ド
イ

ツ
、
ス
イ
ス
な
ど
で
択
伐
が
流
行
し
、

針
葉
樹
の
一
斉
林
が
虫
害
、
風
害
に
弱

い
な
ど
の
認
識
が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

皆
伐

か
い
ば
つ

の
よ
う
に
木
を
み
ん
な
伐
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
く
、
何
本
か
抜
き
切
り

し
て
い
く
の
が
択
伐
で
、
そ
の
後
自
然

の
力
で
森
林
を
世
代
交
代
さ
せ
る
こ
と

を
天
然
更
新
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

地
元
の
人
が
択
伐
を
し
、
伐
っ
た
木
を

地
元
の
人
に
払
い
下
げ
る
と
い
う
方
式

を
と
り
ま
す
。
こ
れ
が
な
ぜ
機
能
し
た

か
と
い
う
と
、
地
元
の
人
々
が
炭
や
薪

を
欲
し
た
か
ら
で
す
。
特
に
炭
焼
き
が

大
事
な
産
業
で
、
小
さ
な
広
葉
樹
を
伐

っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
炭
焼
き
す
る
と

い
う
こ
と
は
地
元
の
利
益
に
適
う
こ
と

だ
っ
た
わ
け
で
す
。
薪
炭
材
の
更
新
は

萌
芽
（
ぼ
う
が
＝
ひ
こ
ば
え
）
に
よ
っ



富士山

丹沢山

浅間山

八ヶ岳

甲武信岳

雲取山
笠取山

大菩薩嶺

千曲川

久慈川

那珂川

荒川

笛吹川釜無川

多摩川

利根川

鬼怒川

大井川

相模川

富士川

霞ヶ浦

北浦

筑波山
涸沼

13

溜める水と使う水

上と右：「小さな分水嶺」のそばには、朽ちたウィンチが
取り残されている。数年前まで働いていたようにも見受け
られるのだが、エンジンで巻取られるワイヤーは木材を運
ぶためのものだろうか。
左：枝振りをよく見ると、北側にはまったく枝がない。大
工棟梁が製材した柱を見て、「南はこっち」と一目瞭然なの
が、理解できた。
下：水干周辺は山梨県なのに、水源林の管轄は東京都水道
局。カモシカやシカが多く、苗木の保護対策に苦慮してい
る。モミ、トウヒ、シラビソなどが育てられている。

多摩川の源流は、東京都の最高峰
雲取山のさらに奥、山梨県塩山市
笠取山の頂上近く、水干にある。
そのすぐ先には甲武信岳、日本海
へ流れ込む千曲川と大平洋側との
分水嶺。多摩川は日本の背骨近く
まで上っている。
水干の西には、「小さな分水嶺」
と称した三角錐の道標がたち、多
摩川、荒川、富士川の分水を示す。
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こ
の
時
代
に
は
木
材
生
産
の
拡
大
が

声
高
に
叫
ば
れ
ま
し
た
。
水
源
涵
養
機

能
に
適
し
て
い
る
と
い
わ
れ
た
「
針
広

混
交
多
層
林
」
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
り

ま
し
た
。

代
わ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
天

然
林
を
伐
採
し
て
人
工
林
に
す
る
と
い

う
「
拡
大
造
林
」
の
方
針
で
す
。
そ
の

た
め
、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
天
然

林
の
択
伐
は
縮
小
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
時
期
の
水
道
局
は
択
伐
に
消
極

的
で
、
地
元
と
の
合
意
が
あ
る
の
で
最

小
限
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

燃
料
革
命
で
薪
炭
材
の
市
場
価
値
が
な

く
な
り
、
天
然
更
新
で
薪
炭
で
は
な
い

別
の
用
途
の
木
を
供
給
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
た
の
に
、
そ
れ
に
応
え
る

技
術
を
確
立
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
背

景
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
代
の
経
営
計
画
の
特
徴
は
、

成
長
量
以
上
の
伐
採
を
計
画
し
た
こ
と

で
す
。
何
で
こ
ん
な
こ
と
が
ま
か
り
通

っ
た
の
か
と
い
う
と
、「
い
ま
造
林
し

て
い
る
針
葉
樹
の
成
長
が
早
い
の
で
、

い
ま
た
く
さ
ん
伐
っ
て
も
将
来
は
担
保

で
き
る
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
こ

れ
に
は
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
傲
慢

さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。

古
典
的
林
学
の
基
本
で
あ
る
、
森
林

の
再
生
可
能
な
範
囲
で
の
伐
採
と
い
う

考
え
方
も
、
当
時
は
林
学
の
中
で
「
古

く
さ
い
」
と
批
判
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）
に
は
成
長
量

以
上
の
木
材
を
伐
ら
な
い
と
い
う
立
場

と
、
成
長
量
以
上
の
木
材
を
伐
る
拡
大

生
産
の
立
場
と
で
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。

当
時
は
木
材
バ
ブ
ル
で
し
た
か
ら
、
あ

る
大
新
聞
の
社
説
に
「
国
有
林
伐
り
惜

し
み
論
」
と
い
う
の
が
載
り
、「
国
有

林
が
伐
り
惜
し
ん
で
い
る
か
ら
、
木
材

の
値
段
が
吊
り
上
が
る
の
だ
」
と
い
う

論
陣
を
張
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う

狂
騒
的
な
世
の
中
で
し
た
。

木
材
生
産
へ
の
要
求
が
高
く
な
る
一

方
、
東
京
都
の
主
た
る
水
源
が
利
根
川

水
系
に
移
行
し
た
こ
と
で
、
水
源
林
の

水
源
涵
養
機
能
の
重
要
性
も
薄
れ
た
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

水
源
涵
養
機
能
重
視へ

の
転
換

拡
大
造
林
の
転
換
点
は
１
９
７
２
年

（
昭
和
47
）
で
す
。
自
然
保
護
運
動
が

高
ま
り
、
日
本
自
然
保
護
協
会
が
水
道

局
に
意
見
書
を
出
し
ま
す
。

「
水
源
林
経
営
は
天
然
林
を
切
り
尽
く

し
て
、
治
山
治
水
上
問
題
が
多
い
。
木

材
生
産
と
水
源
涵
養
は
両
立
し
な
い
の

で
は
な
い
か
」
と
、
痛
烈
に
批
判
し
て

い
ま
す
。
こ
の
意
見
書
が
出
さ
れ
た
の

は
１
９
６
６
年
（
昭
和
42
）
で
す
が
、

一
つ
の
有
力
な
意
見
書
で
し
た
。
東
京

都
も
革
新
都
政
の
中
で
、
自
然
保
護
政

策
を
積
極
的
に
推
し
進
め
ま
す
。

１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
に
は
「
都

民
を
公
害
か
ら
防
衛
す
る
計
画
」
を
定

め
、
自
然
を
保
護
し
回
復
す
る
こ
と
を

施
策
上
の
重
要
課
題
に
し
ま
す
。
翌
72

年
（
昭
和
47
）
に
は
、「
自
然
の
保
護

と
基
本
的
回
復
方
向
」
を
定
め
て
、
残

っ
て
い
る
自
然
は
強
力
に
保
護
す
る
こ

と
に
な
り
、
水
源
林
は
小
笠
原
諸
島
な

ど
と
同
じ
よ
う
に
原
生
保
全
地
域
に
指

定
さ
れ
ま
す
。
林
業
経
営
も
自
然
保
護

に
留
意
し
、
開
発
行
為
は
認
め
な
い
と

明
言
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
の
地
元
と
の
関
係
も
こ
の

よ
う
な
規
制
に
よ
り
大
き
く
変
化
し
ま

す
。
そ
れ
ま
で
は
立
木
払
い
下
げ
で
地

元
と
の
経
済
関
係
を
つ
な
い
で
い
ま
し

た
が
、
１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
に
入
り
、

地
元
と
し
て
も
過
疎
で
人
手
が
な
く
な

り
、
消
防
や
学
校
の
維
持
管
理
で
金
が

か
か
る
と
い
う
こ
と
で
払
い
下
げ
を
や

め
る
代
わ
り
に
交
付
金
を
出
す
、
と
い

う
大
き
な
曲
が
り
角
を
迎
え
ま
す
。
森

林
の
木
材
を
媒
介
と
し
な
い
、
制
度
的

つ
な
が
り
を
地
元
と
結
び
直
す
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

明
治
以
降
一
貫
し
て
水
量
の
拡
大
を

求
め
て
き
た
水
利
用
の
あ
り
方
も
変
わ

り
、
１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
は
、

「
水
道
需
要
を
抑
制
す
る
施
策
」
を
発

表
し
、
水
道
局
自
身
が
水
需
要
を
抑
制

す
る
こ
と
で
需
給
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ

と
を
明
言
し
ま
し
た
。
画
期
的
な
出
来

事
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
80
年
代
か
ら
高
度
浄
水
処
理

が
取
り
入
れ
ら
れ
、「
安
全
で
お
い
し

い
水
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

上：小河内ダムでせき止められた
奥多摩湖を山梨と東京の県境から
望む。藻類が多く、除藻作業には
太陽光発電を使い、藻を運ぶ船も
太陽電池で動く。
右：水源林の山には尾根に滑走路
のような防火帯が備わっていると
ころが多く見られる。
左：小河内ダムの横にある「奥多
摩水と緑のふれあい館」には写真
の立体模型をはじめ、周辺の郷土
芸能まで紹介されている。
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溜める水と使う水

木
材
生
産
な
き

水
源
涵
養
林
の
時
代

私
は
木
材
生
産
と
水
源
涵
養
は
歴
史

的
に
見
る
限
り
両
立
す
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
現
在
は
木
材
生
産
の
需

要
が
相
対
的
に
非
常
に
小
さ
く
な
っ
て

い
る
時
代
で
す
。
で
も
逆
説
的
に
言
え

ば
、
だ
か
ら
こ
そ
今
の
状
況
は
利
害
を

離
れ
て
森
林
の
こ
と
や
水
の
こ
と
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
良
い
機
会
で
は
な

い
で
す
か
。
長
い
歴
史
を
振
り
返
っ
て

も
、
こ
ん
な
こ
と
は
、
か
つ
て
な
か
っ

た
わ
け
で
す
か
ら
。

水
の
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

子
供
、
孫
の
た
め
に
ど
う
い
う
森
を
つ

く
れ
ば
よ
い
か
、
夢
を
描
く
絶
好
の
チ

ャ
ン
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
水
源
涵
養
税

が
議
論
に
な
り
、
一
部
で
実
施
さ
れ
て

き
て
い
る
の
も
、
こ
う
い
う
時
勢
を
反

映
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
税
金

を
徴
収
す
る
だ
け
で
は
、
水
源
林
に
対

す
る
関
心
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
は
つ

な
が
り
ま
せ
ん
。
そ
の
税
金
を
誰
に
、

ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
も
難
し
い
問

題
で
す
。
単
な
る
委
託
に
陥
ら
な
い
、

下
流
か
ら
上
流
に
何
か
を
還
元
す
る
と

い
う
意
識
が
な
い
と
水
源
林
を
守
る
上

流
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
た

め
に
は
、
源
流
を
見
に
行
く
と
い
う
体

験
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
東
京
都
の
水
源
林
を
見
て
い

て
思
う
の
で
す
が
、
人
工
林
の
伐
期
を

伸
ば
す
と
い
う
の
は
一
つ
の
選
択
だ
と

思
い
ま
す
。
１
０
０
年
や
２
０
０
年
た

っ
た
人
工
林
と
い
う
の
は
見
た
目
は
天

然
林
と
変
わ
ら
ず
、
荘
厳
で
神
様
が
宿

っ
て
い
る
感
じ
す
ら
し
ま
す
。
そ
う
い

う
森
を
つ
く
っ
て
い
け
ば
、
水
源
涵
養

機
能
も
高
い
で
し
ょ
う
し
、
木
材
と
し

て
も
価
値
の
高
い
も
の
と
な
る
と
思
い

ま
す
。
長
伐
期
に
シ
フ
ト
す
る
と
い
う

選
択
肢
は
検
討
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
人
間
は
１
０
０
年
も
生
き
ら
れ
ま

せ
ん
か
ら
、
こ
れ
は
個
人
の
力
で
は
ど

う
に
も
な
ら
ず
、
社
会
的
な
仕
組
み
が

必
要
に
な
り
ま
す
ね
。

最
後
に
、「
利
用
と
は
何
か
」
と
い

う
点
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
水

は
世
の
中
を
回
っ
て
い
る
も
の
で
、
そ

の
輪
の
中
に
人
間
は
い
る
わ
け
で
す
。

水
を
使
う
と
き
は
、
上
流
か
ら
水
を
流

し
て
く
れ
る
人
が
い
る
わ
け
だ
し
、
自

分
が
使
っ
た
廃
水
も
川
や
海
に
流
れ
て

い
く
。

今
ま
で
の
水
資
源
開
発
は
、
使
え
ば

使
い
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
気
が
し
ま
す
。

近
代
水
道
の
歴
史
も
こ
う
し
て
追
っ
て

み
る
と
量
的
な
拡
大
の
歴
史
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
水
利
用
を
「
循
環
の
輪
」

で
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
ね
。

こ
う
し
た
水
道
局
側
の
動
き
に
合
わ

せ
る
よ
う
に
水
源
林
も
１
９
７
２
年

（
昭
和
47
）
に
は
天
然
林
の
伐
採
は
行

わ
な
い
、
拡
大
造
林
は
行
わ
な
い
、
人

工
林
伐
採
も
暫
時
減
少
さ
せ
る
と
軌
道

修
正
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
改
め
て
「
水
源
林
経
営
の
目

的
は
水
源
涵
養
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
こ

と
」
と
第
一
に
表
明
し
ま
す
。「
土
壌

の
浸
透
機
能
、
土
砂
流
出
防
止
機
能
の

高
い
森
林
を
造
成
す
る
」
と
定
め
、

「
木
材
生
産
は
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
」
と
明
文
化
し
ま
し
た
。
一
時
期

背
後
に
押
し
や
ら
れ
て
い
た
水
源
涵
養

機
能
が
こ
こ
で
ま
た
表
舞
台
に
登
場
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

昭和39年の東京青梅には、木材搬出のためのソリの道がまだ活きていた。
多摩百年史研究会編『写真集 目で見る多摩の一世紀』

財団法人東京市町村自治調査会1993 より
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中山幹康
なかやま みきやす

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
1954年生まれ。東京大学大学院農学系博士
課程修了。国際河川管理および地域計画学が
専門。国連環境計画専門職員、宇都宮大学、
東京農工大学を経て、2004年より現職。

利用の想像が国際河川の協力関係をつくる

上下流紛争の裏にある
排水と利用の構造

世
界
人
口
の
６
割
は

国
際
流
域
に
住
ん
で
い
る

最
近
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

（
水
の
安
全
保
障
）
と
い
う
言
葉
を
よ

く
聞
き
ま
す
。
水
資
源
は
、
１
国
だ
け

で
は
な
く
、
地
域
、
世
界
的
な
取
り
組

み
が
な
い
と
、
安
定
供
給
さ
れ
な
い
可

能
性
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が

最
近
広
ま
っ
て
お
り
、
資
源
の
確
保
や

環
境
の
保
全
、
改
善
に
は
、
国
家
、
地

域
、
世
界
レ
ベ
ル
で
の
戦
略
や
協
調
が

不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

国
際
流
域
が
私
の
テ
ー
マ
で
す
。
日

本
は
島
国
で
す
か
ら
、
２
つ
以
上
の
国

を
ま
た
ぐ
国
際
流
域
が
あ
り
ま
せ
ん
。

海
外
に
目
を
転
じ
る
と
、
２
つ
以
上
の

国
が
河
川
の
流
域
を
共
通
し
て
い
る
国

際
河
川
及
び
湖
沼
の
数
は
、
数
え
方
に

も
よ
る
の
で
す
が
、
２
８
０
ヶ
所
程
度

あ
り
ま
す
。
多
く
の
国
が
分
離
、
独
立

す
る
前
の
冷
戦
時
代
の
統
計
で
は
、
２

１
４
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
数
字
そ
の
も
の
は
問
題
で
は
な

く
、
む
し
ろ
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
流

域
が
世
界
の
陸
域
面
積
の
約
47
％
を
占

め
て
お
り
、
世
界
人
口
の
約
６
割
が
国

際
流
域
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
河
川
に
お
け

る
流
域
国
間
の
係
争
は
、
流
域
の
資
源

と
環
境
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
と
と

も
に
、
多
く
の
人
間
の
生
命
と
安
全
を

脅
か
す
こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。

島
国
に
住
ん
で
い
る
と
実
感
で
き
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
は
重
要
な
問
題
で
す
。

国
際
流
域
の
分
布
を
見
る
と
ア
フ
リ

カ
大
陸
は
国
際
流
域
の
割
合
が
多
い
地

域
で
す
。（
図
１
）
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
近
辺

を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
国
際
流
域
で

占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
北
ア
メ
リ
カ
も

一
見
す
る
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
し
か
な

い
印
象
で
す
が
、
北
ア
メ
リ
カ
に
は
大

河
川
が
多
く
、
そ
れ
を
カ
ナ
ダ
や
メ
キ

シ
コ
と
共
有
し
て
い
ま
す
。

ア
ジ
ア
に
目
を
や
る
と
、
中
国
か
ら

東
南
ア
ジ
ア
を
へ
て
ガ
ン
ジ
ス
の
ほ
う

ま
で
を
貫
く
分
布
が
見
ら
れ
、
も
う
一

つ
は
中
国
と
ロ
シ
ア
の
国
境
地
域
に
位

置
す
る
分
布
が
あ
り
ま
す
。（
図
２
）
中

国
か
ら
ロ
シ
ア
に
か
け
て
は
人
口
も
多

く
は
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
係
争
に
な
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
南
の
ほ
う
は
メ
コ
ン
、

ガ
ン
ジ
ス
、
サ
ル
ウ
ィ
ー
ン
、
イ
ン
ダ

ス
、
ア
ラ
ル
海
、
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ

ラ
テ
ス
な
ど
、
ア
ジ
ア
に
は
紛
争
の
火

種
に
な
り
そ
う
な
国
際
流
域
が
ひ
し

め
い
て
い
ま
す
。

対
立
よ
り
も
協
調

こ
の
よ
う
な
地
域
で
水
戦
争
が
起

き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
か
な
り
多

く
の
人
が
予
言
し
て
い
ま
す
。
ガ
リ

前
国
連
事
務
総
長
が
「
中
東
で
の
次

の
戦
争
は
水
資
源
を
め
ぐ
る
争
い
に

な
る
だ
ろ
う
」
と
言
い
、
世
界
銀
行

の
元
環
境
問
題
担
当
副
総
裁
は
「
21

世
紀
で
は
水
資
源
の
争
奪
か
ら
戦
争

が
起
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ま

す
。私

は
研
究
者
と
し
て
、
こ
れ
ら
の

見
解
を
あ
ま
り
信
じ
て
い
ま
せ
ん
。

と
い
う
の
は
、
水
資
源
を
め
ぐ
る
戦

争
を
起
こ
す
に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ

ま
り
に
も
コ
ス
ト
が
か
か
り
す
ぎ
ま

す
。
戦
争
を
起
こ
す
く
ら
い
な
ら
ば
、

脱
塩
淡
水
化
の
よ
う
な
コ
ス
ト
が
か

か
る
方
法
で
も
水
を
得
た
ほ
う
が
、

戦
争
よ
り
は
安
上
が
り
で
し
ょ
う
。

少
な
く
と
も
人
間
は
死
に
ま
せ
ん
し
。

そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、

私
自
身
は
こ
の
よ
う
な
予
言
を
真
に

受
け
て
は
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
社

会
的
責
任
の
あ
る
人
が
言
う
か
と
い

う
と
、
乾
燥
地
お
よ
び
半
乾
燥
地
に

お
い
て
人
口
が
急
増
し
つ
つ
あ
り
、

そ
れ
が
水
資
源
の
逼
迫

ひ
っ
ぱ
く

や
流
域
の
環

境
悪
化
を
招
い
て
い
る
と
い
う
事
実

が
あ
る
か
ら
で
す
。
特
に
中
東
の
乾

燥
地
に
は
、
戦
争
ま
で
起
き
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
予
言
を
さ
せ
る
に

至
っ
た
背
景
は
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
水
紛
争

は
増
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
図

の
３
は
オ
レ
ゴ
ン
州
立
大
学
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
か
ら
つ
く
っ
た
の
で
す
が
、

国
際
流
域
で
起
き
た
出
来
事
の
数
を

示
し
て
い
ま
す
。「
出
来
事
」
と
は
、

例
え
ば
あ
る
国
の
大
統
領
が
「
我
が

国
の
水
資
源
を
上
流
国
が
勝
手
に
使

っ
て
い
た
」
と
声
明
す
れ
ば
一
つ
の

出
来
事
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す
し
、

国
同
士
が
国
際
河
川
の
利
用
に
つ
い

て
協
定
を
結
べ
ば
そ
れ
も
一
つ
の
出

来
事
で
す
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
冷

戦
が
終
わ
っ
た
１
９
９
０
年
（
平
成

２
）
ご
ろ
か
ら
出
来
事
の
数
が
増
え

ま
す
。

い
く
つ
か
の
解
釈
が
で
き
ま
す
が
、

冷
戦
が
終
わ
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま

で
お
互
い
の
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
押
さ
え

ら
れ
て
い
た
係
争
が
噴
出
し
て
き
た
、

と
い
う
こ
と
が
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。
た
だ
、
こ
の
グ
ラ
フ
で
お
も

し
ろ
い
の
は
、
出
来
事
の
数
は
増
え

て
い
る
の
で
す
が
、「
対
立
的
な
出
来

事
」
が
「
協
調
的
な
出
来
事
」
を
超

え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

水
資
源
が
逼
迫
し
て
い
る
と
い
う

意
識
が
共
有
さ
れ
た
と
き
に
、
他
の

国
を
非
難
し
た
り
戦
争
し
た
り
す
る

よ
り
は
、
相
対
的
に
乏
し
く
な
っ
て
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い
る
資
源
を
、
何
と
か
協
調
的
な
方
法

で
賢
く
使
お
う
と
い
う
意
識
が
、
流
域

国
の
中
で
働
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
が
、
21
世
紀
に
は
水
戦
争
が

起
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
言
を
信
じ
な

い
理
由
で
す
。

出
来
事
の
性
質
を
分
類
し
、
そ
の
度

数
を
棒
グ
ラ
フ
に
表
し
た
の
が
図
の
４

で
す
。
真
ん
中
か
ら
上
側
が
協
調
的
な

出
来
事
、
下
側
が
対
立
的
な
出
来
事
で

す
。
真
ん
中
あ
た
り
は
被
害
が
少
な
い

軽
微
な
出
来
事
で
、
例
え
ば
あ
る
国
が

「
上
流
国
と
水
資
源
に
つ
い
て
協
調
関

係
を
進
め
た
い
」
と
ス
ピ
ー
チ
を
す
る

よ
う
な
口
頭
で
の
表
明
。
こ
れ
を
見
て

も
、
対
立
に
比
べ
て
、
協
調
の
努
力
が

存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

資
源
が
足
り
な
く
な
る
と
戦
争
が
起

き
る
、
と
い
う
考
え
方
は
一
見
も
っ
と

も
ら
し
い
の
で
す
が
、
歴
史
的
事
実
と

し
て
は
違
う
動
き
を
示
し
て
い
ま
す
。

国
と
国
と
は
、
可
能
な
限
り
仲
よ
く
す

る
。
そ
の
原
則
が
、
国
際
流
域
に
も
現

れ
ま
す
。

上
下
流
紛
争
の
構
図

こ
れ
ま
で
私
が
手
が
け
た
研
究
で
は
、

流
域
国
間
に
生
じ
た
係
争
解
決
や
合
意

形
成
プ
ロ
セ
ス
を
、
ア
ク
タ
ー
（
当
事

国
や
関
係
国：

流
域
国
、
国
際
機
関
、

援
助
国
）
の
利
害
分
析
か
ら
始
め
ま
す
。

事
例
と
し
て
は
ナ
イ
ル
川
、
メ
コ
ン
川
、

イ
ン
ダ
ス
川
、
ガ
ン
ジ
ス
川
、
ド
ナ
ウ

川
、
ザ
ン
ベ
ジ
川
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
、

オ
レ
ン
ジ
川
、
シ
ク
ス
ア
オ
ー
ラ
川
、

サ
ン
フ
ァ
ン
川
、
ア
ラ
ル
海
、
カ
ス
ピ

海
な
ど
を
扱
い
ま
し
た
。
流
域
国
間
の

係
争
を
緩
和
あ
る
い
は
防
止
し
、
流
域

国
が
協
調
関
係
を
形
成
す
る
た
め
に
遵

守
す
べ
き
「
行
動
規
範
」
を
探
求
し
ま

す
。
そ
こ
で
、
国
際
機
関
と
い
う
第
三

者
機
関
が
ど
の
よ
う
な
関
与
を
す
れ
ば
、

一
番
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
の
か
、
と

い
う
点
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
ガ
ン
ジ
ス
川
、
ド
ナ
ウ

川
、
イ
ン
ダ
ス
川
、
ナ
イ
ル
川
の
お
話

を
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の

国
際
河
川
で
は
、
１
９
５
０
年
代
以
降

に
上
下
流
国
の
領
土
内
に
お
け
る
水
利

構
造
物
（
ダ
ム
、
取
水
堰
な
ど
）
の
建

設
に
伴
っ
て
、
流
域
を
共
有
す
る
２
国

間
で
合
意
に
達
す
る
必
要
が
生
じ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
相
互
比
較
項
目
と
し
て

（
１
）
当
事
国
（
２
）
水
利
構
造
物

（
３
）
経
緯
（
４
）
問
題
点
（
５
）
合

意
の
成
否
（
６
）
合
意
に
達
し
た
（
し

な
い
）
理
由
、
の
６
項
目
に
つ
い
て
整

理
し
ま
し
た
。

そ
の
構
図
を
、
ガ
ン
ジ
ス
川
、
ド
ナ

ウ
川
、
ナ
イ
ル
川
に
つ
い
て
も
比
較
し

た
の
が
図
５
で
す
。

共
通
の
利
益
が上

下
流
を
結
ぶ

流
域
国
間
で
合
意
が
成
立
す
る
た
め

の
要
件
は
、
上
下
流
国
に
共
通
の
利
益

が
存
在
す
る
こ
と
で
す
。

ド
ナ
ウ
川
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
チ
ェ

コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
が
１
つ
ず
つ
ダ
ム
を

造
ろ
う
と
決
め
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
が
１

つ
造
っ
た
段
階
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
が

「
環
境
面
で
懸
念
が
あ
る
」
と
訴
え
た

例
で
す
。
こ
れ
は
国
際
河
川
の
調
停
と

し
て
は
初
め
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
に

持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
国
際
司
法
裁
判

所
と
い
う
の
は
、
原
告
と
被
告
の
双
方

が
、「
国
際
司
法
裁
判
所
の
合
意
に
従

う
」
と
合
意
し
な
い
限
り
、
裁
判
を
始

め
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
そ
れ
ま
で
は
、

上
流
側
が
合
意
し
な
か
っ
た
た
め
、
裁

判
が
始
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
両
国
が
国
際
司
法
裁
判

所
に
判
断
を
委
ね
た
か
と
い
い
ま
す
と
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
も
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
も
Ｅ
Ｕ

へ
加
盟
し
た
か
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
条

件
は
周
辺
国
と
係
争
が
無
い
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
国
際
司
法
裁
判
所
に
持
ち

込
ん
で
、
さ
っ
さ
と
決
着
を
つ
け
た
か

っ
た
と
い
う
の
が
理
由
で
す
。

イ
ン
ダ
ス
川
の
例
は
、
１
９
４
０
年

代
か
ら
の
話
で
す
。
１
９
４
７
年
（
昭

和
22
）
に
パ
キ
ス
タ
ン
が
イ
ン
ド
か
ら

独
立
す
る
ま
で
は
、
両
方
と
も
同
じ
国

で
し
た
の
で
、
イ
ン
ダ
ス
川
は
一
つ
の

行
政
区
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
多

く
の
用
水
路
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
真
ん
中
に
国
境
線
が
で
き
、

利
用
者
で
あ
る
パ
キ
ス
タ
ン
側
の
灌
漑
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枠
組
み
が
な
い
と
う
ま
く
い
か
な
い
と

い
う
、
世
界
的
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は

あ
っ
た
の
で
す
ね
。
た
だ
し
、
い
ま
だ

に
発
効
し
て
い
ま
せ
ん
。
批
准
国
が
少

な
い
の
で
す
。

批
准
し
て
い
な
い
国
の
一
つ
で
あ
る

中
国
は
、
い
く
つ
か
の
国
際
河
川
の
上

流
国
で
、
そ
の
権
限
を
侵
さ
れ
た
く
な

い
。
同
じ
く
ト
ル
コ
は
シ
リ
ア
や
イ
ラ

ク
と
過
去
数
十
年
に
渡
っ
て
、
水
資
源

に
つ
い
て
緊
張
関
係
に
あ
り
、
こ
れ
に

譲
歩
的
な
態
度
は
と
れ
ま
せ
ん
。
同
様

の
理
由
で
、
い
く
つ
か
の
大
国
が
棄
権

し
て
い
ま
す
。
日
本
も
同
様
で
す
。

「
日
本
に
は
国
際
河
川
が
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
」
と
い
う
の
が
公
式
見
解
で
す
が
、

他
の
大
国
を
刺
激
し
た
く
な
い
か
ら
、

と
い
う
解
釈
は
し
て
も
許
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
の
国
会
議
員
な
ど
に
話
を
し
ま

す
と
、
日
本
こ
そ
率
先
し
て
こ
の
条
約

を
批
准
す
べ
き
だ
と
言
う
人
も
多
い
で

す
ね
。
国
際
利
益
を
持
た
な
い
日
本
が

そ
の
よ
う
な
態
度
を
表
明
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
国
際
社
会
が
そ
ち
ら
に
い
く

べ
き
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
ら
れ

る
と
い
う
点
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
条
約
は
発
効
し
て
い
ま
せ
ん
の

で
強
制
力
は
持
ち
ま
せ
ん
が
、
無
駄
か

と
い
う
と
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

確
か
に
、
条
約
は
27
年
間
も
検
討
さ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
身
に
曖
昧
な

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
加

入
国
は
顕
著
な
損
失
を
与
え
て
は
な
ら

18

農
地
の
水
源
が
、
上
流
側
の
イ
ン
ド
領

か
ら
湧
出
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
な

り
ま
し
た
。
両
国
政
府
は
、
イ
ン
ダ
ス

川
の
水
利
シ
ス
テ
ム
を
共
同
管
理
す
る

と
い
う
英
国
の
提
案
に
は
同
意
せ
ず
、

イ
ン
ド
は
、「
言
う
こ
と
を
聞
か
な
け

れ
ば
水
を
や
ら
な
い
」
と
パ
キ
ス
タ
ン

側
を
威
嚇
し
ま
し
た
。
結
局
両
国
間
で

は
決
着
が
つ
か
ず
、
世
界
銀
行
が
10
年

に
渡
っ
て
仲
介
し
ま
し
た
。
結
論
は
簡

単
で
、「
各
国
と
も
、
自
分
の
領
土
の

川
で
自
分
た
ち
の
水
を
手
当
し
な
さ

い
」
と
い
う
も
の
で
す
。
た
だ
、
そ
の

た
め
に
、
パ
キ
ス
タ
ン
側
で
ダ
ム
や
用

水
路
を
造
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
世

界
銀
行
が
先
進
国
を
説
得
し
て
借
款
を

供
与
し
ま
し
た
。

な
ぜ
合
意
し
た
か
と
い
う
と
、
イ
ン

ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
両
国
と
も
こ
の
問
題

を
解
決
し
な
い
と
、
先
進
国
か
ら
の
イ

ン
ダ
ス
川
流
域
へ
の
開
発
援
助
は
与
え

ら
れ
な
い
と
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

先
進
国
か
ら
の
援
助
が
欲
し
い
と
い
う

点
で
は
、
両
国
と
も
同
じ
で
、
解
決
し

た
い
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
両
国

に
あ
り
ま
し
た
。

１
９
９
５
年
（
平
成
７
）
に
協
定
が

結
ば
れ
ガ
ン
ジ
ス
川
の
ケ
ー
ス
が
解
決

し
た
の
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
政
変

が
起
き
、
親
イ
ン
ド
的
な
政
権
が
で
き

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
イ
ン
ド
も

外
交
姿
勢
を
変
え
、
周
辺
国
と
友
好
的

な
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
偶
発
的
要
素
が
重
な
っ
た
こ

と
が
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で

の
50
年
間
は
、
直
接
的
な
共
通
利
益
が

無
い
ゆ
え
に
、
協
定
が
結
ば
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

ナ
イ
ル
川
も
同
様
で
、
ス
ー
ダ
ン
も

エ
ジ
プ
ト
も
、
世
界
銀
行
を
通
し
て
先

進
国
か
ら
の
資
金
供
与
を
受
け
た
か
っ

た
。
そ
こ
で
世
界
銀
行
は
、
供
与
の
条

件
と
し
て
係
争
解
決
を
突
き
つ
け
た
と

い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
。

国
際
流
域
の
係
争
調
停
の
合
意
の
条

件
は
、
第
一
に
流
域
国
に
共
通
の
利
益

が
存
在
す
る
こ
と
、
第
二
に
影
響
力
の

あ
る
第
三
者
が
存
在
す
る
こ
と
が
大
き

い
の
で
す
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
上
流
国

な
い
」
と
い
う
条
文
が
あ
る
の
で
す
が
、

何
が
顕
著
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、

「
顕
著
な
損
失
が
生
じ
な
け
れ
ば
い
い
」

と
い
う
考
え
方
に
は
、
個
人
的
に
懸
念

を
持
っ
て
い
ま
す
。
流
域
で
顕
著
な
損

失
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
水
資
源

が
相
対
的
に
不
足
し
て
き
て
い
て
、
は

じ
め
て
下
流
国
は
上
流
国
の
水
使
用
を

顕
著
と
思
う
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
顕

著
な
損
失
と
感
じ
る
前
の
水
資
源
利
用

に
つ
い
て
は
、
完
全
に
早
い
者
勝
ち
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
経
済
開
発
を
早

く
行
な
っ
た
も
の
が
勝
ち
と
な
り
、
こ

れ
が
国
際
社
会
と
し
て
認
め
ら
れ
る
ル

ー
ル
な
の
か
。
遅
れ
た
者
が
損
を
す
る

ル
ー
ル
は
正
し
い
の
か
、
と
い
う
こ
と

が
問
題
で
す
。

こ
の
よ
う
な
懸
念
は
あ
る
の
で
す
が
、

一
方
で
、
こ
の
条
約
は
国
際
的
な
慣
習

法
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。
27
年
間

の
検
討
の
蓄
積
が
あ
る
わ
け
で
す
。
イ

ン
ド
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
イ
ン
ド
と

ネ
パ
ー
ル
の
間
の
係
争
も
、
こ
の
条
約

の
草
案
を
も
と
に
解
決
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
す
る
と
、
こ
の
条
約
は
発
効
し

て
い
な
い
け
れ
ど
、
充
分
機
能
し
て
い

る
と
言
え
る
わ
け
で
、
無
駄
で
は
な
い

の
で
す
ね
。

国
際
機
関
が
果
た
し
う
る
役
割
で
す

が
、
私
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
流
域
国
に

係
争
が
生
じ
た
場
合
に
有
益
な
メ
カ
ニ

ズ
ム
と
い
う
よ
り
も
、
流
域
国
の
協
調

の
た
め
の
枠
組
み
を
つ
く
る
上
で
重
要

な
の
で
し
ょ
う
。

が
「
確
信
犯
」
と
し
て
水
利
施
設
の
建

設
を
黙
っ
て
先
行
さ
せ
な
い
こ
と
で
す
。

国
際
機
関
の
果
た
す
役
割

国
際
機
関
が
国
際
流
域
に
関
与
し
た

事
例
の
類
型
と
し
て
、
私
が
知
っ
て
い

る
主
な
も
の
の
中
で
興
味
深
い
の
は
、

「
問
題
の
所
在
を
訴
え
る
場
」
と
し
て

の
事
例
で
す
。
か
つ
て
、
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
が
国
連
総
会
で
イ
ン
ド
の
横
暴
を

訴
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
国
連
総
会

で
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
惨
状
を
救
う
よ

う
な
議
決
案
を
総
会
に
出
し
て
く
れ
と

要
求
し
た
と
き
、
国
連
総
会
は
そ
れ
を

拒
否
し
ま
し
た
。
そ
の
理
由
を
、
私
は
、

国
連
総
会
で
力
を
持
っ
て
い
る
大
国
の

ほ
と
ん
ど
が
国
際
河
川
の
最
上
流
国
、

あ
る
い
は
上
流
国
だ
か
ら
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
国
々
は
下
流
国
の

非
難
を
国
連
総
会
で
議
決
す
る
こ
と
は
、

次
の
瞬
間
に
は
自
分
に
降
り
か
か
っ
て

く
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
が
声
明
を
出
す
こ
と

は
許
し
ま
し
た
が
、
議
決
は
行
わ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。

国
連
総
会
は
国
際
流
域
に
関
す
る
世

界
的
な
枠
組
み
を
も
策
定
し
て
お
り
、

１
９
９
７
年
（
平
成
９
）
５
月
に
は

「
国
際
河
川
の
非
航
行
的
利
用
に
関
す

る
条
約
」
を
採
択
し
ま
し
た
。
１
９
７

０
年
（
昭
和
45
）
か
ら
27
年
間
、
討
議

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
、
国
際
河

川
の
利
用
に
つ
い
て
は
何
か
国
際
的
な
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上下流紛争の裏にある排水と利用の構造

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
復
興
が

ア
ラ
ル
海
流
域
の
係
争
を
招
く

ア
ラ
ル
海
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
カ

ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
、
ト
ル

ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
の
５

カ
国
が
流
域
国
と
な
っ
て
い
ま
す
。
上

流
で
水
を
使
い
す
ぎ
た
た
め
に
干
上
が

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ア
ラ
ル
海
に
流
れ
込
む
川
は
南
北
２

つ
あ
り
ま
す
が
、
南
の
川
は
ア
ム
ダ
リ

ア
川
で
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
の
雪
解
け
水

と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
雪
解
け
水
が
源

流
で
す
。
途
中
の
平
地
は
ア
フ
ガ
ニ
ス

る
だ
け
で
は
な
い
か
」
と
い
う
、
質
問

を
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て

彼
は
「
バ
ー
チ
ャ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
い

う
形
で
解
釈
し
な
い
と
き
に
、
ど
の
よ

う
な
解
決
が
あ
る
の
か
考
え
て
ほ
し
い
。

そ
れ
で
は
、
戦
争
に
い
き
か
ね
な
い
。

バ
ー
チ
ャ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
考
え
る

こ
と
で
、
水
を
め
ぐ
る
利
用
の
関
係
を

分
離
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。

彼
の
言
う
こ
と
は
、
も
し
か
し
た
ら

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
先
延
ば
し
に
し

て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、

人
々
の
頭
の
中
に
、
ど
う
い
う
セ
ク
タ

ー
と
水
と
の
関
係
が
あ
る
か
を
想
起
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、「
水
が
な

い
、
大
変
だ
」
と
い
っ
て
戦
争
を
起
こ

す
よ
う
な
短
絡
的
な
思
考
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
、
よ
り
合
理
的
な
判
断
の
幅
を

広
げ
る
効
果
は
あ
る
で
し
ょ
う
。

利
用
と
の
関
連
で
水
を
見
直
す
こ
と

は
、
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
時
期
、

使
う
セ
ク
タ
ー
等
に
よ
り
、
水
利
用
も

水
の
付
加
価
値
も
違
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
相
当
な
量
の
情
報
を
共
有
し
、

そ
の
情
報
に
透
明
性
が
な
い
と
、
議
論

は
始
ま
り
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
の
利
用
を
想
像
す
る
情
報
と
知
識
の

共
有
が
必
要
な
の
で
す
が
、
多
く
の
国

際
流
域
で
は
残
念
な
が
ら
、
ま
だ
そ
こ

ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

バ
ー
チ
ャ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ
ー

の
意
味

ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
の
ト
ニ
ー
・
ア

ラ
ン
は
バ
ー
チ
ャ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
（
仮

想
水
）
と
い
う
考
え
方
を
１
９
９
８
年

（
平
成
10
）
に
示
し
ま
し
た
。
出
発
点

は
「
な
ぜ
中
東
で
水
を
め
ぐ
る
戦
争
が

起
き
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
で
す
。

自
分
の
食
糧
生
産
に
費
や
す
水
は
非
常

に
少
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
賄
え

て
い
る
の
は
、
他
国
か
ら
食
糧
を
輸
入

し
て
い
る
か
ら
、
つ
ま
り
食
糧
を
育
て

る
の
に
投
入
さ
れ
た
他
国
の
水
を
い
わ

ば
バ
ー
チ
ャ
ル
な
形
で
輸
入
し
て
い
る

と
考
え
た
わ
け
で
す
。

水
と
い
う
も
の
を
量
だ
け
で
見
て
い

る
と
、
明
ら
か
に
紛
争
の
合
意
点
は
な

い
が
、
他
の
セ
ク
タ
ー
と
関
連
さ
せ
て

考
え
る
と
、
解
決
が
見
え
て
く
る
こ
と

も
多
い
。
ト
ニ
ー
・
ア
ラ
ン
は
そ
れ
を

食
糧
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
仮
想
水
と

い
う
考
え
方
を
示
し
た
わ
け
で
す
。

こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
い
ま
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
は
食
糧
援
助
漬
け
を
脱
却

し
、
自
給
へ
移
行
す
る
た
め
の
援
助
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
に

そ
れ
は
正
し
い
の
か
と
い
う
根
本
的
な

疑
問
も
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

た
だ
し
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ

ー
の
考
え
方
に
つ
い
て
ト
ニ
ー
・
ア
ラ

ン
は
、「
貧
し
い
国
の
問
題
が
解
決
し

な
い
で
、
富
め
る
国
の
結
果
が
よ
く
な

ギ
ス
タ
ン
、
下
流
が
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
に

な
り
ま
す
。
こ
の
２
つ
の
国
の
間
で
、

排
水
の
問
題
で
争
い
が
起
き
て
い
ま
す

し
、
同
様
の
問
題
が
ア
ム
ダ
リ
ア
川
の

上
流
国
の
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
と
下
流
国
の

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
間
で
も
起
き
て
い

ま
す
。

ど
う
い
う
問
題
か
と
い
い
ま
す
と
、

上
流
国
の
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
に
ダ
ム
が
あ

り
、
冬
に
水
力
発
電
し
、
そ
の
排
水
を

下
流
に
流
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
下
流
の

国
は
、
冬
に
水
が
来
て
も
う
れ
し
く
な

い
。
農
業
生
産
を
し
て
い
る
か
ら
、
水

は
夏
に
き
て
ほ
し
い
の
で
、
ま
っ
た
く

利
害
が
合
わ
な
い
わ
け
で
す
。
電
力
セ

ク
タ
ー
と
灌
漑
セ
ク
タ
ー
で
は
、
水
を

使
う
時
期
が
違
う
か
ら
、
ま
す
ま
す
利

害
の
調
整
が
難
し
い
。
そ
こ
で
ど
う
解

決
す
る
か
で
す
が
、
下
流
の
国
々
が
キ

ル
ギ
ス
タ
ン
に
対
し
て
、「
冬
場
の
電

力
を
供
給
す
る
か
ら
、
冬
に
水
を
使
わ

な
い
で
、
夏
に
放
水
し
て
ほ
し
い
」
と

頼
む
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
送
電
網
を
つ

く
っ
て
、
下
流
国
が
電
力
を
キ
ル
ギ
ス

タ
ン
に
融
通
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
で

す
。
合
意
に
達
す
る
手
段
と
し
て
は
、

送
電
網
を
つ
く
る
た
め
の
海
外
援
助
を

す
る
こ
と
が
有
効
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
上
流
の
農
薬
排
水
が
、
下
流
の

住
民
の
健
康
問
題
と
な
る
こ
と
も
有
り

得
ま
す
。
１
国
の
中
で
も
上
流
と
下
流

で
水
の
利
用
の
仕
方
が
違
う
こ
と
も
想

定
で
き
、
複
雑
な
様
相
を
示
し
て
い
ま

す
。

タ
ン
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
食

糧
生
産
の
た
め
に
灌
漑
農
業
を
展
開
す

る
と
、
ア
ラ
ル
海
に
流
入
す
る
水
を
ほ

ぼ
使
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
１
９
７
０
年

代
後
半
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
農
業

は
自
給
し
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
２
０

０
１
年
段
階
で
は
、
自
給
率
は
そ
の
半

分
く
ら
い
で
す
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の

人
口
予
測
も
難
し
い
の
で
す
が
、
戦
争

後
の
人
口
増
加
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

食
糧
を
増
産
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ

で
、
灌
漑
農
業
の
拡
大
が
推
進
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
下
流
国
の
立
場
か
ら
見

る
と
、
今
ま
で
水
を
使
っ
て
い
な
か
っ

た
上
流
国
が
水
を
使
う
、
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ラ

ル
海
そ
の
も
の
へ
の
影
響
と
い
う
よ
り

も
、
下
流
国
の
農
業
生
産
へ
の
影
響
が

大
き
く
、
か
な
り
深
刻
な
問
題
が
生
じ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
援
助
機
関
は
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
の
国
内
だ
け
を
見
て
、
灌
漑
農

業
の
拡
大
を
進
め
て
い
ま
す
。
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
へ
の
援
助
と
、
下
流
国
へ
の

食
糧
援
助
や
灌
漑
効
率
の
改
善
を
、
統

括
的
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

排
水
を
め
ぐ
る

国
際
流
域
の
紛
争

ア
ラ
ル
海
の
状
況
は
、
排
水
で
も
同

様
で
す
。
ア
ラ
ル
海
の
北
側
に
シ
ル
ダ

リ
ア
と
い
う
川
が
あ
り
、
上
流
が
キ
ル

アムダリア川�

シルダリア川�
Aral 
Sea

Caspian
Sea

Islamabad

Tashkent

Ashgabat

Bishkek
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見
え
る
、
見
え
な
い

ま
ず
２
つ
の
興
味
深
い
事
例
を
挙
げ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

排
水
を
ど
う
捉
え
る
か
で
興
味
深
い

と
思
っ
た
の
は
、
静
岡
県
掛
川
市
の
排

水
浄
化
施
設
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
今

ま
で
は
、
ど
こ
に
立
地
さ
せ
よ
う
と
し

て
も
み
ん
な
が
嫌
が
る
、
い
わ
ば
嫌
わ

れ
者
の
施
設
で
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ

の
市
長
は
市
役
所
の
隣
に
造
り
ま
し
た
。

浄
化
施
設
だ
け
で
は
な
く
、
生
物
循
環

パ
ビ
リ
オ
ン
と
い
う
も
の
を
造
り
、
排

水
を
処
理
す
る
プ
ロ
セ
ス
や
、
配
管
な

ど
が
全
部
見
え
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。

微
生
物
処
理
な
ど
も
、
顕
微
鏡
な
ど
で

観
察
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

汚
水
処
理
場
と
い
う
と
汚
い
感
じ
が

し
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
近
く
の
主
婦
や

子
供
た
ち
が
や
っ
て
来
て
、
お
昼
は
弁

当
を
食
べ
て
い
る
。
県
の
職
員
で
あ
る

館
長
さ
ん
も
、「
汚
水
処
理
場
」
と
い

う
と
汚
い
仕
事
と
思
わ
れ
が
ち
で
、
訊

か
れ
て
も
答
え
づ
ら
か
っ
た
の
が
、
今

は
誇
り
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言

っ
て
い
ま
し
た
。

排
水
を
隠
し
て
見
え
な
く
す
る
の
で

は
な
く
、
あ
え
て
見
せ
る
こ
と
で
関
心

を
持
っ
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
新
た
な

関
わ
り
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
技

術
と
人
間
の
関
わ
り
を
回
復
す
る
一
つ

の
方
法
で
し
ょ
う
ね
。

第
２
の
事
例
は
、
茨
城
県
霞
ヶ
浦
の

ア
サ
ザ
で
す
。
霞
ヶ
浦
は
首
都
圏
の
水

が
め
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
現
在

の
水
位
は
湖
の
本
来
の
水
位
と
違
っ
て

い
ま
す
。
本
来
、
ア
サ
ザ
の
種
が
で
き

る
冬
に
は
水
位
が
下
が
っ
て
い
て
、
夏

に
水
位
が
上
が
る
と
ア
サ
ザ
は
水
に
浮

い
て
大
き
く
な
る
。
ア
サ
ザ
の
サ
イ
ク

ル
と
水
位
は
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
今
は
冬
も
水
位
が
高
い

た
め
ア
サ
ザ
は
発
芽
が
で
き
な
く
な
る
。

湖
岸
の
植
生
の
サ
イ
ク
ル
と
、
い
ま

我
々
が
水
を
使
う
サ
イ
ク
ル
が
異
な
っ

て
い
る
の
で
、
湖
岸
を
再
生
し
よ
う
と

し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、

霞
ヶ
浦
を
水
が
め
と
し
て
と
ら
え
て
、

た
だ
水
が
溜
ま
っ
て
い
れ
ば
よ
い
と
考

え
て
い
る
か
ら
で
す
。
溜
め
る
た
め
の

水
位
調
整
で
あ
っ
て
、
自
然
と
人
の
利

用
が
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
２
つ
の
事
例
は
、
現
代
の
技
術

と
利
用
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
非
常

に
象
徴
的
で
す
。

汎
用
的
技
術
と

生
活
に
根
ざ
し
た
技
術

私
は
、
技
術
に
は
２
種
類
あ
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。

近
代
的
な
技
術
と
い
う
の
は
、
人
間

の
知
か
ら
離
れ
た
所
で
組
織
化
さ
れ
、

あ
る
種
の
体
系
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

個
人
的
、
主
観
的
な
知
を
そ
ぎ
落
と
し
、

汎
用
的
な
知
は
つ
く
ら
れ
ま
す
。
例
え

ば
、
い
ま
私
の
話
を
録
音
し
て
い
る
テ

ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
は
、
ど
こ
で
も
誰
で

も
使
え
る
と
い
う
こ
と
で
汎
用
的
な
技

術
で
す
。

20
世
紀
初
頭
の
フ
ォ
ー
ド
の
Ｔ
型
車

の
大
量
生
産
は
、
汎
用
技
術
の
象
徴
で

す
。
そ
れ
以
前
に
は
作
り
手
と
使
い
手

の
関
係
性
が
あ
り
、
特
定
の
人
間
関
係

の
中
に
こ
そ
技
術
が
あ
り
ま
し
た
。

昔
の
鍬
や
刀
の
よ
う
な
も
の
は
、
鍛

冶
屋
が
使
い
手
の
特
性
を
踏
ま
え
て
作

っ
て
い
ま
し
た
。
使
い
手
と
の
関
わ
り

の
中
で
、
そ
の
利
用
を
考
慮
し
て
作
り

上
げ
て
い
く
道
具
で
し
た
。
利
用
の
仕

方
が
生
活
の
形
態
に
結
び
つ
き
、
生
活

に
合
わ
せ
た
技
術
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
生
活
に
根
ざ
し
た
技
術
で
あ
っ
て
、

誰
も
が
ど
こ
で
も
使
え
る
と
い
う
汎
用

的
な
互
換
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
「
汎
用
性
」
と
「
個
別
生
活
へ

の
応
用
」
を
分
け
て
考
え
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
一
口
に
技
術
と
言
っ
て
も
、

技
能
と
技
術
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
で

す
。
技
能
は
文
字
通
り
、
技
術
を
使
う

能
力
の
こ
と
で
、
人
間
そ
の
も
の
に
付

随
し
ま
す
。
一
方
、
技
術
は
人
間
か
ら

分
離
し
て
も
存
在
し
ま
す
。

機
械
と
の
関
係
を
例
に
と
る
と
、
機

械
を
身
体
の
延
長
と
捉
え
る
部
分
と
、

人
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
自
動
化
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
自

動
車
は
、
運
転
す
る
と
い
う
行
為
に
よ

っ
て
私
の
身
体
の
延
長
と
い
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
身
体
の
一
部

見えない技術で生きるための環境技術倫理

排除することと 使いこなすこと
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きとう しゅういち
恵泉女学園大学教授
1951年生まれ。東京大学理学系研究科博
士課程単位取得退学。東京農工大学農学部
教授などを経て現職。専門は環境倫理学・
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―
自
転
車
な
ど
は
、
使
い
こ
な
せ

そ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、
自
動
車

だ
と
そ
う
も
い
か
な
い
。
技
術
が
見
え

る
か
見
え
な
い
か
と
い
う
問
題
は
大
き

い
で
す
ね
。

技
術
は
見
え
た
ほ
う
が
い
い
し
、
見

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
に
向
き
合

っ
て
く
れ
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
も
、
中
が
ブ

ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
す
。
い
っ
た
ん
故

障
し
た
ら
普
通
の
人
間
に
は
治
す
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

の
部
分
を
内
包
す
る
も
の
は
、
１
０

０
％
信
頼
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、

１
０
０
％
使
い
こ
な
す
こ
と
も
で
き
な

い
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
に
と
っ
て
関
わ

り
の
あ
る
存
在
と
し
て
１
０
０
％
対
象

化
す
る
（
外
化
す
る
）
こ
と
が
で
き
な

い
存
在
な
わ
け
で
す
。

原
子
力
発
電
所
も
同
様
に
ブ
ラ
ッ
ク

ボ
ッ
ク
ス
で
す
。
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
の

事
故
は
、
緊
急
炉
心
冷
却
装
置
が
働
い

た
の
に
、
そ
れ
を
誤
作
動
だ
ろ
う
と

「
優
秀
な
」
技
術
者
が
止
め
て
し
ま
っ

た
こ
と
で
起
こ
り
ま
し
た
。

こ
の
場
合
、
技
術
を
「
使
い
こ
な
そ

う
」
と
い
う
立
場
で
、
そ
れ
を
機
械
の

誤
作
動
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、
普
段

か
ら
機
械
を
１
０
０
％
信
用
し
て
い
な

い
こ
と
が
、「
自
分
の
感
覚
で
判
断
す

る
」
と
い
う
思
い
を
抱
か
せ
た
の
で
し

ょ
う
。

か
と
い
っ
て
、「
自
分
の
感
覚
で
判

断
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
形
で
機

械
に
向
き
合
え
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

も
で
き
な
い
。
機
械
の
誤
作
動
は
よ
く

起
き
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
う
ま
く
対

応
し
て
使
い
こ
な
す
の
が
優
秀
な
技
術

者
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
を
機
械
に
任
せ

る
よ
う
で
は
優
秀
な
技
術
者
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
大
変
矛
盾
し
て
い
る
の
で
す

が
、
こ
こ
に
現
代
の
技
術
の
悲
劇
性
が

あ
り
ま
す
。

―
同
じ
構
図
は
現
代
の
水
利
施
設

に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
ね
。

何
百
年
に
一
度
の
想
定
外
の
災
害
が

起
き
た
ら
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
水
利
技

術
は
無
効
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
大

変
な
大
雨
が
降
っ
た
と
き
、
ダ
ム
を
放

流
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
よ
く
わ
か
ら

な
い
な
ど
、
設
計
時
に
は
予
測
不
可
能

な
こ
と
が
現
実
に
は
起
こ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
と
き
に
、
予
防
原
則
の
考
え

方
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。

予
防
原
則
と
は

世
の
中
に
は
、
科
学
的
、
数
値
的
な

確
実
性
の
中
で
対
処
し
よ
う
と
す
る
と
、

問
題
が
拡
大
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま

す
。
日
本
の
例
で
言
え
ば
、
１
９
５
６

年
（
昭
和
31
）
に
奇
病
と
い
わ
れ
た
水

俣
病
の
例
な
ど
は
そ
の
典
型
で
す
。
工

場
が
排
出
す
る
有
機
水
銀
に
原
因
が
あ

排除することと使いこなすこと

と
思
っ
て
い
た
自
動
車
に
は
、
分
解
す

る
と
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
い

る
よ
う
な
部
分
も
組
み
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
自
動
車
の
調
子
が
悪
く
な
っ
た
ら
、

簡
単
に
は
治
せ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
よ

く
わ
か
ら
な
い
も
の
を
何
食
わ
ぬ
顔
で

使
っ
て
い
る
技
術
と
い
う
も
の
存
在
す

る
わ
け
で
、
技
術
と
人
間
と
の
関
係
は

非
常
に
複
雑
な
も
の
で
す
。

使
い
こ
な
す

多
様
な
状
況
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な

技
術
を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
こ
れ
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

の
一
つ
で
し
ょ
う
。
参
加
と
い
う
こ
と

も
、「
自
分
た
ち
の
技
能
で
技
術
を
使

い
こ
な
す
た
め
に
必
要
な
関
わ
り
」
と

い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
使
い
こ

な
せ
る
技
術
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
テ
レ
ビ
の
よ
う
に
、
何
か
不
具
合

が
起
き
る
と
電
子
基
盤
ご
と
交
換
す
る

も
の
は
、
も
う
生
活
知
を
越
え
て
い
ま

す
。
電
子
基
盤
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

と
な
っ
て
、
自
分
た
ち
の
手
に
負
え
な

い
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
何
も
技
術
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
く
、
自
然
現
象
で
も
同
様
で
す
。

自
然
に
し
て
も
、
す
べ
て
生
活
知
で
つ

き
あ
え
る
わ
け
は
な
く
、
災
害
の
よ
う

に
理
解
を
超
え
た
事
柄
も
あ
る
。
逆
に

言
え
ば
、
わ
か
ら
な
い
な
り
の
つ
き
合

い
方
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
す
。
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る
こ
と
は
、
熊
本
大
学
の
研
究
班
が
59

年
に
発
表
し
ま
し
た
。
た
だ
、
か
な
り

の
科
学
者
が
厳
密
な
科
学
的
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
探
求
に
こ
だ
わ
っ
た
た
め
に
、
対

処
が
後
手
に
回
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

現
実
に
対
処
す
る
た
め
は
、
や
は
り
、

そ
れ
で
は
ま
ず
い
わ
け
で
す
。

科
学
か
ら
不
確
実
性
を
、
完
全
に
排

除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

「
科
学
的
に
明
確
に
わ
か
ら
な
く
て
も
、

前
も
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
予
防
的
な
措

置
を
講
じ
よ
う
」
と
い
う
予
防
原
則
の

考
え
方
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
１

９
９
０
年
代
か
ら
言
わ
れ
始
め
、
92
年

（
平
成
４
）
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
も
使

わ
れ
ま
し
た
。

た
だ
、
国
に
よ
っ
て
力
点
が
違
っ
て

い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
は
環
境
を

取
り
扱
う
場
合
の
行
動
原
理
と
し
て
、

比
較
的
緩
や
か
に
考
え
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
原
理
と

し
て
考
え
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
り
、

予
防
的
措
置
に
対
し
て
厳
格
で
す
。
予

防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ん
だ
り
、
リ
ス

ク
を
確
率
的
に
き
ち
ん
と
計
算
し
て
事

に
当
た
る
べ
き
と
い
う
考
え
方
が
主
流

で
す
。
日
本
の
環
境
省
は
、
ま
だ
、
明

確
に
、
予
防
原
則
を
環
境
政
策
の
柱
に

据
え
る
こ
と
に
は
踏
み
切
っ
て
い
ま
せ

ん
。

予
防
的
に
行
動
す
る
た
め
に

は
「
あ
る
べ
き
論
」
が
必
要

そ
こ
で
、
水
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

普
通
、
社
会
的
な
技
術
を
考
え
る
と

き
に
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す

る
も
の
を
調
査
し
、
そ
れ
に
応
じ
る
シ

ス
テ
ム
を
作
り
ま
す
。
水
に
つ
い
て
誰

が
ど
の
程
度
利
用
し
、
今
の
需
要
に
合

う
よ
う
に
、
ど
う
い
う
上
下
水
道
に
し

た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
よ
う
に
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
水
が
大
量
に
使
わ
れ

て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
で
シ
ス
テ

ム
を
造
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
で

き
あ
が
っ
て
み
た
ら
使
用
量
は
そ
れ
ほ

ど
多
く
な
か
っ
た
と
い
う
、
予
想
と
実

際
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
ま
す
。

た
だ
「
現
実
の
生
活
で
そ
れ
ほ
ど
膨

大
な
水
を
使
う
生
活
を
し
て
も
よ
い
の

か
」
と
い
う
、
も
っ
と
根
元
的
な
「
こ

う
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
考
え
方
も
あ

っ
て
然
る
べ
き
で
す
。

こ
の
先
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
生

活
を
し
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
、
選
ば

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
は
不
確

実
性
と
多
元
性
が
あ
り
ま
す
。
従
来
の

よ
う
に
最
大
予
測
だ
け
を
考
慮
し
た
シ

ン
プ
ル
過
ぎ
る
造
り
方
は
、
技
術
の
在

り
方
か
ら
「
あ
る
べ
き
論
」
が
抜
け
落

ち
て
い
る
か
ら
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
る

の
で
す
。

今
後
は
、
使
用
の
最
大
予
測
を
優
先

す
る
よ
り
も
使
用
を
抑
制
す
る
ほ
う
が

よ
い
場
合
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
、
そ
の
場
合
に
ど
の
よ
う
な
技
術

が
必
要
か
、
と
い
っ
た
、
い
ろ
い
ろ
な

利
用
を
予
防
的
に
想
定
し
て
技
術
を
捉

え
る
考
え
方
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

予
防
的
に
技
術
を
捉
え
る
こ
と
は
、

技
術
が
「
見
え
る
・
見
え
な
い
」
こ
と

に
大
き
く
依
存
し
て
い
ま
す
。

蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
上
水
が
出
て
く
る

し
、
水
洗
ト
イ
レ
を
流
せ
ば
目
の
前
か

ら
汚
物
が
見
る
間
に
消
え
て
無
く
な
り

ま
す
。
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
、

ど
こ
に
行
く
の
か
を
知
ら
な
く
て
も
、

整
備
さ
れ
た
イ
ン
フ
ラ
が
機
能
し
て
い

る
こ
と
で
、
水
は
我
々
に
と
っ
て
見
え

な
い
存
在
に
な
り
ま
し
た
。
見
え
な
い

こ
と
が
無
関
心
に
つ
な
が
り
、「
こ
う

あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
意
識
が
希
薄
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

我
々
が
ど
う
い
う
風
に
水
を
利
用
し
、

排
水
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
技
術
が

ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
リ
ン

ク
し
て
考
え
、
生
活
に
根
ざ
し
た
技
術

を
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ

う
ね
。

見
え
な
い
技
術
を

使
い
こ
な
す
に
は

「
見
え
な
い
技
術
を
見
え
る
よ
う
に
す

る
こ
と
」
と
、「
使
い
こ
な
し
感
」
は

関
係
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

掛
川
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
技
術

が
見
え
て
い
る
と
愛
着
も
生
ま
れ
、
排

水
に
関
し
て
市
民
の
意
識
も
変
わ
る
。

市
役
所
の
隣
の
場
所
と
い
う
見
え
る
場

所
だ
か
ら
こ
そ
、
市
民
も
変
な
こ
と
は

し
な
い
だ
ろ
う
と
安
心
す
る
。

自
動
車
で
い
え
ば
、
使
い
こ
な
す
技

術
が
簡
単
で
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
れ
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ば
、
動
い
て
当
た
り
前
で
意
識
し
な
い

存
在
に
な
る
。
逆
に
あ
ま
り
故
障
ば
か

り
起
き
る
と
、
外
化
さ
れ
た
技
術
を
信

用
で
き
な
く
な
る
。
使
い
こ
な
し
の
バ

ラ
ン
ス
が
重
要
で
す
。
そ
れ
と
、
運
転

を
誤
る
と
自
分
に
危
う
さ
が
及
ぶ
と
い

う
意
味
の
、
主
体
的
な
使
い
こ
な
し
感

は
別
の
観
点
か
ら
必
要
で
す
。

水
に
関
し
て
い
え
ば
、
程
の
良
さ
を

保
つ
た
め
に
、
せ
め
て
自
分
の
使
っ
て

い
る
水
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
に
排
水

さ
れ
て
い
る
の
か
ぐ
ら
い
は
知
っ
て
い

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。

今
の
私
た
ち
は
、
水
道
に
無
関
心
す

ぎ
ま
す
。
雨
水
利
用
な
ど
、
水
利
用
の

多
元
性
は
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
多
元
性
を
つ
く
る
た
め
に
は
、

水
を
媒
介
に
し
て
、
背
後
に
あ
る
人
間

関
係
を
感
じ
取
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
す
。
例
え
ば
、
ボ
ト
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ

ー
も
地
域
振
興
で
作
っ
て
い
る
な
ど
い

ろ
い
ろ
事
情
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
ス

ー
パ
ー
の
店
頭
で
そ
れ
を
見
て
い
る
と

き
に
は
背
後
に
何
が
あ
る
か
を
知
ら
な

い
わ
け
で
す
。
そ
れ
も
一
種
の
関
係
性

の
不
足
で
す
。
水
の
利
用
を
通
じ
て
、

背
後
の
森
が
見
え
た
り
、
そ
の
水
を
作

っ
て
い
る
人
が
見
え
た
り
と
、
い
ろ
い

ろ
な
関
わ
り
が
見
え
て
こ
な
い
こ
と
に

は
、
多
元
的
な
水
利
用
は
難
し
い
で
す
。

さ
ら
に
、
利
用
を
多
義
的
に
捉
え
、

そ
れ
に
応
じ
て
技
術
を
柔
軟
に
運
用
す

る
こ
と
も
大
事
で
す
。
水
が
め
と
し
て

の
利
用
を
想
定
さ
れ
て
い
る
霞
ヶ
浦
の

例
を
出
し
ま
し
た
が
、
実
は
鹿
島
工
業

地
帯
の
工
業
用
水
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て

い
な
い
な
ど
、
余
っ
て
い
る
所
、
足
り

な
い
所
が
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
余
剰
、
不

足
は
不
確
実
な
用
途
に
よ
っ
て
も
絶
え

ず
変
動
す
る
わ
け
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ

て
柔
軟
に
水
を
使
い
回
す
こ
と
も
大
事

で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
霞
ヶ
浦

を
水
が
め
と
い
う
単
一
機
能
と
し
て
見

な
い
で
、
多
元
的
な
用
途
に
開
か
れ
た

湖
と
し
て
捉
え
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。

―
利
用
者
が
ど
の
よ
う
に
水
を
使

い
た
い
の
か
と
い
う
情
報
を
出
し
て
、

合
意
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。

そ
れ
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
別

の
利
用
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
単
一
機
能
の
背
後
に
、
多
様
な
つ

な
が
り
を
発
見
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま

す
。
技
術
を
導
入
す
る
か
廃
止
す
る
か

と
い
う
二
分
法
で
は
だ
め
で
す
。
議
論

の
場
を
開
き
、
技
術
を
柔
軟
に
運
用
す

る
こ
と
が
大
事
で
、
多
様
な
用
途
の
均

衡
点
を
話
し
合
い
で
見
つ
け
る
こ
と
が
、

今
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

使
い
こ
な
し
は
、

暮
ら
す
た
め
の
技
能

技
術
を
使
い
こ
な
し
た
り
柔
軟
に
運

用
す
る
に
は
、
技
能
が
必
要
で
す
。

「
生
活
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
本
来

は
「
暮
ら
す
た
め
の
技
能
を
発
揮
す
る
」

こ
と
だ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
「
使
い
こ
な
す
」

と
い
う
言
葉
は
、
生
業
を
営
む
た
め
の

技
能
、
人
と
人
と
が
つ
な
が
る
技
能
、

そ
の
土
地
で
暮
ら
す
技
能
と
い
っ
た
、

生
活
す
る
た
め
の
個
人
的
レ
ベ
ル
の
技

能
を
意
識
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

言
葉
を
「
技
術
を
、
社
会
的
な
関
わ
り

の
中
で
生
活
に
応
用
す
る
」
と
い
う
意

味
で
使
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
都
市
は
こ
う
し
た
技
能
が
無

く
て
も
暮
ら
せ
る
よ
う
に
造
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
こ
と
で
暮
ら
す
技
術
が

希
薄
に
な
っ
た
弊
害
が
、
都
市
か
ら
地

方
へ
も
波
及
し
て
い
ま
す
。

水
に
関
し
て
い
え
ば
、
排
水
が
ど
こ

へ
行
く
か
知
る
こ
と
は
、
新
た
な
関
係

性
を
考
え
る
出
発
点
に
な
り
ま
す
。
水

が
循
環
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
実
感

し
に
く
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
自
分

の
排
出
し
た
水
が
ど
う
い
う
風
に
自
分

に
戻
っ
て
く
る
の
か
を
知
る
と
、
水
循

環
は
身
近
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、

自
分
が
社
会
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
も
、

生
活
を
自
分
で
設
計
す
る
第
一
歩
に
な

り
ま
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
と
水
と

の
多
様
な
関
わ
り
を
見
出
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
が
、
水
を
使
い
こ
な
す
こ
と

に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。

排除することと使いこなすこと
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人間を扶養する力を持つ水効率とは

塩
害
を
押
さ
え
込
め
る
か

戦
後
、
人
工
的
な
潅
漑
農
業
が
世
界

中
に
広
が
り
ま
し
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
や

イ
ン
ド
の
潅
漑
施
設
を
整
備
し
た
の
は

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ア
メ
リ
カ
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
オ
ラ
ン
ダ
が
そ
れ

ぞ
れ
、
技
術
と
資
本
力
で
潅
漑
農
地
を

広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

潅
漑
排
水
に
お
け
る
「
排
水
」
は
、

「
湿
地
排
水
」
と
「
乾
燥
地
排
水
」
に

分
か
れ
ま
す
。

湿
地
排
水
は
、
多
す
ぎ
る
水
を
排
除

潅漑排水の
効率化が必要だ

す
る
こ
と
で
、
洪
水
排
除
と
一
脈
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
排
水

と
い
う
と
、
多
く
は
こ
ち
ら
を
意
味
し

ま
す
。

一
方
、
乾
燥
地
排
水
は
「
塩
害
防
止
」

の
た
め
の
排
水
。
塩
害
と
は
、
土
中
の

塩
が
地
表
に
吹
き
出
て
く
る
現
象
で
す
。

パ
キ
ス
タ
ン
を
例
に
と
り
ま
す
と
、
そ

の
年
間
降
水
量
は
３
０
０
mm
程
度
で
、

日
本
の
約
５
分
の
１
で
す
。
降
雨
に
も

川
の
水
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
塩
類
が
含

ま
れ
、
そ
れ
は
長
年
の
間
、
土
中
に
沈

積
し
て
い
ま
す
。
土
に
染
み
込
ん
だ
潅

漑
水
が
作
物
の
根
か
ら
吸
収
さ
れ
る
と

き
に
、
土
中
の
塩
も
一
緒
に
、
毛
細
管

現
象
で
土
の
上
へ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

乾
燥
地
で
は
降
水
量
に
比
べ
て
蒸
発
量

が
極
端
に
多
く
、
こ
の
こ
と
が
塩
類
化

が
起
こ
り
や
す
い
条
件
で
も
あ
り
ま
す
。

塩
害
が
起
き
た
潅
漑
地
で
は
、
地
表
面

が
塩
で
真
っ
白
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

塩
害
は
自
然
の
状
態
で
は
起
こ
り
に

く
い
。
不
適
切
な
潅
漑
と
排
水
不
良
や
、

地
下
水
位
の
上
昇
に
よ
り
引
き
起
こ
さ

れ
ま
す
。
世
界
で
、
少
な
く
と
も
２
７

０
０
万
ha
の
土
地
で
塩
害
が
広
が
っ
て

い
る
と
い
わ
れ
、
現
在
、
塩
害
の
状
況

が
も
っ
と
も
ひ
ど
い
地
域
が
パ
キ
ス
タ

ン
、
中
国
西
北
部
、
イ
ン
ド
で
す
。

こ
の
解
決
の
た
め
に
、
乾
燥
地
排
水

が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
一
挙
に
水
を
か

け
地
表
に
上
が
っ
て
き
た
塩
を
、
大
量

の
水
で
下
に
押
し
戻
す
、
リ
ー
チ
ン
グ

（leach
in
g

）
と
い
う
方
法
を
用
い
ま
す
。

水
の
量
は
、
作
物
必
要
水
量
の
４
分
の

１
程
度
。
１
年
に
１
回
か
ら
２
回
、
一

挙
に
か
け
ま
す
。
塩
分
濃
度
の
高
い
そ

の
水
は
、
地
区
外
に
排
除
す
る
た
め
に

排
水
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
潅
漑
と
排

水
路
は
セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
る
も
の
と

い
え
ま
す
。

平
ら
な
土
地
で
は排水

が
難
し
い

乾
燥
地
排
水
は
、
言
葉
に
す
る
と
湿

地
の
排
水
よ
り
簡
単
な
よ
う
に
聞
こ
え

ま
す
。
し
か
し
、
塩
害
を
起
こ
し
て
い

る
土
地
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
真

っ
平
ら
な
土
地
で
す
か
ら
、
塩
分
濃
度

の
高
い
水
を
排
水
す
る
の
に
苦
労
す
る

の
で
す
。

今
、
世
界
の
潅
漑
農
地
は
、
２
億
８

０
０
０
万
ha
あ
り
ま
す
。
全
農
地
は
15

億
ha
で
す
か
ら
、
潅
漑
農
地
は
そ
の

19
％
を
占
め
、
し
か
も
、
そ
の
７
割
は

ア
ジ
ア
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
パ
キ
ス

タ
ン
の
パ
ン
ジ
ャ
ブ
平
原
は
１
４
０
０

万
ha
、
世
界
最
大
の
大
潅
漑
農
地
で
、

日
本
の
全
農
地
の
３
倍
以
上
。
い
か
に

広
い
か
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
パ
ン
ジ
ャ
ブ
平
原
で
は
、
土

地
の
勾
配
は
わ
ず
か
に
５
３
０
０
分
の

１
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
１
ｍ

の
落
差
は
５
・
３
km
離
れ
な
い
と
得
ら

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
中
で
塩
を
除
去

す
る
に
は
、
排
水
が
難
し
い
。
ち
な
み

に
、
日
本
で
は
、
川
は
１
０
０
分
の
１

地表に吹きだした塩
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潅漑排水の効率化が必要だ

い
う
日
本
の
農
地
面
積
の
５
〜
６
倍
程

度
の
農
地
を
作
っ
た
の
と
同
じ
効
果
が

あ
る
わ
け
で
す
。
今
あ
る
２
億
８
０
０

０
万
ha
の
潅
漑
効
率
を
上
げ
る
こ
と
は
、

現
実
的
な
選
択
肢
で
す
。

水
管
理
組
織
の
い
ろ
い
ろ

潅
漑
効
率
を
上
げ
る
方
法
は
、
ハ
ー

ド
と
ソ
フ
ト
の
両
面
が
あ
り
ま
す
。

ハ
ー
ド
面
で
は
、
水
が
ど
ん
ど
ん
地

中
に
染
み
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
土
水

路
で
は
な
く
、
水
の
ロ
ス
が
少
な
い
コ

ン
ク
リ
ー
ト
水
路
に
す
る
よ
う
な
事
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

水
路
シ
ス
テ
ム
は
人
間
の
血
管
の
よ

う
な
も
の
で
す
か
ら
、
ゲ
ー
ト
を
制
御

し
な
い
と
水
量
の
調
整
が
で
き
ま
せ
ん
。

ゲ
ー
ト
の
操
作
は
誰
か
が
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
が
な
さ
れ
て

い
な
い
事
例
は
い
く
ら
で
も
見
ら
れ
ま

す
。
ハ
ー
ド
の
施
設
整
備
は
必
要
で
す

が
、
そ
れ
を
操
作
管
理
す
る
ソ
フ
ト
の

ほ
う
が
は
る
か
に
重
要
で
す
。

こ
の
ソ
フ
ト
の
主
体
を
担
う
の
が
水

管
理
組
織
で
、
日
本
で
い
え
ば
土
地
改

良
区
で
す
ね
。
英
語
で
はW

U
A

（w
ater

u
sers

association

）
と
呼

ば
れ
ま
す
。
こ
れ
に
も
千
差
万
別
が
あ

り
ま
す
。

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
シ
ル
ダ
リ
ア
川
の

中
流
に
ク
ジ
ル
オ
ル
ダ
と
い
う
潅
漑
地

区
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
世
界
銀

行
の
技
術
者
と
意
見
交
換
を
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ソ
連
邦
が
崩
壊
し
た
た

め
に
資
金
が
途
絶
し
、
潅
漑
シ
ス
テ
ム

が
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
、
彼

ら
は
調
査
に
来
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
の

処
方
箋
は
「
日
本
に
は
土
地
改
良
区
と

い
う
す
ぐ
れ
た
ソ
フ
ト
が
あ
る
。
そ
れ

を
こ
こ
で
も
作
れ
ば
よ
い
。
必
要
な
管

理
経
費
は
組
合
費
と
し
て
徴
収
す
れ
ば

よ
い
」
と
い
う
も
の
で
す
。
彼
ら
は
、

制
度
を
作
れ
ば
、
す
ぐ
に
機
能
す
る
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
事
は

そ
う
簡
単
に
は
進
み
ま
せ
ん
。

水
利
共
同
体
が
う
ま
く
機
能
す
る
に

は
、
い
く
つ
も
の
必
須
条
件
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
み
ん
な
が
理
解
し
て
、
コ

ン
セ
ン
サ
ス
が
成
り
立
ち
、
は
じ
め
て

制
度
は
機
能
し
ま
す
。
日
本
で
土
地
改

良
法
が
成
立
し
た
の
は
１
９
４
９
年

（
昭
和
24
）
で
す
が
、
土
地
改
良
区
が

う
ま
く
機
能
し
て
い
る
背
景
に
は
、
室

町
時
代
か
ら
の
水
争
い
の
苦
い
経
験
が

蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
で
し

ょ
う
。
自
分
勝
手
な
言
い
た
い
放
題
の

態
度
で
は
共
同
体
組
織
は
成
り
立
た
な

い
と
い
う
こ
と
を
、
み
ん
な
が
知
っ
て

い
ま
す
。「
言
い
た
い
こ
と
を
少
し
押

さ
え
る
こ
と
が
全
体
の
利
益
に
つ
な
が

る
」
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
り
立

つ
ま
で
、
４
０
０
年
か
か
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
理
解
し
な
い
で
、
制
度
だ

け
を
移
植
で
き
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
場
合
、
私
は
「
彼

ら
は
こ
れ
ま
で
ソ
連
邦
の
管
理
体
制
で

労
働
者
と
し
て
農
業
を
営
ん
で
き
た
。

く
ら
い
の
勾
配
で
す
。
も
っ
と
緩
や
か

な
の
が
メ
コ
ン
で
、
１
万
３
０
０
０
分

の
１
と
な
っ
て
い
ま
す
。

排
水
を
流
す
に
は
、
作
物
の
根
の
深

さ
よ
り
下
に
暗
渠
を
掘
り
、
さ
ら
に
そ

の
下
の
レ
ベ
ル
に
明
渠
を
掘
ら
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
明
渠
の
深
さ
は

３
〜
４
ｍ
は
必
要
と
な
る
。
４
ｍ
の
深

さ
で
水
が
有
効
に
流
れ
る
に
は
20
km
の

距
離
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
も
、

そ
の
間
の
排
水
路
に
雑
草
が
生
え
ず
、

土
砂
が
た
ま
ら
な
い
よ
う
に
し
て
、
断

面
を
良
好
に
保
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
多
く
の
途
上
国
で
は
、
資
金
も

人
手
も
な
い
た
め
、
そ
の
維
持
管
理
が

難
し
い
の
が
現
状
で
す
。
し
か
も
、
牛

が
排
水
路
を
渡
る
と
、
法の
り

面
が
崩
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

こ
ん
な
具
合
で
、
潅
漑
設
備
が
整
備

さ
れ
て
も
排
水
が
う
ま
く
い
か
な
い
た

め
に
、
塩
害
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
効

率
の
悪
い
農
業
経
営
に
陥
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。
排
水
の
面
か
ら
見
て
も
、
農

業
の
生
産
環
境
は
ど
ん
ど
ん
劣
化
し
て

い
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

世
界
の
潅
漑
農
地
の
内
、
パ
キ
ス
タ

ン
、
イ
ン
ド
、
中
国
を
中
心
に
２
７
０

０
万
ha
が
塩
害
を
被
っ
て
お
り
、
こ
れ

は
世
界
の
潅
漑
農
地
の
10
分
の
１
を
占

め
る
大
変
な
事
態
な
の
で
す
。

潅
漑
効
率
を
上
げ
る

潅
漑
農
地
で
作
ら
れ
る
農
産
物
は
、

世
界
の
農
産
物
生
産
量
の
４
割
。
潅
漑

農
業
で
の
単
位
水
量
あ
た
り
収
量
は
天

水
農
業
の
２
倍
で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら

増
え
続
け
る
人
口
を
養
う
た
め
に
、
潅

漑
農
業
の
役
割
は
非
常
に
重
要
で
す
。

し
か
し
15
年
前
に
ア
ジ
ア
の
各
国
を
調

べ
た
と
き
、
潅
漑
と
排
水
が
両
方
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
効
率
的
に
使
用
さ
れ
て
い

る
農
地
は
約
６
割
で
し
た
。
多
く
は
、

排
水
が
機
能
し
て
い
な
い
の
で
す
。

現
在
、
潅
漑
が
可
能
な
地
域
は
ほ
ぼ

開
発
し
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
上

潅
漑
農
地
を
大
幅
に
増
や
す
の
は
無
理

で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
潅
漑
効
率
を
上
げ

る
こ
と
で
、
新
た
に
水
を
確
保
し
た
の

と
同
じ
効
果
が
得
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば

１
０
０
万
ｔ
の
水
の
全
部
が
作
物
の
生

育
に
有
効
に
働
け
ば
、
そ
れ
は
潅
漑
効

率
１
０
０
％
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
蒸
発
散
な
ど

の
ロ
ス
も
あ
る
以
上
あ
り
え
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
１
０
０
万
ｔ
の
内
60
万
ｔ
が

有
効
に
使
わ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
60
％

の
潅
漑
効
率
を
得
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
現
実
的
に
は
相
当
良

い
状
況
で
す
よ
。
私
の
印
象
と
し
て
は
、

世
界
の
多
く
の
潅
漑
農
地
で
平
均
50
％

以
下
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、

ひ
ど
い
所
で
は
20
％
と
い
う
所
も
あ
る
。

パ
ン
ジ
ャ
ブ
な
ど
も
、
少
な
い
水
を
広

く
ば
ら
ま
き
す
ぎ
て
い
る
の
で
、
潅
漑

効
率
は
低
い
の
が
現
状
で
す
。
現
在
の

潅
漑
効
率
を
仮
に
50
％
と
し
て
、
そ
れ

を
10
％
上
げ
れ
ば
、
２
８
０
０
万
ha
と

エジプトの揚水機
サキア



そ
こ
に
自
主
的
な
管
理
組
織
を
持
ち
込

み
、
自
分
た
ち
の
創
意
工
夫
で
運
営
し

ろ
と
い
う
の
は
非
現
実
的
だ
。
む
し
ろ
、

会
社
組
織
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
」
と
言

い
ま
し
た
。
水
供
給
施
設
の
管
理
に
は

資
金
が
必
要
で
、
使
用
者
は
水
の
量
に

応
じ
て
、
つ
ま
り
従
量
制
で
料
金
を
払

い
ま
す
。
こ
う
い
う
地
域
で
は
、
水
管

理
会
社
と
受
益
者
と
の
間
で
契
約
が
発

生
す
る
よ
う
な
関
係
が
現
実
的
で
す
。

一
方
、
多
く
の
モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
の

途
上
国
で
は
、
会
社
方
式
で
は
な
く
、

土
地
改
良
区
の
よ
う
な
も
の
の
ほ
う
が

適
し
て
い
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
の
選
択
に

は
、
そ
の
土
地
の
歴
史
に
適
し
て
い
る

か
ど
う
か
も
、
よ
く
見
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。

水
利
的
分
権
統
治

水
利
共
同
体
と
し
て
う
ま
く
機
能
す

る
条
件
は
、
２
つ
あ
り
ま
す
。
１
つ
は

帰
属
意
識
を
持
つ
こ
と
で
す
。
自
分
は

そ
の
水
利
組
織
に
所
属
し
て
い
る
メ
ン

バ
ー
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
す
。

も
う
１
つ
は
所
有
者
意
識
が
あ
る
こ
と

で
す
。
所
有
者
意
識
と
い
う
の
は
、
水

や
施
設
に
対
し
て
「
お
ら
が
財
産
」
と

い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
で
す
。

譬た
と

え
話
で
、
公
共
バ
ス
と
自
前
の
自

転
車
と
い
う
話
を
よ
く
学
生
に
す
る
の

で
す
。
隣
町
に
行
く
と
き
、
あ
な
た
は

公
共
バ
ス
と
自
分
の
自
転
車
の
ど
ち
ら

を
選
び
ま
す
か
？
　
公
共
バ
ス
な
ら
ス

ピ
ー
ド
も
早
い
。
と
こ
ろ
が
、
途
中
で

故
障
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
と
き
乗
客
で
あ
る
あ
な
た
は
、
運
転

手
と
協
力
し
あ
っ
て
、
バ
ス
を
修
理
す

る
で
し
ょ
う
か
。
普
通
は
し
ま
せ
ん
ね
。

乗
客
に
と
っ
て
負
う
べ
き
義
務
は
バ
ス

料
金
を
払
う
こ
と
で
、
し
か
も
、
す
で

に
払
っ
て
い
る
。
帰
属
意
識
も
所
有
者

意
識
も
な
い
か
ら
、
文
句
は
言
っ
て
も
、

自
分
で
修
理
は
し
な
い
。
一
方
、
自
転

車
だ
と
遅
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
自

ら
メ
ン
テ
ン
ス
を
し
、
自
分
の
ペ
ー
ス

で
目
的
地
に
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

大
規
模
潅
漑
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な

い
の
は
、
公
共
バ
ス
と
同
じ
だ
か
ら
で

す
ね
。
そ
れ
に
比
べ
、
昔
の
溜
池
の
よ

う
な
小
規
模
潅
漑
は
自
分
の
自
転
車
の

よ
う
な
も
の
で
、
一
見
非
効
率
的
に
見

え
な
が
ら
結
果
的
に
目
的
を
達
す
る
に

は
適
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

両
者
の
違
い
は
、
帰
属
意
識
、
所
有
者

意
識
を
持
つ
仕
組
み
が
で
き
て
い
る
か

ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
水
路
の
分
岐
点
毎
に
水
溜
、

調
整
池
を
作
っ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

用
水
の
水
は
、
調
整
池
が
な
け
れ
ば
フ

ロ
ー
の
ま
ま
で
、
流
れ
て
い
る
水
を

「
自
分
の
も
の
」
と
判
定
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
す
。
し
か
し
、
仮
に
農
家
が

共
有
す
る
用
水
の
一
番
上
の
所
に
調
整

池
を
作
る
と
、
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た

水
が
一
旦
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。
ス
ト

ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
で
、
所
有
者
意
識
が

生
ま
れ
ま
す
。
フ
ロ
ー
の
ス
ト
ッ
ク
化
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見
て
歩
い
て
考
え
た
八
郎
潟

ヘ
ド
ロ
に
沈
む
ト
ラ
ク
タ
ー

「
村
に
来
た
初
め
の
こ
ろ
は
、
田
圃
に
ト

ラ
ク
タ
ー
が
ど
ん
ど
ん
沈
ん
で
、
乗
っ
て

い
る
人
間
の
首
く
ら
い
ま
で
埋
ま
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
仲
間
が
総
出
で
、

周
囲
の
土
を
掘
り
返
し
た
り
、
丸
太
を
車

輪
の
下
に
入
れ
て
助
け
上
げ
た
。
こ
こ
に

い
る
連
中
は
一
度
は
そ
ん
な
目
に
遭
っ
て

い
る
よ
」

こ
う
話
し
て
く
れ
た
高
野
さ
ん
は
、
１

９
６
８
年
（
昭
和
43
）
に
大
潟
村
に
入
村
、

研
修
を
受
け
、
翌
年
か
ら
営
農
を
開
始
し

た
第
３
期
の
入
植
者
。

「
ト
ラ
ク
タ
ー
は
６
人
に
１
台
だ
っ
た
。

全
員
の
田
圃
の
田
植
え
を
す
る
の
に
夜
通

し
働
い
て
、
順
調
に
い
っ
て
も
１
ヶ
月
以

上
か
か
っ
た
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
作
業
途
中

に
沈
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
放
っ
て
お
く

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
必
死
で
引
き
上
げ

た
。
ヘ
ド
ロ
と
の
闘
い
だ
ね
」

こ
ん
な
こ
と
の
繰
り
返
し
で
は
仕
事
に

な
ら
な
い
と
、
苦
し
い
家
計
を
や
り
く
り

し
て
、
徐
々
に
個
人
で
大
型
機
械
を
購
入

し
て
い
っ
た
と
い
う
。

八
郎
潟
は
か
つ
て
琵
琶
湖
に
次
ぐ
日
本

で
２
番
目
に
大
き
い
湖
だ
っ
た
が
、
最
深

部
で
も
５
ｍ
。
そ
の
た
め
こ
の
汽
水
湖
を

干
拓
す
る
話
は
、
江
戸
時
代
か
ら
幾
度
と

な
く
計
画
さ
れ
、
実
際
に
湖
岸
各
所
で
小

規
模
の
干
拓
が
行
わ
れ
て
き
た
。

大潟村干拓博物館には、入植当時の様子が展示されている



27

に
よ
っ
て
、
所
有
者
意
識
を
持
つ
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
調
整
池
の
水
が
、

我
々
の
生
命
線
で
、
き
ち
ん
と
使
え
ば

生
活
も
良
く
な
る
と
い
う
意
識
が
共
有

さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
調
整
池
の

水
を
い
か
に
効
率
よ
く
使
う
か
、
作
物

の
選
定
は
ど
う
す
る
か
な
ど
、
み
ん
な

で
公
平
に
協
議
し
よ
う
と
い
う
出
発
点

に
な
る
で
し
ょ
う
。

私
は
、
こ
れ
を
「
水
利
的
な
分
権
統

治
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
調
整
池
が
な

い
と
、
用
水
の
お
お
も
と
の
取
水
口
で

あ
る
頭
首
工
の
管
理
者
が
、
中
央
集
権

統
治
者
の
よ
う
に
下
流
の
水
を
握
っ
て

し
ま
う
。
こ
う
な
る
と
、
農
民
は
た
だ

の
お
客
様
に
な
っ
て
、
公
共
バ
ス
と
同

じ
で
す
。
自
分
の
財
産
と
み
な
す
か
、

お
客
様
と
し
て
ふ
る
ま
う
か
で
、
か
か

わ
ろ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
違

う
の
で
す
。
人
間
、
個
人
で
あ
れ
グ
ル

ー
プ
で
あ
れ
、
何
か
動
機
が
あ
っ
て
動

き
ま
す
。
動
機
が
明
白
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
行
動
の
方
向
性
も
明
確
に
な
り

ま
す
。

さ
て
、
日
本
の
土
地
改
良
区
は
、
そ

の
数
、
大
雑
把
に
７
５
０
０
あ
り
３
０

０
万
ha
の
水
田
用
水
を
管
理
し
て
い
ま

す
。
１
改
良
区
あ
た
り
４
５
０
ha
の
計

算
に
な
り
ま
す
（
大
潟
村
の
管
理
面
積

は
１
万
１
７
６
０
ha
で
、
特
別
）。
多

く
は
江
戸
時
代
か
ら
の
小
規
模
な
水
利

共
同
体
を
土
地
改
良
区
に
し
た
も
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
う
ま
く
い
っ
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

一
方
、
エ
ジ
プ
ト
の
ケ
ー
ス
は
ユ
ニ

ー
ク
で
す
ね
。
土
地
が
真
っ
平
ら
な
の

で
、
農
地
を
掘
り
下
げ
て
用
水
路
を
つ

く
っ
た
方
が
つ
く
り
や
す
い
。
で
す
か

ら
構
造
上
は
、
排
水
路
と
同
じ
よ
う
な

も
の
で
す
ね
。
低
い
用
水
路
の
水
は
上

っ
て
き
ま
せ
ん
か
ら
、
農
地
に
水
を
入

れ
る
時
に
は
、
サ
キ
ア
と
称
す
る
円
盤

状
の
揚
水
機
を
使
い
ま
す
。
牛
の
畜
力

で
、
サ
キ
ア
を
回
転
さ
せ
水
を
入
れ
る

の
で
す
。
そ
の
揚
水
は
個
人
単
位
で
行

っ
て
い
ま
す
。

平
坦
地
で
の
排
水
路
と
同
じ
よ
う
な

水
路
で
す
か
ら
、
そ
の
水
は
流
れ
て
い

る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
に
溜
ま
っ
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

彼
ら
に
と
っ
て
、
水
は
人
為
的
に
分
配

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
地
下
水
と
同

じ
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
水
利
共
同
体
と
い
う
考
え
方

は
、
エ
ジ
プ
ト
に
は
無
い
。
エ
ジ
プ
ト

の
潅
漑
は
個
人
潅
漑
な
の
で
す
。
考
え

方
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
農
民
に
近

い
で
し
ょ
う
。

現
在
、
世
界
銀
行
な
ど
が
、
グ
ル
ー

プ
化
す
る
こ
と
で
水
管
理
組
織
を
作
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
に
と
っ
て

は
余
計
な
御
世
話
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

効
率
と
は
何
か

潅
漑
効
率
を
上
げ
る
こ
と
は
重
要
な

こ
と
で
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
「
効
率
」

と
い
う
言
葉
に
注
意
し
な
い
と
い
け
ま

戦
後
、
食
糧
増
産
を
求
め
る
声
に
応

え
農
林
省
に
よ
っ
て
再
び
開
発
の
対
象

と
な
る
が
、
一
度
は
断
念
。
オ
ラ
ン
ダ

の
技
術
支
援
、
世
界
銀
行
の
支
援
を
受

け
て
、
国
の
直
轄
事
業
と
し
て
１
９
５

７
年
（
昭
和
32
）「
国
営
八
郎
潟
干
拓
事

業
」
が
着
手
さ
れ
た
。
１
９
６
６
年

（
昭
和
41
）
に
干
陸
、
引
き
続
き
「
新
農

村
建
設
事
業
」
が
進
め
ら
れ
全
国
の
モ

デ
ル
農
村
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
た
。
実

際
は
入
植
直
後
か
ら
減
反
指
導
が
始
ま

っ
て
い
る
か
ら
、
食
料
増
産
の
み
な
ら

ず
、
人
口
増
に
対
応
す
る
新
天
地
と
し

て
の
機
能
も
求
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

当
初
の
入
植
者
は
全
国
か
ら
５
８
９

名
が
集
ま
っ
た
が
、
営
農
開
始
と
と
も

に
泥
と
の
闘
い
に
直
面
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

大
型
機
械
を
安
心
し
て
動
か
せ
る
程

度
に
表
土
を
硬
く
す
る
た
め
、
石
灰
を

撒
き
土
壌
を
中
和
さ
せ
た
り
、
暗
渠
を

下
げ
て
排
水
を
促
し
た
り
す
る
苦
労
を

重
ね
、
生
ヘ
ド
ロ
の
表
面
が
酸
化
し
て

固
化
し
始
め
る
ま
で
10
年
ほ
ど
か
か
っ

た
そ
う
だ
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
こ
の

ヘ
ド
ロ
こ
そ
が
稲
作
に
と
っ
て
も
肥
沃

な
土
壌
で
、
な
く
し
て
し
ま
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
も
の
な
の
だ
。

こ
う
し
た
経
験
談
を
う
か
が
う
と
、

干
拓
地
大
潟
村
の
生
死
を
分
け
る
の
は

排
水
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。秋

田
県
立
短
期
大
学
は
こ
の
大
潟
村

の
中
心
地
区
に
あ
る
。
そ
の
前
身
は
農

業
講
習
所
で
あ
り
、
現
在
は
「
生
物
生

産
学
科
」「
農
業
工
学
科
」
の
２
学
部
。

大
学
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
開
く
と

「
地
域
社
会
の
中
で
こ
ん
な
お
手
伝
い
が

で
き
ま
す
」
と
全
教
員
の
得
意
技
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
大
潟
村
農
家

の
よ
ろ
ず
相
談
所
で
も
あ
る
ら
し
い
。

編
集
部
で
は
、
農
業
工
学
科
助
教
授

の
近
藤
正
さ
ん
に
大
潟
村
を
案
内
し
て

い
た
だ
い
た
。

八
郎
潟
の
干
拓

八
郎
潟
は
内
海
で
、
Ｊ
Ｒ
男
鹿
線
の

天
王
駅
と
船
越
駅
の
間
に
あ
る
船
越
水

道
で
日
本
海
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
こ

こ
に
防
潮
水
門
を
造
り
海
水
を
遮
断
、

内
海
の
中
央
に
大
き
な
中
之
島
を
つ
く

る
よ
う
に
延
長
51
・
５
km
の
堤
防
を
築

い
た
。
堤
防
を
造
る
際
、
主
と
な
っ
た

の
は
砂
置
き
換
え
工
法
。
大
潟
村
の
命

綱
と
も
言
う
べ
き
堤
防
は
、
湖
底
の
ヘ

ド
ロ
を
い
っ
た
ん
取
り
除
き
、
砂
と
置

き
換
え
て
か
ら
盛
り
土
す
る
と
い
う
大

変
な
労
力
を
費
や
し
て
造
ら
れ
た
も
の

だ
。次

に
堤
防
で
囲
ま
れ
た
内
部
の
水
を

ポ
ン
プ
で
排
水
、
半
年
後
に
は
湖
底
の

半
分
が
陸
地
と
な
っ
た
。
堤
防
で
囲
ま

れ
た
の
が
現
在
の
中
央
干
拓
地
で
、
面

積
１
万
５
６
６
６
ha
。
山
手
線
１
周
分

が
軽
く
入
っ
て
し
ま
う
広
さ
だ
。

中
央
干
拓
地
は
、
東
、
西
、
北
側
を

承
水
路
（
排
水
を
承
け
る
水
路
）
に
、

南
側
を
調
整
池
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。

中
央
干
拓
地
か
ら
の
排
水
は
、
南
部
、

潅漑排水の効率化が必要だ

『大潟土地改良区概要』より

秋田県立短期大学の近藤正さん
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せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
の
考
え

を
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
３
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
、

水
需
要
が
逼
迫
し
水
戦
争
が
起
き
る
危

険
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
欧

米
人
ら
の
論
理
の
基
本
に
は
、C

rop

p
er
D
rop

、
つ
ま
り
、
単
位
水
量
あ

た
り
の
生
産
量
を
重
視
す
る
姿
勢
が
あ

り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
を
貨
幣
換
算

し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
単
位
水

量
あ
た
り
で
貨
幣
価
値
の
高
い
作
物
を

作
れ
ば
作
る
ほ
ど
、
水
効
率
が
よ
い
と

い
う
考
え
方
に
な
り
ま
す
。

こ
の
論
理
を
進
め
る
と
、
例
え
ば

「
世
界
中
の
潅
漑
農
地
で
タ
バ
コ
を
つ

く
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
穀
物
は
効
率
が
悪
い
か

ら
、
効
率
の
良
い
タ
バ
コ
を
つ
く
っ
て
、

朝
か
ら
晩
ま
で
吸
っ
て
い
れ
ば
よ
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

貨
幣
換
算
で
水
効
率
を
計
る
と
、
こ

の
よ
う
に
冗
談
の
よ
う
な
話
が
生
ま
れ

ま
す
。
ま
た
、
金
や
力
を
も
っ
て
い
る

人
が
水
を
独
占
し
、
弱
者
は
得
ら
れ
な

い
と
い
う
不
公
平
が
生
ま
れ
る
こ
と
も

問
題
で
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
水
効
率
を
追

い
求
め
る
と
、
水
資
源
の
持
続
性
を
利

用
者
が
考
え
な
く
な
る
と
い
う
問
題
も

あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
マ
レ

ー
・
ダ
ー
リ
ン
川
流
域
で
は
、
１
枚
当

た
り
50
ha
と
い
う
大
農
場
が
輸
出
を
目

的
と
し
た
企
業
的
稲
作
農
業
を
行
っ
て

北
部
、
方
口
排
水
機
場
の
３
カ
所
か
ら
、

東
部
承
水
路
、
調
整
池
へ
と
排
水
さ
れ

る
。
潅
漑
用
水
は
干
拓
堤
防
に
設
け
ら

れ
た
19
カ
所
の
取
水
口
か
ら
取
り
入
れ
、

幹
線
用
水
路
を
へ
て
、
各
圃
場
へ
と
供

給
さ
れ
て
い
る
。

年
間
降
水
量
は
１
３
０
０
mm
で
日
本

海
側
と
し
て
は
少
な
い
が
、
承
水
路
と

調
整
池
に
は
21
本
の
川
か
ら
貯
水
量
の

約
11
倍
の
水
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
承
水
路
で
の
滞
留
時
間
は

短
く
、
平
均
で
約
30
日
。
承
水
路
と
調

整
池
で
一
時
調
整
し
、
防
潮
水
門
か
ら

日
本
海
に
排
水
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
排
水
、
取
水
の
管
理
に
よ

っ
て
、
西
部
承
水
路
は
海
抜
プ
ラ
ス
35

cm
、
東
部
承
水
路
及
び
調
整
池
は
プ
ラ

ス
１
ｍ
に
水
位
調
整
さ
れ
、
水
の
給
排

水
が
ス
ム
ー
ス
に
行
わ
れ
る
よ
う
最
初

か
ら
計
画
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の

水
位
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
が
南
部
排
水

機
場
で
あ
る
。

大
潟
村
の
水
管
理

地
方
自
治
体
と
し
て
の
大
潟
村
は
、

１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
10
月
１
日
に

誕
生
し
た
。

入
植
者
は
基
本
的
に
６
人
が
一
つ
の

グ
ル
ー
プ
と
な
り
、
当
初
は
機
械
も
共

有
し
て
い
た
。
圃
場
は
大
型
機
械
に
よ

る
合
理
的
な
作
業
が
行
い
や
す
い
よ
う

に
、
90
ｍ
×
１
４
０
ｍ
（
１
・
25
ha
）

に
造
ら
れ
た
。
６
０
０
ｍ
×
１
０
０
０

ｍ
（
60
ha
）
の
区
画
を
６
人
で
割
っ
て
、

１
人
が
８
枚
の
圃
場
、
つ
ま
り
10
ha
ず

つ
が
割
り
当
て
ら
れ
た
（
の
ち
に
な
っ

て
５
ha
が
追
加
）。
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ど

の
区
画
に
な
る
か
ま
ず
抽
選
し
、
次
に

区
画
内
の
ど
の
圃
場
を
選
ぶ
か
を
抽
選

で
決
め
た
と
い
う
。

圃
場
は
短
冊
状
に
並
ん
で
い
て
、
長

手
に
面
し
て
用
水
路
と
排
水
路
が
交
互

に
配
置
さ
れ
る
。
用
水
路
も
排
水
路
も

勾
配
を
う
ま
く
と
っ
て
（
３
５
０
０
分

の
１
）、
幹
線
水
路
に
流
れ
込
む
よ
う
造

ら
れ
て
い
る
。

各
圃
場
に
水
を
供
給
す
る
小
用
水
路

は
一
番
奥
の
圃
場
ま
で
く
る
と
行
き
止

ま
り
に
な
る
。
小
用
水
路
に
は
水
を
い

っ
ぱ
い
に
満
た
し
て
使
用
す
る
、
と
い

う
考
え
で
計
画
さ
れ
た
か
ら
だ
。
実
際

に
は
上
流
の
圃
場
を
持
つ
人
と
下
流
と

で
は
差
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
、
水
争
い

で
仲
が
悪
く
な
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
る
ら

し
い
。
道
路
も
行
き
止
ま
り
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
最
下
流
の
人
は
行
っ
て
帰

る
だ
け
で
２
km
も
車
を
走
ら
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
不
公
平
も
あ
る
。

「
土
地
改
良
組
合
は
、
紛
争
に
は
介
入

は
し
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
、
当
事
者
に

よ
る
話
し
合
い
で
う
ま
く
折
り
合
い
を

つ
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」

と
話
す
の
は
、
大
潟
土
地
改
良
区
の

田
中
昭
博
さ
ん
。

土
地
改
良
区
の
組
合
員
数
は
、
２
０

上：南部排水機場
下：代掻きで白濁した排水が
南部排水機場から押し出され
ている。

右：大潟土地改良区の田中昭
博さん
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い
ま
す
。
本
来
稲
作
に
適
さ
な
い
土
地

で
す
か
ら
、
現
在
、
塩
害
が
起
き
て
い

ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
土
地
は
10
年

と
も
た
な
い
で
し
ょ
う
。

同
じ
事
は
、
ア
メ
リ
カ
西
部
で
も
見

ら
れ
、
潅
漑
の
た
め
に
地
下
水
の
過
剰

揚
水
を
行
い
、
そ
の
結
果
塩
害
が
起
き

る
と
同
時
に
、
地
下
水
が
干
上
が
っ
て

い
ま
す
。
持
続
性
が
考
え
ら
れ
て
い
な

い
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
降
水
量
が
少

な
い
上
に
、
雨
期
乾
期
の
な
い
、
年
間

を
通
し
て
平
均
し
て
雨
が
降
る
と
い
う

特
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
気
象
条

件
の
場
所
で
は
、
牧
草
の
生
産
が
一
番

適
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
酪
農
農

家
が
多
い
の
に
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
理
由

が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
潅
漑
す

る
こ
と
で
稲
作
が
可
能
に
な
っ
て
、
経

済
効
率
優
先
で
稲
作
が
行
わ
れ
、
塩
害

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
持

続
性
を
考
慮
し
な
い
現
状
を
見
る
と
、

不
健
全
な
稲
作
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。

水
の
効
率
を
上
げ
る
こ
と
は
、
確
か

に
絶
対
に
必
要
で
す
。
１
０
０
年
前
に

比
べ
、
世
界
の
人
口
は
３
倍
に
増
え
、

水
使
用
量
は
６
倍
に
増
え
て
い
ま
す
。

現
在
、
お
お
よ
そ
世
界
で
３
兆
７
千
億

ｔ
の
水
が
年
間
使
わ
れ
、
そ
の
内
の
２

兆
６
千
億
ｔ
が
農
業
用
水
で
す
。
そ
の

利
用
効
率
を
10
％
上
げ
れ
ば
、
新
た
に

２
６
０
０
億
ｔ
の
水
を
生
み
出
す
の
と

同
じ
効
果
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、
農
業

潅漑排水の効率化が必要だ

０
３
年
４
月
１
日
現
在
で
２
１
５
５
名

と
の
こ
と
。
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
っ

て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
は
、
圃
場
を
交
換

し
た
り
、
上
流
に
あ
る
取
水
口
の
管
理

を
交
代
で
し
た
り
し
て
、
争
い
を
回
避

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
。

「
６
名
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
代
表
を
１
名

選
び
、
同
一
用
水
系
の
代
表
か
ら
成
る

水
系
委
員
会
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
そ
の
水
系
委
員
会
の
代
表
者
が
集

ま
り
、
管
理
委
員
会
を
つ
く
り
ま
す
。

時
間
単
位
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
ど
の

水
系
か
ら
取
水
す
る
か
、
と
い
っ
た
水

管
理
に
か
か
わ
る
こ
と
は
管
理
委
員
会

の
話
し
合
い
で
決
め
ら
れ
ま
す
。
19
ヶ

所
の
取
水
口
を
管
理
す
る
た
め
に
、
８

人
の
管
理
者
を
４
〜
９
月
の
間
雇
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
の
雇
用
は
、
管

理
委
員
会
の
管
轄
で
は
な
く
、
組
合
が

行
っ
て
い
ま
す
」

現
在
で
も
、
年
間
約
70
cm
ほ
ど
地
盤

沈
下
が
進
む
の
で
、
補
修
、
維
持
管
理

が
欠
か
せ
な
い
。

八
郎
潟
干
拓
の

次
な
る
ス
テ
ッ
プ
は

近
藤
さ
ん
は
、
干
拓
地
の
水
質
を
調

査
し
、
環
境
負
荷
の
低
い
農
法
等
に
つ

い
て
研
究
し
て
い
る
。

「
近
年
ア
オ
コ
が
発
生
す
る
こ
と
が
多
く
、

八
郎
潟
で
は
水
質
が
問
題
視
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
代
掻
き
後
に
排
水
さ
れ
た

水
は
濁
っ
て
は
い
ま
す
が
、
汚
染
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
適
度
な
養
分

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
光
を
遮
る
こ
と

か
ら
か
え
っ
て
ア
オ
コ
を
抑
え
る
効
果

も
あ
り
、
た
だ
濁
っ
て
い
る
か
ら
い
け

な
い
と
考
え
る
の
は
早
計
の
よ
う
に
思

い
ま
す
。
大
潟
村
で
は
、
化
学
肥
料
使

用
量
も
全
国
平
均
の
四
割
程
度
。
た
だ

有
機
肥
料
は
効
き
が
遅
い
た
め
や
り
す

ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
、
こ
れ
が
流
出
す

る
と
ア
オ
コ
の
発
生
に
つ
な
が
り
ま
す
。

水
質
に
負
荷
を
か
け
な
い
循
環
農
法
の

可
能
性
を
探
る
の
が
、
私
の
研
究
課
題

で
す
」

初
代
の
入
植
者
が
そ
ろ
そ
ろ
70
代
後

半
に
差
し
か
か
り
、
モ
デ
ル
農
村
と
し

て
計
画
さ
れ
た
大
潟
村
は
、
言
葉
に
で

き
な
い
ほ
ど
の
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
も

２
代
目
、
３
代
目
に
引
き
継
が
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。

堤
防
強
化
の
た
め
に
植
え
た
西
洋
ポ

プ
ラ
は
、
大
き
く
育
っ
た
も
の
の
約
40

年
で
枯
れ
始
め
て
い
る
そ
う
だ
。
開
拓

村
の
歴
史
も
、
ほ
ぼ
40
年
。
こ
の
地
に

合
っ
た
植
生
を
、
と
い
う
近
藤
さ
ん
に

と
っ
て
も
、
大
潟
村
は
第
二
の
故
郷
と

な
り
そ
う
で
あ
る
。

モ
デ
ル
農
村
で
あ
る
が
ゆ
え
に
戦
後

農
政
の
変
化
を
ま
と
も
に
被
っ
た
大
潟

村
。
だ
が
40
年
を
経
た
今
、
こ
の
土
地

の
持
つ
意
味
を
冷
静
に
評
価
す
る
時
期

が
来
て
い
る
。

用水路に波形のコルゲート管を使っているのも、軽くて沈下し
づらいから、という経験から出た知恵。（コルゲート管用水路）

上：樹木で囲まれた居住エリアから東方を望む。住宅の屋根が
入植年次別に色分けされている。地盤が柔らかく、沈んでしま
うため、住宅は一カ所に建設された。
下：田圃末端の小排水路
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用
水
の
効
率
化
が
人
類
社
会
で
大
き
な

課
題
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事

実
で
す
。
た
だ
、
そ
の
効
率
化
の
定
義

が
問
題
だ
と
言
い
た
い
の
で
す
。

私
は
、
世
界
の
63
億
人
に
等
し
く
公

平
に
水
分
配
さ
れ
る
と
い
う
公
平
性
が

必
要
、
と
唱
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
、

も
う
一
つ
は
持
続
性
を
ど
う
定
量
的
に

評
価
す
る
か
。
そ
こ
で
、
私
は

「P
erson

p
er
D
rop

」
と
言
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
単
位
水
量
当
た
り
の

生
産
量
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、

何
人
の
人
間
を
扶
養
で
き
る
か
に
注
目

す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
わ
け

で
す
。

ア
ジ
ア
は
水
利
共
同
体
社
会

全
世
界
の
人
口
の
６
割
が
ア
ジ
ア
に

集
中
し
、
潅
漑
農
地
の
７
割
も
ア
ジ
ア

に
あ
り
ま
す
。
当
然
、
ア
ジ
ア
の
稲
作

の
水
効
率
を
論
じ
る
と
き
に
、
単
な
る

経
済
効
率
の
話
で
よ
い
の
か
は
問
題
に

な
り
ま
す
。

ア
ジ
ア
の
農
村
社
会
で
は
、
水
田
を

核
に
し
た
連
帯
意
識
が
水
利
共
同
体
社

会
を
支
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
、

欧
米
の
潅
漑
農
業
は
利
益
追
求
型
個
別

経
営
の
側
面
が
強
い
。

こ
の
３
年
間
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ

ス
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

農
家
の
意
識
調
査
を
し
ま
し
た
。
カ
ン

ボ
ジ
ア
は
、
半
分
以
上
が
洪
水
氾
濫
原

農
業
で
、
作
付
面
積
も
河
川
水
位
任
せ

の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ラ
オ

ス
は
洪
積
台
地
で
の
ポ
ン
プ
潅
漑
。
ス

リ
ラ
ン
カ
は
大
昔
か
ら
溜
池
文
化
。
北

海
道
く
ら
い
の
広
さ
の
島
国
で
す
が
、

南
西
部
の
多
雨
地
帯
と
そ
れ
以
外
の
乾

燥
地
帯
に
分
か
れ
て
お
り
、
乾
燥
地
帯

で
は
親
池
、
子
池
、
孫
池
と
つ
な
が
っ

て
お
り
、
水
の
徹
底
的
な
有
効
利
用
を

し
て
生
き
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
火
山
の
傾
斜
地
で
、

火
山
か
ら
の
伏
流
水
に
よ
る
傾
斜
地
農

業
。
訊
い
た
相
手
は
１
２
２
名
で
、
４

カ
国
の
平
均
年
収
は
約
４
万
円
か
ら
11

万
円
で
す
。

思
っ
た
以
上
に
鮮
明
に
傾
向
が
出
た

の
は
、「
今
現
在
の
所
得
を
上
げ
た
い

で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
将
来
の
地
域
社

会
の
持
続
的
な
環
境
維
持
を
重
視
し
ま

す
か
」
と
の
質
問
に
、
後
者
を
選
ん
だ

人
が
85
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
す
。

比
較
の
た
め
に
、
地
元
の
秋
田
県
大
潟

村
で
も
同
じ
設
問
を
し
ま
し
た
。
大
潟

村
で
は
24
％
で
す
。

「
営
農
面
で
共
同
作
業
が
必
要
か
ど
う

か
」
と
い
う
問
い
に
は
、
４
カ
国
で
は

76
％
が
必
要
と
答
え
て
い
ま
す
。

「
自
分
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
を
優
先
す
る
か
、

集
落
内
の
公
平
性
を
優
先
す
る
か
」
と

い
う
問
い
に
は
、
89
％
の
人
が
集
落
の

公
平
性
を
優
先
す
る
と
答
え
ま
し
た
。

大
潟
村
で
村
の
公
平
性
を
優
先
し
た
人

は
45
％
。「
冠
婚
葬
祭
を
含
め
た
、
日

常
的
な
生
活
面
で
の
協
力
は
必
要
か
」

と
訊
い
た
ら
、
４
カ
国
は
１
０
０
％
が

必
要
と
答
え
て
い
る
。
大
潟
村
で
は

50
％
で
す
。
大
潟
村
は
日
本
で
も
、
も

っ
と
も
近
代
化
さ
れ
た
村
で
す
か
ら
、

こ
の
差
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
大
潟
村

の
農
業
と
い
う
の
は
、
ア
ジ
ア
の
伝
統

的
な
農
村
と
、
欧
米
の
企
業
型
農
業
の

中
間
に
あ
る
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

分
配
を
見
直
さ
な
け
れ
ば

雨
期
と
乾
期
が
極
端
に
違
う
ア
ジ
ア

モ
ン
ス
ー
ン
と
い
う
風
土
は
、
稲
作
文

化
を
育
て
、
共
同
体
で
な
い
と
生
き
て

い
け
な
い
一
種
の
監
視
社
会
を
構
築
し

て
き
ま
し
た
。
一
方
、
欧
米
は
半
乾
燥

地
域
で
、
冬
は
日
射
が
少
な
い
た
め
積

算
温
度
が
足
り
ま
せ
ん
。
毎
月
60
〜
70

mm
程
度
の
天
水
で
、
気
温
が
上
昇
し
た

季
節
に
で
き
る
よ
う
な
作
物
は
、
人
口

扶
養
力
も
低
い
。

例
え
ば
牧
草
の
場
合
、
牧
草
を
餌
と

い
う
形
で
利
用
し
て
、
動
物
性
た
ん
ぱ

く
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
す
る
わ
け
で
す

が
、
変
換
に
伴
う
ロ
ス
を
考
え
る
と
効

率
の
悪
い
や
り
方
で
す
。
世
界
で
は
、

麦
類
と
粗
粒
穀
物
で
毎
年
12
億
ｔ
の
収

穫
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
半
分
以
上
は

家
畜
の
餌
用
で
す
。
米
だ
っ
た
ら
、
１

ｔ
の
米
は
そ
の
ま
ま
人
間
が
食
べ
る
か

ら
効
率
的
に
は
１
０
０
％
。
世
界
の
農

地
の
３
分
の
１
が
ア
ジ
ア
に
あ
り
、
そ

れ
で
世
界
人
口
の
６
割
の
食
糧
を
ま
か

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
比
べ
る
と
、

欧
米
の
半
乾
燥
地
の
農
業
は
、
本
当
に

人
口
扶
養
力
が
低
い
の
で
す
。

次
に
は
、
こ
れ
ら
収
穫
物
の
配
分
の

公
平
性
の
話
で
す
。
途
上
国
と
先
進
国

の
一
人
当
た
り
年
間
の
穀
物
消
費
量
を

比
べ
て
み
る
と
、
途
上
国
は
一
人
２
５

０
kg
程
度
で
す
が
、
先
進
国
で
は
６
３

５
kg
に
な
り
ま
す
。
先
進
国
の
人
１
人

を
養
う
た
め
に
、
途
上
国
の
人
た
ち

２
・
５
人
分
の
穀
物
を
消
費
し
て
い
る

勘
定
で
す
。

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
は
９
０
０
kg
で
、

イ
ン
ド
の
１
９
０
kg
と
対
称
的
で
す
。

私
は
ア
メ
リ
カ
の
西
海
岸
を
訪
れ
た
と

き
、
異
常
な
数
の
人
々
が
ジ
ム
で
自
転

車
を
こ
い
で
い
る
の
を
目
に
し
ま
し
た
。

多
く
食
べ
過
ぎ
て
肥
満
に
な
っ
た
分
を
、

無
理
矢
理
消
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
す
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
家
予
算
６
０

０
億
円
に
相
当
す
る
金
額
が
、
ア
メ
リ

カ
女
性
の
脂
肪
吸
引
施
術
に
費
や
さ
れ

て
い
る
と
い
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。
現

在
の
穀
物
総
生
産
量
が
18
億
ｔ
で
す
か

ら
、
60
億
人
で
分
け
れ
ば
１
人
あ
た
り

３
０
０
kg
が
分
配
さ
れ
る
計
算
に
な
り

ま
す
。
公
平
な
分
配
が
行
わ
れ
て
い
た

ら
、
１
日
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
が
２
５
０

０
ｋ
cal
以
下
と
い
う
、
飢
餓
線
上
に
あ

る
人
間
も
い
な
く
な
る
は
ず
で
す
。

途
上
国
で
は
、
例
え
ば
一
人
年
間
１

０
０
kg
の
米
を
食
べ
、
30
kg
の
動
物
性

た
ん
ぱ
く
を
食
べ
る
と
い
っ
た
穀
物
中

心
型
の
食
生
活
で
す
。
片
や
、
欧
米
で

は
例
え
ば
一
人
年
間
30
kg
の
穀
物
と
１

０
０
kg
の
肉
を
消
費
し
ま
す
。
そ
の
場

合
、
欧
米
型
の
食
生
活
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
な
水
の
量
は
約
１
２
０
０
ｔ

で
、
途
上
国
型
の
穀
物
中
心
食
生
活
だ

と
５
０
０
ｔ
に
な
り
、
収
穫
物
だ
け
で

な
く
水
の
配
分
に
も
不
公
平
が
生
じ
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
１
kg
の

米
を
作
る
の
に
、
２
ｔ
の
水
を
使
い
、

１
kg
の
肉
を
作
る
に
は
、
10
ｔ
の
水
が

必
要
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

欧
米
の
半
乾
燥
地
の
農
業
は
人
口
扶
養

力
だ
け
で
な
く
、
単
位
水
量
当
た
り
の

効
率
も
悪
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
水
需
要
が
逼
迫
す
る
と
、

水
不
足
が
顕
在
化
す
る
の
は
必
至
で
す
。

す
で
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

食
糧
不
足
も
深
刻
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
な
る
と
人
間
の
尊
厳
を
保
て
な
い

地
域
も
出
て
き
ま
す
。
生
産
効
率
を
上

げ
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
そ
の
前
に

現
状
の
不
公
平
を
ど
う
し
た
ら
解
消
で

き
る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

土
地
資
源
や
水
資
源
は
、
も
は
や
こ

れ
以
上
は
増
や
せ
な
い
状
況
で
す
が
、

こ
の
問
題
に
は
水
利
用
の
効
率
を
上
げ

る
こ
と
で
応
え
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

し
か
し
、
分
配
の
不
公
平
が
改
善
さ
れ

な
い
限
り
、
い
く
ら
収
量
を
上
げ
て
も

効
果
が
薄
い
。
人
類
は
、
そ
ろ
そ
ろ
農

産
物
の
配
分
の
見
直
し
に
ま
で
踏
み
込

ん
で
い
か
な
い
と
な
ら
な
い
岐
路
に
立

っ
て
い
る
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
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小学生は、水を
どのように学んでいるのか

第11回 水の文化楽習 実践取材

＜埼玉＞　流域の情報を網羅する、21年の歴史を持つ社会科副読本

本連載も11回目を迎えました。全国を飛び回っていると、水の文化楽習も「こんな

伝え方があったのか」と人の数だけバラエティーがあることに驚かされます。

では今の小学校では、水の文化はどのように教えられているのでしょうか。肝心な

ことを調べ忘れていた、ということで、今回は足元の教育現場を教えていただくため

に、埼玉県の小学校にうかがいました。
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副
読
本
が
お
も
し
ろ
い

編
集
部
に
は
小
学
生
の
子
供
を
持
つ

親
が
、
何
人
か
い
る
。
始
業
式
を
迎
え

る
こ
ろ
に
話
題
に
な
る
の
が
、
子
供
が

小
学
校
で
受
け
取
っ
て
く
る
教
科
書
の

薄
さ
だ
。

「
お
れ
た
ち
が
子
供
の
こ
ろ
は
、
教
科

書
と
い
う
の
は
も
っ
と
厚
く
て
、
字
も

小
さ
く
て
、
白
黒
で
・
・
・
」
な
ど
と
、

も
は
や
中
年
に
差
し
か
か
っ
た
お
父
さ

ん
が
子
供
た
ち
の
前
で
ブ
ツ
ブ
ツ
ぼ
や

い
て
も
、「
時
代
が
違
う
よ
」
と
軽
く

い
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
確
か
に

こ
の
30
年
程
の
間
に
、
教
科
書
は
ず
い

ぶ
ん
薄
く
な
っ
て
い
る
。

土
曜
日
が
休
み
に
な
り
、
文
部
科
学

省
に
よ
る
学
習
指
導
要
領
が
変
更
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、「
総
合
的
な
学
習
の
時

間
」（
以
下
「
総
合
学
習
」）
が
２
０
０

２
年
（
平
成
14
）
か
ら
全
国
で
実
施
さ

れ
、
そ
ち
ら
に
も
時
間
を
配
分
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
詰
め
込
み
教
育
と
批

判
さ
れ
て
い
た
教
え
方
を
や
め
、
授
業

時
間
が
少
な
く
な
れ
ば
、
教
科
書
で
教

え
ら
れ
る
量
も
項
目
も
「
十
分
な
情
報
」

か
ら
「
必
要
な
情
報
」
へ
と
変
化
す
る

の
は
や
む
を
得
な
い
。
こ
ん
な
状
況
下

で
、「
水
の
文
化
」
と
い
っ
た
幅
広
い

事
柄
が
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る

の
か
、
大
い
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
と

こ
ろ
だ
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
る
と
、

面
白
い
ペ
ー
ジ
に
出
会
う
こ
と
が
で
き

た
。
『
み
な
お
そ
う
埼
玉
の
水
』

（http://w
w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/

A
02/B

H
00/H

P
/m
inaosou/

）

「
地
球
の
水
」「
水
と
く
ら
し
」「
水
の

利
用
」「
水
と
く
ら
し
て
き
た
わ
た
し

た
ち
」「
水
資
源
の
開
発
」「
水
を
め
ぐ

る
問
題
」「
水
を
大
切
に
」
と
い
う
目

次
に
な
っ
て
お
り
、
大
人
の
知
識
欲
に

も
充
分
応
え
て
く
れ
る
内
容
だ
っ
た
。

川
や
森
林
と
い
っ
た
限
定
し
た
テ
ー

マ
を
選
び
、
小
学
校
区
を
想
定
し
て
、

地
元
の
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の

題
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
学
校
は

多
い
。
し
か
し
、「
水
と
の
関
わ
り
」

を
県
と
い
う
広
域
レ
ベ
ル
で
説
明
し
た

教
材
は
あ
ま
り
無
い
の
で
は
な
い
か
。

中
身
も
た
い
へ
ん
わ
か
り
や
す
く
、
早

速
担
当
者
で
あ
る
埼
玉
県
の
総
合
政
策

部
土
地
水
政
策
課
に
、
問
い
合
わ
せ
て

み
た
。

実
は
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
１
９

８
５
年
（
昭
和
60
）
に
県
が
企
画
し
て

予
算
を
つ
け
、
小
学
４
年
生
向
け
に
作

ら
れ
た
副
読
本
を
元
に
し
て
い
る
と
い

う
。
現
在
は
印
刷
物
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
中
身
を

つ
く
っ
た
の
は
現
場
の
社
会
科
の
先
生

達
、
ほ
と
ん
ど
毎
年
改
定
を
重
ね
、
よ

く
で
き
て
い
る
と
思
っ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
比
べ
て
も
、
一
層
内
容
が
濃
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
本
の
編
集
委
員
会
に

名
を
連
ね
て
い
る
山
田
浩
一
さ
ん
（
左
）

と
加
賀
谷
徳
之
さ
ん
（
右
）（
ど
ち
ら

も
社
会
科
担
当
）
の
所
属
す
る
埼
玉
大

学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
を
訪
ね
、
こ

の
副
読
本
誕
生
の
経
緯
を
う
か
が
っ
た
。

社
会
科
で
水
道
を
習
う
の
は

小
学
校
４
年
生

副
読
本
『
み
な
お
そ
う
さ
い
た
ま
の

水
』
の
初
版
は
、
１
９
８
５
年
（
昭
和

60
）。
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
当
時

の
総
合
政
策
部
土
地
水
政
策
課
担
当
者

の
中
に
、
水
に
か
か
わ
る
教
育
に
意
義

を
感
じ
た
人
が
い
て
、
こ
の
よ
う
な
企

画
を
立
ち
上
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
実
際
に
資
料
を
調
べ
た
り
、
小
学

校
４
年
生
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
内
容
、

表
記
に
し
た
り
す
る
編
集
作
業
は
、
社

会
科
の
現
場
教
師
が
担
っ
た
。
以
来
、

時
代
に
即
し
た
改
定
が
行
わ
れ
て
き
た

と
い
う
。

そ
の
よ
う
な
目
か
ら
、
あ
ら
た
め
て

各
年
の
副
読
本
『
み
な
お
そ
う
さ
い
た

ま
の
水
』
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
確

か
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
題
材
や
説
明
の

仕
方
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

現
在
、
小
学
校
の
社
会
科
の
授
業
で

は
、
４
年
生
で
上
水
道
に
つ
い
て
学
習

す
る
。
し
か
も
、「
く
ら
し
に
必
要
な

も
の
」
を
教
え
る
一
つ
の
事
例
な
の
で
、

上
水
道
の
ほ
か
に
、
ゴ
ミ
処
理
や
電

気
・
ガ
ス
な
ど
を
扱
っ
て
も
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
国

約
２
万
４
０
０
０
の
小
学
校
の
中
に
は
、

水
と
く
ら
し
の
関
わ
り
に
つ
い
て
学
習

し
な
い
小
学
生
が
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

山
田
さ
ん
は
現
場
で
使
わ
れ
て
い
る

教
科
書
を
見
せ
て
く
れ
た
。
こ
の
教
科

書
に
は
「
水
は
ど
こ
か
ら
」
と
題
し
、

水
源
か
ら
蛇
口
ま
で
の
過
程
が
19
ペ
ー

ジ
に
渡
り
説
明
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
教
科
書
だ
か
ら
平

均
的
な
説
明
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。



1.2 .学校にある蛇口を調べたり、一日に使われている水の量や用途に
ついて調べたりして水の大切さについて話し合いながら学習問
題をつくる。

◆水の用途
◆一日に一人が使う水の量
◆学校にある蛇口の場所と数

学習問題
わたしたちが毎日使っているたくさん水は、人々のどのような努力とし
くみによって、送られてくるのだろう。

‐単元の学習計画と見通し

関　学校にある蛇口調べや、一日の水の使用量を調べることを通して、
飲料水について関心をもって活動しようとする。

〈行動・ノート〉

思　調べたことをもとに話し合いながら、学習問題について考え、予
想を立てたり、学習計画を立てたりする。

〈発言・学習カード〉

3 .学校で使っている水はどこから送られてくるのか、蛇口から校舎内
の水の流れをたどって調べる。

◆水道管と水道メーター
◆給水タンク
◆浦和浄水場とさいたま市水道部
◆水道記念館

技　学校内の水道管やその他の水道施設について、蛇口から逆に水の
流れをたどって調べる　　　　　　　　　　　〈行動・調査記録〉

知　学校内にある水道施設と、飲料水が送られてくるしくみがわかる
〈発言・学習カード〉

4.5 .水道記念館やさいたま市水道部に行き、水源までの経路やしくみ、
働く人たちの工夫や努力などについて調べる。

◆水の使用量の変化
◆安定供給のためのしくみと工夫
◆働く人々の工夫や努力
◆浄水場とダム

技　さいたま市の飲料水が送られてくるしくみや働く人たちの工夫や
努力についてそこで働く人とかかわりながら調べる。

〈行動・調査記録〉

知　さいたま市の飲料水は、安定して供給するために、組織的、計画
的に事業が進められていることがわかる。 〈発言・学習カード〉

6.7 .大久保浄水場に行き、きれいな水を作るためのしくみや工夫につ
いて調べる。

◆川の水をきれいにするしくみ
◆働く人々の工夫や努力
◆埼玉県内の浄水場
◆荒川と水源地のダム

関　浄水場できれいな水を作るためのしくみや工夫について、自分の
課題をもち、意欲的に調べようとする。

〈行動・学習カード〉
技　浄水場できれいな水を作るためのしくみや働く人たちの工夫や努
力について、そこで働く人とかかわりながら調べる。

〈行動・調査記録〉

8 .浄水場から水源までの河川の様子や、水源での水資源の確保の様子
について調べる。

◆荒川と浦山ダム
◆武蔵水路、利根川と下久保ダム
◆ダムの役割と水資源の確保
◆ダムの建設と森林の保全

関　今まで調べたことをもとに、水資源の確保のためのダムについて
も、意欲的に調べようとする。

〈行動・学習カード〉
思　水資源の確保のために、ダムばかりでなく、森林の保全なども計
画的に行われていることを考える。

〈発言・学習カード〉

9.10 .調べたことを整理しながら、再調査をしたり、まとめて表現し
たりしながら、学習問題について考える。

◆水源地から蛇口までの経路にそって
◆水道記念館、大久保浄水場、ダム
◆現地調査でかかわった人との意見交流
◆自分の考えの整理
◆パンフレットや壁新聞などでのまとめ

技　飲料水が送られてくるしくみや働く人たちの工夫や努力について、
再調査したり、調べてわかったことをまとめて表現したりする。

〈行動・学習カード・作品〉
思　飲料水の確保が組織的、計画的に進められていることによって、
健康な生活が維持されていることを考える。

〈発言・学習カード〉

11 .調査してわかったことや、まとめた作品をもとに、地域の一員と
して、水を大切に使うため自分ができることについて、考えて
話し合う。

◆水不足と節水
◆日常生活での節水の仕方
◆友達との意見交流

思　調査したことをもとに、地域の一員として自分ができることを考
える。 〈発言・学習カード〉

関　地域の一員として自分ができることを考え、実践していこうとする。
〈行動・発言・学習カード〉
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小学生は、水をどのように学んでいるのか 第４学年　社会科学習指導案 （一部） 授業者　　山田浩一

１　単元名　　水はどこから
２　単元の目標と評価規準

さいたま市の人々にとって必要な飲料水が送られてくるしくみについて関心をもち、見学や調査などを通して調べたり

表現したりする中で、さいたま市の人々の健康な生活の維持向上のために、人々が計画的、協力的に対策や事業を行っ

ていることを理解するとともに、自分ができることについて考える。

社会的事象への
関心・意欲・態度

さいたま市の人々の生活にとって

必要な飲料水が送られてくるしく

みに関心をもち、意欲的に調べよ

うとするとともに地域の一員とし

て、水を大切に使うために自分が

できることを実践していこうとす

る。

社会的な
思考・判断

飲料水の確保が、組織的、計画的

に進められていることによってさ

いたま市の人々の健康な生活の維

持と向上が図られていることを考

えるとともに、自分のくらしとの

かかわりや自分ができることにつ

いても考える。

観察・資料活用の
技能・表現

飲料水が送られてくるしくみやそ

こに従事する人々の工夫努力につ

いて、現地に出かけ見学や調査な

どをして調べたり調べてわかった

ことを絵、文章、グラフなどにわ

かりやすく表現したりする。

社会的事象についての
知識・理解

さいたま市の人々の生活にとって

必要な飲料水が送られてくるしく

みやそこに従事している人々の努

力や工夫について知り、人々の住

みよいくらしを支えるために、こ

れらのことが組織的、計画的に行

われていることを理解する。

３ 単元の指導計画と評価計画（11時間扱い） 〇内の数字は時間を表す。〈 〉内は評価の方法を表す

関：関心・意欲・態度 思：思考・判断　　　技：観察・技能・表現　　　知：知識・理解

つ
か
む
（
問
題
を
つ
か
む
）

学　習　活　動　・　学　習　内　容 評 価 の 観 点 ・ 内 容 ・ 方 法

も
と
め
る
（
問
題
に
つ
い
て
調
べ
る
）

ひ
ろ
げ
る
（
ま
と
め
る
）
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実
際
に
、
教
師
は
、
水
道
を
ど
の
よ
う

に
伝
え
る
の
か
。

山
田
さ
ん
、
加
賀
谷
さ
ん
が
所
属
す

る
埼
玉
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
は
、

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
と
い
う
埼
玉
県
の

中
心
地
に
あ
る
。
１
ク
ラ
ス
40
名
で
、

１
学
年
３
ク
ラ
ス
。
山
田
さ
ん
は
、
か

つ
て
自
分
が
つ
く
っ
た
「
水
道
」
を
教

え
る
際
の
学
習
指
導
案
を
見
せ
て
く
れ

た
。（
前
頁
）
水
道
の
学
習
に
約
11
時

間
を
充
て
、
目
標
と
評
価
規
準
、
各
時

間
で
理
解
す
べ
き
内
容
を
ま
と
め
た
、

授
業
の
計
画
書
で
あ
る
。

社
会
科
の
目
指
す
の
は

公
民
的
な
資
質
の
基
礎
を

養
う
こ
と

こ
の
指
導
案
を
見
る
と
、
教
え
手
の

考
え
方
が
よ
く
わ
か
る
。

「
単
元
の
目
標
は
、
上
水
道
が
い
か
に

組
織
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
を
伝
え
、

そ
こ
に
携
わ
る
人
々
の
努
力
を
教
え
る

こ
と
で
す
。
社
会
科
と
い
う
教
科
は
、

子
供
た
ち
の
公
民
的
な
資
質
の
基
礎
を

養
う
、
つ
ま
り
将
来
社
会
の
担
い
手
に

な
る
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
が
大
き
い

目
標
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
水
道
が
題

材
な
ら
ば
、
水
道
を
支
え
る
人
々
の
努

力
を
通
し
て
、
子
供
た
ち
一
人
一
人
が

生
き
方
の
問
題
と
し
て
振
り
返
っ
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

こ
の
指
導
案
の
１
・
２
時
間
目
に

「
学
習
問
題
」
と
い
う
欄
が
あ
る
。
い

時
代
は
変
わ
っ
た
。
小
学
生
が
授
業

中
に
、
パ
ソ
コ
ン
で
調
べ
も
の
を
す
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
黒
板
に
向
か
っ
て

聞
く
授
業
風
景
と
は
大
違
い
だ
。

「
今
行
っ
て
い
る
よ
う
な
授
業
で
は
、

外
部
の
人
は
子
供
た
ち
一
人
一
人
が
、

い
っ
た
い
何
を
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
先
生
も
、
ク

ラ
ス
全
員
に
目
を
配
り
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
で
言
葉
を
か
け
て
や
っ
た
り
、
子
供

た
ち
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
拾
い
上
げ

て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
講
義
形
式
の
ほ
う
が
よ
ほ

ど
楽
で
す
よ
」。

総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
は

社
会
科
、
理
科
・
・
・
の
よ
う
に
、

決
め
ら
れ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
教
え
る
こ

と
を
「
教
科
学
習
」
と
呼
ぶ
。
評
価
の

観
点
や
教
え
る
内
容
、
配
分
時
間
な
ど

も
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

学
校
ご
と
に
独
自
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

組
み
、「
学
び
方
」
を
教
え
る
の
が

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
だ
。

こ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
総
合
学
習
」
の

進
め
方
は
各
校
で
千
差
万
別
だ
。
あ
る

学
校
の
事
例
が
自
分
の
学
校
で
う
ま
く

い
く
と
は
限
ら
な
い
。
環
境
、
福
祉
、

国
際
交
流
な
ど
と
テ
ー
マ
を
生
徒
一
人

一
人
が
自
由
に
学
習
テ
ー
マ
を
考
え
た

り
、
近
所
の
お
年
寄
り
に
出
張
講
師
に

来
て
も
ら
い
昔
話
を
語
っ
て
も
ら
っ
た

り
、
校
庭
で
稲
を
育
て
た
り
ビ
オ
ト
ー

プ
を
作
っ
て
み
た
り
と
、
そ
の
試
み
は

幅
広
い
。

埼
玉
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
は
、

「
総
合
学
習
」
に
、
３
、
４
年
生
で
は

年
間
１
０
５
時
間
、
５
、
６
年
生
で
は

年
間
１
１
０
時
間
を
割
い
て
お
り
、
子

供
た
ち
が
公
園
を
丸
ご
と
調
べ
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
や
、
県
庁
や
公
民
館
や
近
所
の

ホ
テ
ル
に
聞
き
取
り
調
査
に
出
向
く
プ

ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
６
年
生
に
な
る
と
卒
業
研

究
も
行
う
そ
う
で
、
そ
の
成
果
は
保
護

者
や
５
年
生
の
前
で
発
表
す
る
と
い
う
。

発
表
と
い
っ
て
も
た
い
し
た
こ
と
な
い

だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
ら
大
間
違
い
だ
。

「
去
年
は
、『
人
の
た
め
に
』
と
い
う
大

き
な
テ
ー
マ
を
設
定
し
ま
し
た
。
実
際

に
、
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
を
し
て
、
ゴ
ミ

を
お
金
に
換
え
て
市
役
所
に
募
金
し
た

り
、
赤
い
羽
募
金
か
ら
福
祉
に
迫
っ
た

子
も
い
ま
し
た
。
川
の
ゴ
ミ
拾
い
を
す

る
所
か
ら
川
の
浄
化
に
取
り
組
ん
だ
子

も
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
ら
を
、
文
章
に

し
た
り
、
模
造
紙
に
書
き
込
ん
だ
り
、

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
使
っ

て
発
表
す
る
子
供
も
い
ま
す
」
と
加
賀

谷
さ
ん
は
言
う
。

副
読
本
を
生
か
す
使
い
方

子
供
た
ち
の
問
題
意
識
で
進
め
ら
れ

る
「
総
合
学
習
」
に
お
い
て
は
、
主
体

的
な
成
果
を
挙
げ
る
か
ど
う
か
は
、
教

わ
ば
「
問
い
」
の
設
定
で
、
こ
の
単
元

で
調
べ
る
べ
き
問
題
を
、
子
供
た
ち
が

主
体
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
意
識
さ

せ
る
。

「
社
会
科
は
、
問
題
解
決
的
な
学
習
と

い
わ
れ
ま
す
の
で
、
ま
ず
問
題
を
最
初

に
設
定
し
ま
す
。
教
師
が
誘
導
す
る
場

合
も
あ
り
ま
す
が
、
子
供
た
ち
が
最
初

に
感
じ
た
疑
問
か
ら
始
め
た
ほ
う
が

『
自
分
た
ち
で
考
え
た
問
題
な
ん
だ
』

と
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か

ら
。
具
体
性
が
な
い
事
柄
に
は
、
子
供

は
興
味
を
持
ち
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

最
初
に
、
学
校
中
の
蛇
口
を
数
え
た
り
、

校
内
の
高
架
水
槽
を
見
せ
た
り
、
水
道

メ
ー
タ
ー
の
蓋
を
開
け
て
み
た
り
し
て
、

あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
、

子
供
た
ち
に
具
体
的
行
動
を
起
こ
さ
せ

て
、
興
味
を
引
き
出
し
て
い
き
ま
す
。

中
間
の
段
階
で
は
、
水
道
局
や
浄
水

場
に
足
を
運
ん
だ
り
、
子
供
た
ち
自
身

で
資
料
を
調
べ
る
よ
う
に
促
し
ま
す
。

３
年
生
の
「
総
合
学
習
」
で
パ
ソ
コ
ン

に
触
れ
ま
す
が
、
も
っ
と
以
前
か
ら
家

庭
で
経
験
し
て
い
る
児
童
も
多
い
の
で
、

４
年
生
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ

て
ど
ん
ど
ん
調
べ
も
の
を
し
ま
す
。
学

校
に
は
パ
ソ
コ
ン
ル
ー
ム
の
他
に
、
各

教
室
に
Ｐ
Ｃ
が
１
台
ず
つ
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
を
使
っ
て
も
、

な
か
な
か
狙
っ
た
資
料
が
探
せ
ず
時
間

が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

『
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
紹
介
カ
ー
ド
』
を
つ

く
り
、
関
連
サ
イ
ト
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

し
、
子
供
た
ち
に
配
っ
て
い
ま
す
。

『
み
な
お
そ
う
埼
玉
の
水
』
が
、
こ
こ

で
資
料
と
し
て
登
場
す
る
わ
け
で
す
ね
。

最
後
の
時
間
で
、
調
べ
て
わ
か
っ
た
こ

と
を
発
表
し
て
も
ら
い
、
教
師
が
司
会

を
し
て
話
し
合
い
を
し
ま
す
」。

子供たちのために作ったホームページ紹介カード
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小学生は、水をどのように学んでいるのか

６年３組　卒業研究テーマ（題材）一覧表 2003年

１　チアリーディングってどんなスポーツ？
２　ごみによってどんな問題が起き、どんな解決策があるのか
３　酸性雨の原因と被害はどのようなものか
４　日本にはどのような世界遺産があるのだろう
５　現代とは異なる昭和の食文化
６　環境に優しい自動車はどのような仕組みなのだろうか
７　オーケストラの歴史と楽器について
８　方言の種類はどのようなものか
９　宮崎県の特色はどのようなものか
10 裁判の判決の仕方はどのようなものか
11 雪はどのようにしてできているのだろうか
12 Ｗ杯にでた国々の主食には、どのような特色があるのだろうか
13 世界の楽器にはどんな歴史と作りがあるのだろうか
14 西郷隆盛はどのように生きたのだろうか
15 イギリスの文化は、童話からどのような事が分かるのだろうか
16 自然界のリサイクル者　キノコ
17 家作りの歴史には、どのような変化がみられるのか
18 うどんのおいしい作り方
19 介護にはどのような仕事があり、どのような工夫がされているのだろうか
20 韓国人は何を食べるのだろうか
21 献血には、どのような問題があるのだろうか
22 馬や人にはどのようなつながりがあるのだろう
23 環境マークの役割とは、どのようなものがあるのだろうか
24 地球の仕組みはどのようなものだろうか
25 沖縄の米軍問題は、どのくらい深刻な問題なのだろうか
26 地球温暖化の対策には、どのようなものがあるのだろうか
27 ペットボトルはリサイクルすると、どのように変わるのだろうか
28 お米はどのようにして、成り立っているのか
29 日本一のまち岡山県阿新地方
30 樺太と第二次世界大戦はどのように関わっているのだろうか
31 介助犬は、どのようにして人の手や足の役割を果たしているのだろうか
32 富士山の環境破壊を防ぐには、どうすれば良いのだろうか
33 中山道浦和宿には、どのような歴史があるのだろうか
34 不幸な犬を増やさないためにはどうすれば良いのだろうか
35 新体操にはどのような魅力があるのだろう
39 酸性雨を防ぐにはどうすればよいのだろうか
37 阿波踊りで阿呆になる！
38 海洋汚染の原因と対策を探ろう
39 環境に優しい車とはどのようなものなのだろうか
40 ホームヘルパー、老人ホームはどのようなものか

水
道
の
す
ば
ら
し
さ
を
理
解
し
て
も
ら

い
、
水
を
大
切
に
す
る
と
い
う
生
き
方

に
結
び
つ
い
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」。

21
年
前
に
つ
く
ら
れ
た
こ
の
副
読
本

は
、
各
年
の
学
習
指
導
要
領
に
合
わ
せ

て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
遠
い
将
来
を
見
据
え
て
作
っ
た

も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
は
、
水

道
だ
け
で
は
な
く
、
水
害
や
下
水
道
の

こ
と
も
社
会
科
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
県
内
の
水
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
ま
と
め
た
ら
、
厚
み
の
あ
る
資
料
が

で
き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
評
価
が

高
い
こ
と
は
、
毎
年
改
訂
を
続
け
な
が

ら
昨
年
ま
で
版
を
重
ね
て
き
た
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
。

そ
し
て
、
21
年
後
。
学
校
教
育
現
場

と
は
ま
っ
た
く
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い

「
水
の
文
化
編
集
部
」
の
目
で
見
る
と
、

こ
の
教
材
は
実
に
わ
か
り
や
す
い
「
流

域
の
水
の
文
化
」
を
伝
え
る
教
材
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
情
報
が
長

生
き
す
る
と
は
、
結
局
、「
い
ま
良
い

も
の
を
つ
く
る
」
と
い
う
作
り
手
の
気

概
と
、
条
件
に
応
じ
て
「
使
い
こ
な
す
」

と
い
う
利
用
者
の
気
概
が
、
時
間
を
超

え
て
出
会
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

師
の
手
腕
に
か
か
っ
て
い
る
と
も
い
え

る
。
水
道
を
教
え
る
に
し
て
も
、
児
童

に
暮
ら
し
の
感
覚
を
意
識
さ
せ
、
心
の

琴
線
に
触
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
先

生
次
第
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
副
読
本
の

大
き
な
存
在
価
値
が
あ
る
。

加
賀
谷
さ
ん
が
、
自
分
の
ク
ラ
ス
で

『
み
な
お
そ
う
さ
い
た
ま
の
水
』
を
使

っ
た
と
き
の
様
子
を
う
か
が
っ
た
。

「
ど
う
し
て
も
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
っ

た
の
は
、
こ
の
本
の
中
に
収
め
ら
れ
て

い
る
『
工
事
が
進
む
合
角

か
っ
か
く

ダ
ム
』
と
い

う
文
章
で
す
。
家
が
ダ
ム
建
設
で
取
り

壊
さ
れ
た
と
い
う
子
供
の
作
文
で
す
。

こ
れ
を
資
料
と
し
て
使
い
、
最
後
の
１

時
間
に
児
童
と
話
し
合
い
ま
し
た
。

『
水
を
大
切
に
し
よ
う
』
と
い
う
と
き

に
、
口
先
だ
け
で
は
な
く
、
我
々
が
便

利
に
使
っ
て
い
る
水
道
と
い
う
シ
ス
テ

ム
の
裏
に
、
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
人
が

い
る
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
い

た
か
っ
た
。
子
供
た
ち
も
、
そ
れ
ま
で

は
ダ
ム
か
ら
蛇
口
ま
で
水
が
自
動
的
に

ス
ー
と
来
て
い
る
感
じ
だ
っ
た
よ
う
で

す
が
、
そ
れ
を
境
に
ち
ょ
っ
と
水
に
対

す
る
意
識
は
変
わ
り
ま
し
た
。
世
界
で

も
蛇
口
を
ひ
ね
る
と
水
を
飲
め
る
国
は

少
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
、
自
分
と

同
じ
年
代
の
子
供
の
作
文
と
い
う
形
で

目
に
し
た
と
き
に
、
頭
だ
け
で
な
く
心

と
体
で
実
感
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
こ
の
『
気
づ
き
』
で
日
本
の

『みなおそうさいたまの水』の本文。1986年版（上）と2002年版（下）
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き
れ
い
な
排
水

か
つ
て
は
下
水
処
理
場
と
か
汚
水
処

理
場
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
施
設
が
、

最
近
で
は
「
水
再
生
セ
ン
タ
ー
」
と
看

板
を
掛
け
変
え
る
例
が
増
え
て
い
る
。

見
学
コ
ー
ス
を
整
備
し
て
い
る
所
も
多

く
、
中
に
入
る
と
処
理
水
の
中
を
魚
が

泳
い
で
い
た
り
す
る
。
も
っ
と
遡
れ
ば
、

私
た
ち
の
子
供
の
時
分
は
東
京
で
も
住

宅
街
に
ど
ぶ
が
あ
り
、
家
庭
か
ら
出
る

雑
排
水
が
流
れ
て
い
た
し
、
洗
濯
機
か

ら
出
た
泡
立
つ
水
を
こ
の
目
で
見
る
こ

と
も
で
き
た
。

水
再
生
セ
ン
タ
ー
で
は
、
生
き
も
の

が
棲
め
る
程
度
の
排
出
水
基
準
に
適
合

し
た
水
を
排
水
し
て
い
る
。
東
京
都
下

水
道
局
の
広
報
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、

「
多
摩
川
の
水
量
の
約
５
割
が
下
水
処

理
水
」（『
東
京
の
下
水
道
』
No.
１
９
０
、

２
０
０
４
）
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
相

当
な
量
に
な
る
。

な
ぜ
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
か
。
多
摩
川
の
場
合
、
上
流
の
小
作

取
水
口
・
羽
村
取
水
口
で
山
口
貯
水

池
・
村
山
貯
水
池
に
向
け
て
、
１
日
当

た
り
88
万
５
２
０
０
k
と
い
う
大
量
の

水
が
取
水
さ
れ
る
た
め
、
流
量
が
一
気

『
水
の
文
化
』
編
集
部

捨
て
去
る
こ
と
が
、
排
水
か

で
は
な
い
。
下
水
道
法
、
水
質
汚
濁
防

止
法
等
の
法
令
を
遵
守
し
下
水
を
処
理

し
、
き
れ
い
な
水
を
排
水
し
、
川
の
水

が
清
浄
に
な
る
の
は
結
構
な
こ
と
だ
。

農
業
用
水
が
使
い
回
さ
れ
て
再
び
川
な

ど
に
戻
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
上
水
道

が
川
か
ら
取
水
さ
れ
、
使
わ
れ
、
下
水

と
し
て
集
め
ら
れ
て
川
や
海
な
ど
に
戻

る
。し

か
し
、
排
水
が
た
と
え
非
常
に
き

れ
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
川
の
水
量

の
半
分
が
人
工
的
な
処
理
水
で
あ
る
と

い
う
事
実
に
、
違
和
感
を
感
じ
て
し
ま

う
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

こ
の
違
和
感
の
正
体
を
つ
き
と
め
て

み
よ
う
と
、
ま
ず
は
身
近
な
生
活
排
水

で
あ
る
風
呂
の
水
が
い
つ
か
ら
「
廃
水
」

に
変
わ
る
の
か
と
自
問
自
答
し
て
み
た
。

排
水
溝
に
吸
い
込
ま
れ
、
見
え
な
く

な
っ
た
ら
廃
水
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ

れ
と
も
、
自
分
が
浸
か
っ
た
時
点
で
廃

水
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
で
は
な

く
、「
誰
か
が
使
っ
た
水
は
廃
水
に
な

る
」
と
い
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の

誰
か
が
、
家
族
と
他
人
と
で
、
感
覚
は

違
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、

そ
の
水
が
排
水
溝
で
は
な
く
隣
の
家
に

溢
れ
出
た
と
す
れ
ば
ど
う
か
。

た
だ
の
水
が
廃
水
と
認
識
さ
れ
る
に

は
、
利
用
す
る
か
し
な
い
か
は
別
と
し

て
、「
き
れ
い
・
き
た
な
い
」、「
見
え

る
・
見
え
な
い
」、「
境
界
を
超
え
る
」

等
の
要
素
が
混
然
と
な
っ
て
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、

今
森
光
彦
の
言
葉
が
掲
載
さ
れ
た
記
事

に
目
が
と
ま
っ
た
。
今
森
と
い
え
ば
琵

琶
湖
湖
畔
に
住
み
、
人
と
自
然
が
共
生

す
る
風
景
を
紹
介
し
続
け
る
写
真
家
と

し
て
も
有
名
な
の
だ
が
、
彼
は
水
に
は

飲
む
た
め
の
「
き
れ
い
な
水
」
と
、
人

間
も
含
め
た
生
命
に
と
っ
て
大
事
な

「
生
き
た
水
」
が
あ
る
と
言
う
。
そ
し

て
、
琵
琶
湖
周
辺
に
あ
る
「
か
ば
た

（
川
端
）」
と
い
う
仕
組
み
を
引
用
し
て
、

「
自
分
た
ち
が
使
う
水
に
対
し
て
責
任

を
持
っ
て
い
る
」
こ
と
を
称
賛
し
て
い

る
。「
川
端
」
と
い
う
の
は
、
台
所
の

隣
に
あ
る
井
戸
端
の
よ
う
な
も
の
で
、

家
の
中
に
湧
き
だ
す
湧
水
を
生
活
に
利

用
す
る
。
使
っ
た
水
は
、
水
路
に
流
れ

て
い
く
。

今
森
は
こ
の
水
路
の
水
を
、「
誰
が

使
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
汚
い
水
だ

と
い
う
概
念
は
な
か
っ
た
の
で
す
」
と

コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
（『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
』

朝
日
新
聞
社
、
２
０
０
４
・
９
・
27
）。

「
利
用
者
が
特
定
で
き
る
」
こ
と
と

「
排
水
が
き
れ
い
」
と
い
う
こ
と
が
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

排
水
の
質

排
水
が
廃
水
と
な
る
か
ど
う
か
の
分

か
れ
目
は
、
人
に
よ
っ
て
判
断
が
異
な

る
こ
と
の
よ
う
だ
。
さ
ら
に
は
同
じ
人

間
で
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
判
断
が
く

つ
が
え
る
。
数
値
的
に
は
排
出
水
基
準

に
適
合
し
た
水
を
汚
い
と
思
う
と
き
が

あ
り
、
な
ん
の
根
拠
も
な
い
の
に
汚
く

な
い
、
と
思
う
と
き
も
あ
る
。
排
水
を

捉
え
る
と
き
に
は
、
こ
の
「
Ｔ
Ｐ
Ｏ

で
左
右
さ
れ
る
感
覚
と
判
断
基
準
」
と

い
う
人
間
の
内
面
を
視
野
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
時
と
場
合
で

変
わ
る
こ
と
が
あ
る
一
方
、
何
十
年
も

変
化
し
な
い
側
面
も
持
っ
て
い
る
。
長

く
変
化
し
な
い
ほ
ど
、
個
人
の
経
験
や

文
化
的
背
景
、
社
会
常
識
が
、
頑
固
さ

に
磨
き
を
か
け
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま

り
、
排
水
の
将
来
を
考
え
る
と
き
に
は
、

数
値
的
な
基
準
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

常
識
的
な
Ｔ
Ｐ
Ｏ
な
ど
、
複
雑
に
絡
み

合
う
要
素
を
解
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

一
般
的
な
発
想
か
ら
い
え
ば
、「
川

の
半
分
が
処
理
水
」
と
い
う
違
和
感
に

対
応
す
る
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を

に
減
る
。
そ
し
て
今
度
は
そ
の
下
流
、

途
中
６
ヶ
所
の
水
再
生
セ
ン
タ
ー
か
ら

80
万
８
９
６
２
k
の
処
理
水
が
排
水
さ

れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
た
め
、
中
流
付

近
で
は
水
量
の
５
割
が
処
理
水
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
下
水
道
が
多
摩
川
の
水
質
向
上
に
貢

献
し
て
い
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

込
め
て
、
隣
の
ペ
ー
ジ
に
は
下
水
道
の

普
及
率
が
上
が
っ
た
こ
と
で
水
質
が
良

く
な
り
、
多
摩
川
に
１
０
０
万
匹
の
ア

ユ
が
戻
っ
て
き
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

水
が
き
れ
い
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
自
体
は
、
何
も
悪
い
こ
と
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捨て去ることが、排水か

を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
要
求
し
た
。
い
わ

ば
越
境
河
川
紛
争
な
ら
ぬ
越
境
水
道
紛

争
と
い
う
わ
け
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
水
を
安
価
に
購
入

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
そ
う
な
雲

行
き
な
の
だ
。

水
が
稀
少
と
な
れ
ば
、
知
恵
を
使
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
家
庭
排
水
を

逆
浸
透
膜
で
濾
過
し
、
紫
外
線
殺
菌
を

し
て
飲
料
水
と
し
て
国
民
に
供
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。「
ニ
ュ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
」

と
呼
ば
れ
る
こ
の
水
は
、
２
０
０
３
年

２
月
か
ら
い
っ
た
ん
貯
水
池
に
混
合
さ

れ
、
再
処
理
供
給
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
は
廃
水
が
存
在

し
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
水
が
稀
少
に
な
っ
た
と
き
に
、

日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
試
み
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
よ
う
な

こ
と
を
行
お
う
と
す
れ
ば
「
排
水
な
ど

飲
め
る
か
」
と
下
水
道
局
に
苦
情
が
殺

到
し
、
結
果
的
に
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ

ー
の
売
れ
行
き
を
押
し
上
げ
る
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
お
そ
ら

く
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
処
理
水

を
い
っ
た
ん
は
排
出
し
自
然
の
川
の
水

と
混
ぜ
た
上
で
、
も
う
一
度
取
水
す
る

方
法
を
取
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
あ
る
自
治
体

の
下
水
排
水
口
の
下
流
に
、
別
の
自
治

体
の
上
水
の
取
水
口
が
あ
る
こ
と
が

「
問
題
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
う
か
が
え
る
。
排
水
に
多
元
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
要
求
さ
れ
る
所
以
で
あ

る
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
る
と
そ
れ
は
、

上
流
の
排
水
を
廃
棄
物
と
捉
え
て
い
る

か
ら
問
題
と
思
う
の
で
あ
っ
て
、
資
源

と
考
え
れ
ば
問
題
が
起
こ
ろ
う
は
ず
も

な
い
。

帰
り
の
切
符
を
持
た
な
い
ゴ
ミ

こ
の
気
持
ち
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と

し
て
描
い
て
み
せ
た
の
が
、
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
作
家
で
あ
る
佐
野
眞
一
の

『
日
本
の
ゴ
ミ
』（
筑
摩
書
房
、
１
９
９

７
）
だ
。
時
代
は
バ
ブ
ル
の
余
韻
冷
め

や
ら
ぬ
こ
ろ
で
、
目
次
を
見
る
と
「
自

動
車
の
終
わ
り
」「
紙
の
終
わ
り
」「
食

の
終
わ
り
」
な
ど
、
廃
棄
物
を
「
終
わ

っ
た
も
の
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
点

が
象
徴
的
だ
。

そ
の
中
で
佐
野
は
「
水
の
終
わ
り
」

と
い
う
一
章
を
設
け
て
い
る
。
80
年
代

か
ら
流
行
っ
て
い
た
朝
シ
ャ
ン
族
か
ら

筆
を
起
こ
し
、

「
ひ
と
た
び
水
に
流
し
て
し
ま
え
ば
、

あ
と
は
野
と
な
れ
山
と
な
れ
、
と
一
切

責
任
を
と
ら
な
い
精
神
風
土
の
な
か
で

育
っ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
、

ト
イ
レ
で
流
し
た
水
が
再
び
循
環
し
て
、

誰
し
も
が
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
取

水
量
を
減
ら
し
、
個
々
の
汚
水
排
出
量

も
減
ら
し
、
地
表
の
舗
装
被
服
率
を
低

め
て
土
に
戻
す
こ
と
で
雨
水
の
地
中
浸

透
を
進
め
、
自
然
環
境
の
持
つ
水
循
環

を
回
復
さ
せ
る
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
が
効

果
的
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
の
常
識
か

ら
見
て
、
誰
に
も
異
存
が
な
い
こ
と
だ

ろ
う
。

さ
ら
に
将
来
を
見
る
な
ら
ば
、
今
は

個
人
下
水
道
を
実
現
す
る
の
が
時
期
尚

早
で
あ
っ
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
下
水

道
な
ら
可
能
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え

て
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
施
設
は
居

住
者
か
ら
成
る
下
水
道
組
合
が
管
理
す

る
。
つ
ま
り
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
自
分

た
ち
で
行
う
。
こ
う
す
れ
ば
、
マ
ン
シ

ョ
ン
の
住
民
が
ビ
ル
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

に
真
剣
に
な
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自

分
た
ち
の
下
水
管
理
も
他
人
事
に
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
。

現
在
、
全
国
各
地
の
市
民
団
体
が
暗

渠
の
蓋
を
開
け
よ
う
と
活
動
を
行
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
も
、
ま
ず
は
昔
の
ど
ぶ

川
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け

で
、
江
戸
の
下
水
道
復
活
と
一
脈
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
蓋
を
開
け
れ
ば
事
が
済
む
わ
け
で

は
な
い
が
、
ま
ず
開
け
て
み
な
い
こ
と

に
は
話
が
始
ま
ら
な
い
と
い
う
考
え
に

も
一
理
あ
る
。

も
は
や
「
昔
を
見
習
お
う
」
と
か

「
な
ん
と
か
な
る
と
い
う
成
り
ゆ
き
任

せ
」
や
「
数
値
さ
え
ク
リ
ア
す
れ
ば
い

水
道
の
蛇
口
か
ら
流
れ
て
く
る
と
い
う

思
考
回
路
が
、
恐
ろ
し
く
欠
如
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
水
源
地
お
よ

び
最
終
処
理
場
の
遠
隔
化
に
よ
っ
て
、

ま
す
ま
す
助
長
さ
れ
て
き
た
。
蛇
口
の

向
こ
う
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
ト

イ
レ
の
汚
水
の
行
方
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
。
生
産
と
再
生
産
施
設
の
不
可

視
化
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
水
を
、

消
費
物
、
廃
棄
物
と
し
か
と
ら
え
ら
れ

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば

わ
れ
わ
れ
は
、
み
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら

送
ら
れ
て
き
た
水
を
、
み
え
な
い
と
こ

ろ
に
送
り
つ
け
て
い
る
一
本
の
管
の
よ

う
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
」

と
問
題
の
所
在
を
ほ
ぼ
正
確
に
指
摘

し
て
い
る
。

こ
こ
で
佐
野
が
問
題
に
し
て
い
る
の

は
、
誕
生
か
ら
終
末
ま
で
を
一
直
線
で

結
ぶ
よ
う
な
、
商
品
の
流
れ
と
い
う
廃

棄
物
を
生
む
構
造
と
、
そ
の
流
れ
を
利

用
者
が
見
よ
う
と
し
な
い
こ
と
だ
。

で
は
日
本
は
排
水
に
対
し
て
、
ず
っ

と
そ
の
よ
う
な
感
覚
で
生
き
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
の
排
水
は
ど

の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

一
つ
の
手
が
か
り
は
、
元
禄
時
代
に
書

か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
当
時
の
農
業
百

科
事
典
で
あ
る
『
百
姓
伝
記
』（
岩
波

書
店
）
の
記
述
に
見
て
と
れ
る
。

「
土
民
の
家
内
に
て
つ
ね
に
水
を
つ
か

ひ
、
雑
具
を
洗
ひ
捨
る
な
が
し
は
、
分

限
相
応
に
水
の
も
ら
ざ
る
や
う
に
、
板

を
以
拵
え
、
下
水
の
は
き
所
に
桶
を
す

い
」
と
い
う
発
想
で
は
通
用
し
な
い
。

「
Ｔ
Ｐ
Ｏ
で
左
右
さ
れ
る
感
覚
と
判
断

基
準
」
と
い
う
人
間
の
内
面
に
ま
で
踏

み
込
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

日
本
人
が
水
に
対
し
て
持
つ
一
般
的

な
感
覚
と
対
局
に
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
は
、
６
８
３
h
（
東
京
23
区
よ
り
少

し
広
い
程
度
）
の
土
地
に
、
約
４
２
５

万
人
の
人
口
が
居
住
す
る
都
市
国
家
で
、

水
道
普
及
率
は
１
０
０
％
。
年
間
降
水

量
は
約
２
１
０
０
mm
（
日
本
で
い
え
ば

熊
本
市
と
同
じ
位
）
で
、
決
し
て
少
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
、
狭
い
国
土
に
人

口
が
多
い
た
め
、
水
の
調
達
は
国
家
的

な
大
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

「
川
の
半
分
が
処
理
水
」
で
あ
る
こ

と
に
違
和
感
を
感
じ
る
人
間
に
と
っ
て
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
水
事
情
は
想
像
を
超

え
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で

は
排
水
を
そ
の
ま
ま
浄
化
し
て
、
飲
み

水
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

１
日
１
１
５
万
ｔ
の
水
需
要
の
半
分

は
、
隣
国
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
の
導
水
路

に
頼
り
、
１
０
０
０
ガ
ロ
ン
（
約
３
８

０
０
R
）
当
た
り
、
０
・
０
３
リ
ン
ギ

ッ
ト
（
約
０
・
９
円
、
２
０
０
４
年
９

月
末
現
在
）
の
値
段
で
マ
レ
ー
シ
ア
か

ら
購
入
し
て
い
る
。
両
国
間
の
水
供
給

協
定
は
１
９
６
１
年
に
結
ば
れ
た
。
マ

レ
ー
シ
ア
側
は
こ
の
協
定
の
期
限
失
効

を
９
年
後
に
控
え
た
２
０
０
２
年
に
、

値
段
を
１
０
０
倍
に
引
き
上
げ
る
こ
と
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は
心
の
問
題
で
あ
り
、
変
化
の
中
の
連

続
性
を
維
持
す
る
こ
と
を
喜
べ
る
か
ど

う
か
に
、
廃
棄
の
問
題
が
あ
る
の
だ
と

鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、「
持
続
可
能
な
開
発
」
が

理
念
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
現

在
か
ら
見
て
も
、
大
変
深
い
洞
察
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
持
続
可
能
な
成
長
を

口
に
す
る
一
方
で
、
つ
い
つ
い
私
た
ち

は
衰
退
と
か
減
速
と
い
っ
た
変
化
を
怖

れ
、
廃
棄
物
を
意
識
の
外
に
追
い
出
し

た
く
な
る
か
ら
だ
。

き
れ
い
な
水
が
排
水
さ
れ
る

と
い
う
違
和
感

こ
こ
ま
で
き
て
、
や
っ
と
「
川
の
水

の
半
分
が
処
理
水
」
に
な
ぜ
違
和
感
を

感
じ
る
の
か
と
い
う
冒
頭
の
疑
問
が
少

し
解
け
て
き
た
。

第
１
は
、
廃
棄
物
と
し
て
の
排
水
が

い
か
に
き
れ
い
で
あ
っ
て
も
、
処
理
さ

れ
て
い
る
以
上
そ
れ
は
ゴ
ミ
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
な
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、「
川
の

水
の
５
割
は
、
ア
ユ
が
の
ぼ
っ
て
く
る

ほ
ど
き
れ
い
な
水
の
処
理
水
で
す
」
と

言
わ
れ
て
も
、
受
け
取
る
側
が
「
川
の

半
分
が
廃
水
」
と
自
動
的
に
受
け
取
っ

て
し
ま
う
の
だ
。

第
２
は
、
用
水
と
排
水
は
利
用
を
間

に
挟
ん
だ
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
は
ず
だ
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
排
水
は
き
れ
い

で
す
」
と
言
わ
れ
る
と
、
つ
い
取
水
し

て
使
い
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
一
直
線
の

水
利
用
の
流
れ
を
想
像
し
て
し
ま
う
。

第
３
は
、
下
水
道
も
上
水
道
も
そ
の

技
術
は
巨
大
で
あ
り
、
利
用
者
は
そ
こ

で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
か
見
え
て
こ
な

い
。
技
術
か
ら
「
あ
な
た
は
何
も
心
配

す
る
必
要
は
な
い
」
と
締
め
出
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
大
い
に
不
安
で
あ
る
。
川

も
自
然
の
流
れ
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、

そ
の
半
分
が
処
理
水
と
聞
く
と
技
術
の

見
え
な
い
巨
大
さ
を
、
否
応
な
く
意
識

さ
せ
ら
れ
る
。
ダ
ム
や
潅
漑
設
備
は
巨

大
で
は
あ
る
が
、
原
理
自
体
は
想
像
で

き
る
程
度
に
単
純
だ
。
し
か
し
高
度
処

理
の
下
水
設
備
な
ど
は
、
ま
る
で
工
場

プ
ラ
ン
ト
の
よ
う
で
、
理
解
し
よ
う
と

思
う
根
気
を
く
じ
く
に
は
充
分
す
ぎ
る

ほ
ど
複
雑
だ
。

第
４
は
、「
川
の
半
分
が
処
理
水
」

と
い
う
言
葉
に
は
、
便
利
で
快
適
な
自

分
の
生
活
が
成
立
し
て
い
る
背
景
に
あ

る
厳
し
さ
を
、
否
応
な
く
つ
き
つ
け
ら

れ
る
。
知
ら
な
け
れ
ば
幸
せ
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
の
に
、
心
の
中
の
排
水
か

ら
目
を
背
け
な
い
よ
う
に
強
要
さ
れ
る

か
の
ご
と
き
苛
立
ち
が
募
る
。
誠
に
厄

介
な
自
己
矛
盾
が
、
排
水
の
場
合
も
見

え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。

排
水
で
意
識
さ
せ
ら
れ
る

弱
さ
の
強
さ

１
９
９
２
年
に
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ

で
開
催
さ
れ
た
「
環
境
と
開
発
に
関
す

ゑ
置
て
、
毎
日
の
悪
水
を
溜
桶
に
う
つ

し
、
く
さ
ら
せ
て
、
不
浄
う
め
水
に
合

し
、
田
畠
の
こ
や
し
と
す
べ
し
」

使
っ
た
水
は
腐
ら
せ
て
、
し
尿
を
肥

料
に
使
う
た
め
の
薄
め
水
に
し
ろ
と
記

さ
れ
て
お
り
、
使
っ
た
水
は
次
の
利
用

の
資
源
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
使
い
捨
て
の
廃
棄
物

感
覚
が
な
か
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
水

だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
資
源
を
大
切

に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
当
た
り
前
だ
っ

た
。
木
綿
布
も
大
福
帳
の
紙
も
、
人
間

の
営
み
の
大
き
な
循
環
の
中
に
組
み
込

ま
れ
て
い
た
の
だ
。

廃
棄
（
ゴ
ミ
）
の
本
質
が
変
化
の
中

の
連
続
性
に
あ
る
こ
と
を
見
事
に
描
い

て
い
る
の
が
、
都
市
計
画
家
ケ
ヴ
ィ

ン
・
リ
ン
チ
の
遺
作
で
あ
る
『
廃
棄
の

文
化
誌
〜
ゴ
ミ
と
資
源
の
あ
い
だ
〜
』

（
工
作
舎
、
１
９
９
４
、
原
著
／
”

る
国
連
会
議
」（
地
球
サ
ミ
ッ
ト
）
で

は
、
持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
27
原

則
が
宣
言
さ
れ
た
。
そ
の
第
15
原
則
が

予
防
原
則
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、「
重

大
か
つ
不
可
逆
な
影
響
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
不
確
実
性

が
あ
る
こ
と
を
費
用
効
果
の
高
い
対
策

の
実
施
を
延
期
す
る
理
由
と
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
人
間
の
社
会
が

脆
弱
さ
を
持
っ
て
お
り
、
判
断
の
誤
り

も
あ
る
不
確
実
で
弱
い
存
在
だ
、
と
い

う
認
識
を
前
提
に
し
た
考
え
方
で
あ
る
。

環
境
問
題
の
意
思
決
定
を
、
強
い
科
学

的
理
性
を
根
拠
に
行
お
う
と
い
う
人
々

に
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
文
と
も
と

れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
脆
弱
さ
を
受
け
止
め

る
こ
と
で
生
ま
れ
る
寛
容
さ
こ
そ
、
実

は
持
続
可
能
な
社
会
が
求
め
て
い
る
価

値
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

金
子
郁
容
は
、
か
つ
て
『
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
』（
岩
波
書
店
、
１
９
９
２
）
の

中
で
、「
自
ら
を
弱
い
存
在
に
す
る
こ

と
が
、
魅
力
あ
る
関
係
を
生
む
」
と
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
意
味
を
説
明
し
た
。
こ

の
指
摘
は
、「
こ
こ
ろ
に
弱
さ
や
不
確

実
性
を
あ
え
て
導
入
し
、
何
か
を
排
除

W
asting

A
w
ay

”
１
９
９
０
）
だ
。

彼
は
、
廃
棄
物
と
汚
辱
の
結
び
つ
き

を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、「
廃

棄
物
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
価
値
が
な

く
、
使
わ
れ
な
い
ま
ま
、
外
見
上
は
有

用
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
な
く
、

も
の
が
減
少
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
損
失
、
放
棄
、
減
退
、
離
脱
で
あ

り
、
ま
た
死
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
産

と
消
費
の
後
に
残
る
、
使
用
済
み
の
、

価
値
の
な
い
物
質
で
あ
り
、
使
わ
れ
た

す
べ
て
の
も
の
、
屑
ゴ
ミ
、
残
り
物
、

ガ
ラ
ク
タ
、
不
純
、
そ
し
て
不
浄
を
も

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
身
の
周
り
を

見
渡
し
て
み
る
と
、
廃
棄
さ
れ
た
モ
ノ

（
廃
棄
物
）、
廃
棄
さ
れ
た
土
地
（
荒
廃

地
）、
廃
棄
さ
れ
た
時
間
（
無
駄
な
時
間
）、

そ
し
て
廃
棄
さ
れ
た
人
生
（
浪
費
さ
れ

た
人
生
）
が
あ
る
」
と
暫
定
的
に
定
義

す
る
。

続
け
て
「（
廃
棄
と
対
峙
す
る
た
め

の
）
最
大
の
問
題
は
、
私
た
ち
の
心
の

中
に
あ
る
。
純
粋
さ
と
永
続
性
に
焦
が

れ
つ
つ
、
私
た
ち
は
永
遠
に
衰
退
し
て

ゆ
く
術
や
、
流
れ
の
連
続
性
、
軌
道
や

展
開
を
見
据
え
る
術
を
学
ば
ね
ば
な
ら

な
い
。（
中
略
）
私
た
ち
は
、
今
を
生
き

て
い
る
。
緩
急
の
差
は
あ
れ
、
す
べ
て

は
変
化
す
る
。
生
命
は
、
成
長
で
あ
り
、

衰
退
で
あ
り
、
変
様
で
あ
り
、
消
滅
で

あ
る
。
こ
の
連
続
性
を
維
持
す
る
こ
と

の
う
ち
に
、
喜
び
を
見
い
だ
す
術
を
学

び
た
い
も
の
だ
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
は
、
廃
棄
と
い
う
も
の
が
実
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捨て去ることが、排水か

真
摯
に
考
え
よ
う
と
い
う
気
運
が
政
策

立
案
者
の
間
に
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
よ

う
だ
。

都
心
か
ら
数
km
の
場
所
な
の
に
、
水

路
が
走
り
、
農
地
も
林
も
あ
る
。
自
分

の
家
の
排
水
を
自
分
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
な
り
が
処
理
す
る
。
人
の
家
の
排

水
が
見
え
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
暮
ら
し

な
が
ら
、
町
の
中
を
走
る
水
路
を
利
用

す
る
。
水
路
は
景
観
と
し
て
も
生
き
て

お
り
、
生
活
排
水
、
雨
水
排
水
に
用
い

る
な
ど
、
流
れ
が
多
面
的
に
利
用
さ
れ

て
い
る
。

こ
ん
な
都
市
が
あ
っ
た
ら
、
け
っ
こ

う
快
適
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

ん
な
都
市
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う

か
も
し
れ
な
い
が
、
世
界
的
に
見
れ
ば

別
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
都
市
だ

っ
て
成
り
行
き
で
で
き
た
も
の
で
は
な

く
、
か
な
り
人
為
的
に
つ
く
ら
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
修
正
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
は
ず
が
な
い
。
水
も
、
多
様
な
使

い
方
を
す
る
利
用
者
が
近
接
し
て
い
る

ほ
う
が
、
循
環
に
と
っ
て
は
都
合
が
い

い
。
結
局
、
多
様
な
水
利
用
と
は
、
多

様
な
土
地
利
用
と
表
裏
一
体
な
の
だ
。

白
石
好
孝
『
都
会
の
百
姓
で
す
。
よ

ろ
し
く
』（
コ
モ
ン
ズ
、
２
０
０
１
）

は
、
練
馬
区
で
農
家
を
営
む
著
者
が
、

「
消
費
者
と
近
い
都
市
だ
か
ら
こ
そ
農

業
な
の
だ
」
と
意
気
込
ん
で
営
農
す
る

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
都
市
農
業
の
可

能
性
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

よ
う
な
人
は
ま
だ
ま
だ
わ
ず
か
で
あ
る

が
、
ほ
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
。

さ
て
、
現
在
の
日
本
で
は
水
質
汚
濁

防
止
法
を
は
じ
め
排
水
の
水
質
に
つ
い

て
は
厳
し
い
基
準
が
設
け
ら
れ
、
監
視
、

罰
則
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。
制
度

は
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
制

度
が
う
ま
く
働
く
か
ど
う
か
は
、
生
活

者
の
力
、
い
わ
ば
「
社
会
の
市
民
力
」

に
よ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
の
都
市
政
策

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
求
め
る
「
発

展
」
を
目
標
に
進
ん
で
き
た
。
結
果
、

都
市
生
活
者
の
身
の
周
り
に
は
上
水
も

排
水
も
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
見
え

な
い
と
い
う
の
は
、
文
字
ど
お
り
目
に

触
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
複
雑
で
巨
大

な
シ
ス
テ
ム
は
市
民
の
理
解
を
超
え
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
い

っ
た
ん
希
薄
に
な
っ
た
水
へ
の
意
識
を
、

生
活
者
の
力
で
取
り
戻
す
こ
と
が
問
わ

れ
て
い
る
。

変
え
て
い
く
勇
気

こ
こ
ま
で
排
水
の
水
質
問
題
に
は
触

れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
大

問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

２
０
０
２
年
度
の
公
共
用
水
域
の
水
質

す
る
気
持
ち
を
抑
え
る
と
、
将
来
に
わ

た
り
、
よ
り
自
覚
的
な
人
間
関
係
が
生

ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
予
防

原
理
を
も
と
に
し
た
人
間
関
係
の
結
び

方
と
し
て
今
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

排
水
を
身
近
に
感
じ
、
あ
え
て
自
分

が
排
除
し
て
い
た
弱
さ
を
意
識
す
る
こ

と
で
、
水
の
利
用
に
自
覚
的
に
な
る
こ

と
が
で
き
、
排
水
を
多
様
な
資
源
と
し

て
利
用
す
る
心
の
可
能
性
も
広
が
る
。

排
水
を
廃
水
と
考
え
ず
、
排
水
を
将

来
に
わ
た
る
水
循
環
の
一
部
と
見
る
。

そ
し
て
、
弱
さ
を
受
け
止
め
る
社
会
関

係
を
排
水
を
媒
介
に
取
り
結
び
、「
排

水
の
絆
」
を
つ
く
る
。
心
の
排
水
と
向

き
合
う
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
な
の

だ
ろ
う
し
、
そ
こ
か
ら
市
民
の
力
も
生

ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。

生
き
る
こ
と
、
使
う
こ
と
は
、
汚
す

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
私
た
ち
が

生
き
て
生
活
を
営
ん
で
い
る
以
上
、
そ

の
こ
と
に
目
を
背
け
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
自
然
に
近
い
生
活
を
維
持
し
て
、

排
水
を
き
れ
い
に
し
て
も
、
こ
れ
だ
け

で
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。
捨
て
去
る
と

い
う
行
為
に
向
き
合
わ
な
く
て
は
、
ま

さ
に
「
臭
い
も
の
に
蓋
」
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
の
だ
。

排
水
の
絆
を
つ
く
る
都
市
へ

排
水
の
絆
を
つ
く
る
と
い
う
視
点
で
、

都
市
圏
の
中
で
水
を
う
ま
く
循
環
さ
せ

持
続
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
い
か

基
準
達
成
率
は
、
河
川
は
85
・
１
％
、

海
域
は
76
・
９
％
と
な
っ
て
い
る
が
、

湖
沼
の
よ
う
な
閉
鎖
系
水
域
は
43
・

８
％
で
、
前
年
を
２
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ

て
い
る
（
環
境
省
）。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
数
字
は
、
私
た
ち
の
水
利
用
と
土
地

利
用
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
肝
に
命
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
代
に
な
っ
て
私
た
ち
は
、
都
市
の

つ
く
り
方
も
合
意
形
成
の
仕
方
も
、
西

洋
文
明
か
ら
多
く
を
学
ん
で
き
た
。
結

果
と
し
て
は
恩
恵
に
与
か
っ
て
き
た
が
、

そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
こ
と

で
、
今
あ
る
種
の
歪
み
が
表
面
化
し
て

い
る
。
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
っ
た
森
鴎

外
が
下
水
道
事
業
の
急
務
を
説
い
て
い

る
（
斎
藤
健
次
郎
著
『
森
鴎
外
と
下
水

道
』
環
境
新
聞
社
、
１
９
９
４
）
こ
と

を
、
古
賀
邦
雄
が
紹
介
し
て
い
る
（
本

誌
次
頁
）。
近
代
化
を
目
指
し
た
衛
生

官
僚
、
森
林
太
郎
と
し
て
は
当
然
の
建

白
だ
が
、
現
在
の
都
市
を
見
て
、
文
人
、

森
鴎
外
は
な
ん
と
言
う
だ
ろ
う
か
。

経
験
や
文
化
的
背
景
で
築
か
れ
た

「
感
覚
と
判
断
基
準
」
は
、
強
固
な
も

の
だ
。
し
か
し
そ
れ
と
て
も
、
10
年
、

１
０
０
年
経
て
ば
変
わ
る
。

自
分
や
社
会
は
変
え
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
発
想
を
転
換
さ
せ
、
排
水
を

「
見
る
」。
そ
し
て
、
排
水
に
「
寛
容
」

と
な
る
こ
と
で
、
排
水
を
廃
水
に
し
な

い
「
今
」
で
き
る
こ
と
が
見
え
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

に
取
水
、
配
水
、
利
用
、
排
水
を
誘
導

す
る
か
と
い
う
政
策
が
重
要
と
な
る
。

こ
れ
は
、
産
業
政
策
で
あ
る
と
同
時
に

農
業
政
策
で
も
あ
り
、
持
続
可
能
な
開

発
を
目
的
と
し
た
都
市
の
成
長
管
理
政

策
で
も
あ
る
。

こ
の
先
に
あ
る
方
向
性
は
、
お
そ
ら

く
単
一
用
途
の
空
間
を
ゾ
ー
ニ
ン
グ
す

る
の
で
は
な
く
、
広
い
空
間
を
多
様
に

使
う
土
地
利
用
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

ま
で
日
本
で
常
識
と
さ
れ
た
１
極
集
中

型
都
市
を
転
換
し
、
多
様
な
土
地
利
用

を
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
都
市
で
享
受
で
き
る
集

積
の
メ
リ
ッ
ト
を
抑
制
し
、
分
散
の
メ

リ
ッ
ト
を
生
み
出
す
誘
導
策
も
必
要
と

な
ろ
う
。

大
西
隆
他
編
著
『
都
市
を
構
想
す
る
』

（
鹿
島
出
版
会
、
２
０
０
４
）
は
、
既

存
の
都
市
計
画
法
を
解
説
し
た
り
、
都

市
再
生
な
ど
を
表
層
的
に
な
ぞ
る
都
市

計
画
の
入
門
書
が
多
い
中
、
人
口
減
少

社
会
、
持
続
可
能
性
を
維
持
す
る
た
め

に
ど
の
よ
う
な
都
市
計
画
が
考
え
ら
れ

る
の
か
を
、
事
例
と
と
も
に
わ
か
り
や

す
く
解
説
し
た
入
門
書
で
あ
る
。
都
市

を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
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最
初
か
ら
尾
籠
な
話
で
申
し
訳
な
い
が
、
小
学
生
の
と
き
、

検
便
を
持
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
マ
ッ
チ
棒
に
便
を
つ

け
て
マ
ッ
チ
箱
に
入
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
ト
イ
レ
は
汲
み
取
り

式
で
あ
っ
た
。
そ
の
通
学
路
の
途
上
に
畑
に
肥
だ
め
が
あ
っ

た
。
１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
ご
ろ
の
話
で
あ
る
。
ト
イ
レ

や
下
水
の
こ
と
を
考
え
た
ら
、
こ
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
た
。

明
治
維
新
後
、
我
が
国
で
は
急
速
な
近
代
化
が
図
ら
れ
た
。

近
代
化
に
あ
た
っ
て
は
下
水
道
事
業
が
考
え
ら
れ
た
が
、
鉄

道
、
港
湾
、
道
路
、
用
水
の
イ
ン
フ
ラ
設
備
が
優
先
さ
れ
た
。

稲
葉
紀
久
雄
著
『
下
水
道
論
の
歴
史
的
探
訪
』（
日
本
水
道
新

聞
社
、
１
９
８
０
）
は
、
明
治
初
期
、
長
与
専
斎
ら
の
下
水

事
業
に
か
け
る
群
像
を
捉
え
て
い
る
。
明
治
４
年
、
長
与
は

岩
倉
遣
欧
使
節
団
に
福
沢
諭
吉
ら
と
参
加
し
、
上
下
水
道
施

設
の
視
察
を
行
っ
た
。
帰
国
後
、
長
与
は
明
治
10
年
〜
15
年

の
間
、
コ
レ
ラ
に
よ
る
15
万
人
の
死
者
を
憂
え
、
衛
生
事
業

と
し
て
、
早
急
に
上
水
の
供
給
法
、
下
水
の
排
除
法
、
家
屋

の
建
築
法
を
包
括
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

明
治
22
年
、
長
与
を
中
心
と
し
て
、
古
市
公
威
、
原
口
要
、

山
口
半
六
、
永
井
久
一
郎
、
原
竜
太
、
英
国
人
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
Ｗ
・
バ
ル
ト
ン
に
よ
っ
て
『
東
京
市
下
水
道
設
計
第
一

報
告
書
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
水
道
事
業
の
優
先
と
財
政

難
で
、
残
念
な
が
ら
こ
の
報
告
書
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
バ
ル
ト
ン
は
下
関
市
、
仙
台
市
、
名
古
屋
市
の

下
水
道
調
査
を
精
力
的
に
行
い
、
各
都
市
で
は
下
水
道
の
敷

設
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
バ
ル
ト
ン
は
後
藤
新
平
の
要
請

を
受
け
て
台
湾
に
渡
り
、
浜
野
弥
四
郎
、
八
田
與
一
と
共
に

上
下
水
道
事
業
の
発
展
に
尽
く
し
た
。「
日
本
上
下
水
道
技

術
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
バ
ル
ト
ン
に
つ
い
て
、
同
著
『
都
市

の
医
師
』（
水
道
産
業
新
聞
社
、
１
９
９
３
）
が
あ
る
。

明
治
17
年
、
森
鴎
外
は
ド
イ
ツ
留
学
後
、
下
水
道
事
業
の

急
務
を
説
い
て
い
る
。
斎
藤
健
次
郎
著
『
森
鴎
外
と
下
水
道
』

（
環
境
新
聞
社
、
１
９
９
４
）
の
中
に
「
是
等
は
皆
汚
で
、

そ
れ
を
大
小
便
と
共
に
洗
ひ
去
る
方
法
で
な
け
れ
ば
、
眞
に

町
を
清
め
る
と
は
云
は
れ
ま
せ
ん
。
其
大
目
的
を
達
す
る
の

は
下
水
道
事
業
ば
か
り
で
す
」
と
引
用
し
、『
衛
生
学
大
意
』

『
衛
生
新
篇
』
の
解
説
に
及
ん
で
い
る
。
同
著
『
物
語
下
水

道
の
歴
史
』（
水
道
産
業
新
聞
社
、
１
９
９
８
）
が
あ
る
。

わ
が
国
の
下
水
道
の
歴
史
に
つ
い
て
、
日
本
下
水
道
協
会

編
・
発
行
『
日
本
下
水
道
史
』
の
「
総
集
編
」（
１
９
８
９
）、

「
行
財
政
編
」（
１
９
８
６
）、「
事
業
編
　
上
・
下
」（
１
９

８
７
）、「
技
術
編
」（
１
９
８
８
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
水
を
使
う
こ
と
は
水
を
消
費
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
汚
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
９
月
10
日
の
「
下

水
道
の
日
」
に
は
、
各
々
の
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
、
今
年
も
ま

た
「
街
を
き
れ
い
に
」「
ト
イ
レ
の
水
洗
化
で
快
適
に
」「
浸

水
を
防
ぐ
」「
川
や
海
を
美
し
く
」
と
、
下
水
道
の
役
割
に

つ
い
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
さ
れ
て
い
た
。
大
内
弘
著
『
絵
で
み

る
下
水
道
の
し
く
み
』（
山
海
堂
、
１
９
８
７
）
は
、
誰
で

も
が
わ
か
る
よ
う
に
絵
と
解
説
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
下

水
処
理
場
は
、
下
水
の
処
理
施
設
と
汚
泥
の
処
理
施
設
に
分

け
ら
れ
る
。
下
水
は
最
初
の
沈
殿
池
で
上
澄
水
と
固
形
物
に

分
離
さ
れ
、
上
澄
水
は
エ
ア
レ
ー
シ
ョ
ン
で
微
生
物
と
接
触

さ
せ
、
汚
れ
を
取
り
、
最
終
沈
殿
池
か
ら
消
毒
し
て
川
や
海

へ
流
す
。
一
方
、
最
終
沈
殿
池
に
溜
ま
っ
た
汚
泥
は
、
濃
縮

タ
ン
ク
で
さ
ら
に
沈
殿
さ
せ
て
容
積
を
減
ら
し
、
消
化
タ
ン

ク
へ
移
さ
れ
、
こ
こ
で
腐
敗
発
酵
さ
せ
、
汚
泥
中
の
有
機
物

を
分
解
さ
せ
、
病
原
菌
を
死
滅
さ
せ
る
。
こ
れ
を
消
化
汚
泥

と
い
い
、
さ
ら
に
洗
浄
、
脱
水
す
る
と
脱
水
ケ
ー
キ
と
な
り
、

運
搬
さ
れ
、
埋
め
立
て
や
肥
料
等
に
処
分
さ
れ
る
。
こ
れ
が

下
水
処
理
場
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

我
が
国
の
下
水
道
の
現
状
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
都

市
・
地
域
整
備
局
下
水
道
部
監
修
『
日
本
の
下
水
道
』（
日
本

下
水
道
協
会
、
２
０
０
３
）
が
、
毎
年
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
に
よ
る
と
、
２
０
０
３
年
度
予
算
は
総
事
業
費
２
兆

５
６
７
２
億
円
を
も
っ
て
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
等
の

建
設
費
と
維
持
管
理
費
に
使
わ
れ
て
い
る
。
14
年
度
ま
で
の

下
水
処
理
人
口
普
及
率
は
全
国
平
均
で
約
65
・
２
％
、
人
口

５
万
人
未
満
の
市
町
村
で
は
31
・
８
％
の
状
況
で
、
今
後
も

み
ず
い
た
り
て
き
ょ
な
る
　
渠
は
溝
や
掘

り
割
り
の
意
　
水
が
流
れ
る
と
自
然
に
溝

が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
物
ご
と
は
時
が
く

れ
ば
自
然
に
成
就
す
る
、
学
問
を
極
め
る

と
自
然
に
徳
も
そ
な
わ
る
こ
と
を
い
う

水
到
渠
成

み
ず
は
ほ
う
え
ん
の
う
つ
わ
に
し
た
が
う

人
の
考
え
方
や
性
格
は
友
人
や
環
境
に
よ

っ
て
、
よ
く
も
悪
く
も
な
る
と
の
意
　
出

典
で
は
「
民
は
猶
水
の
ご
と
し
、
盂
方
な

れ
ば
水
方
に
、
盂
円
な
れ
ば
水
円
な
り
」

水
随
方
円

す
い
そ
ん
さ
ん
か
く
　
小
さ
な
運
河
や
ク

リ
ー
ク
が
多
い
中
国
江
南
地
方
の
の
ど
か

な
風
景
を
描
写
　
郭
は
集
落
を
囲
む
塁
壁

の
意
で
、
転
じ
て
集
落
の
意

水
村
山
郭

す
い
か
　
１

水
と
火
と
　
２

洪
水
と
火

災
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
勢
い
の
烈
し
い

こ
と
　
３

水
に
溺
れ
火
に
焼
か
れ
る
苦
痛

４

大
変
仲
が
悪
い
こ
と
　
５

極
め
て
必

要
な
も
の水
火
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引
き
続
き
下
水
道
の
整
備
の
促
進
を
図
る
、
と
あ
る
。

明
治
33
年
に
下
水
道
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後

の
改
正
に
つ
い
て
、
稲
葉
紀
久
雄
著
『
下
水
道
と
環
境
』

（
朝
日
新
聞
社
、
１
９
８
６
）
か
ら
追
っ
て
み
る
。
明
治
33

年
以
来
58
年
間
ぶ
り
の
改
正
と
な
っ
た
昭
和
33
年
の
大
改
正

は
、
公
衆
衛
生
の
向
上
の
必
要
性
、
下
水
処
理
場
の
位
置
づ

け
、
下
水
道
事
業
の
財
源
が
強
化
さ
れ
た
。
昭
和
42
年
の
改

正
は
、
そ
れ
ま
で
下
水
管
渠
は
建
設
省
、
終
末
処
理
場
は
厚

生
省
の
管
轄
が
、
建
設
省
に
一
元
化
さ
れ
た
。
昭
和
45
年
の

改
正
は
汚
水
集
中
の
一
元
化
で
あ
る
。
下
水
道
の
目
的
に
公

共
用
水
域
の
水
質
保
全
が
規
定
さ
れ
、
下
水
道
整
備
基
本
計

画
の
策
定
、
雨
水
処
分
専
用
下
水
道
を
除
い
た
す
べ
て
の
下

水
道
に
、
終
末
処
理
場
の
設
置
、
便
所
の
水
洗
化
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
。
汚
染
者
負
担
の
原
則
も
規
定
さ
れ
た
。
昭
和
51

年
の
改
正
は
悪
水
下
水
（
主
に
工
場
排
水
）
に
よ
る
規
制
が

強
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
に
「
こ
こ
に
下
水
道
法
は
公
物

管
理
法
の
側
面
と
水
質
保
全
法
の
側
面
を
備
え
る
こ
と
に
よ

り
、
下
水
道
と
社
会
と
の
関
わ
り
方
が
確
立
し
た
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
在
の
下
水
道
の
制
度
を
分
析
し
、
批
判
し
、

そ
の
代
替
案
を
提
示
し
た
書
が
あ
る
。
中
西
準
子
著
『
都
市

の
再
生
と
下
水
道
』（
日
本
評
論
社
、
１
９
７
９
）、
同
著

『
下
水
道
‐
水
再
生
の
哲
学
』（
朝
日
新
聞
社
、
１
９
８
３
）、

同
著
『
ち
ば
の
水
‐
水
循
環
と
個
人
下
水
道
』（
崙
書
房
、
１

９
８
８
）
で
あ
る
。
下
水
道
の
主
な
問
題
点
と
し
て
（
１
）

家
庭
水
だ
け
で
な
く
工
場
排
水
を
受
け
入
れ
る
施
設
に
よ
っ

て
、
会
社
の
企
業
責
任
が
な
く
な
り
、
自
治
体
責
任
に
転
嫁

さ
れ
、
下
水
道
の
全
国
的
整
備
が
公
害
防
止
の
体
制
を
崩
壊

さ
せ
た
（
２
）
流
域
下
水
道
の
場
合
、
末
端
の
海
浜
に
巨
大

な
施
設
に
よ
り
排
水
を
河
川
に
入
れ
ず
、
河
川
の
水
が
な
く

な
り
、
海
の
汚
染
と
な
っ
た
（
３
）
大
型
予
算
が
組
ま
れ
、

過
大
な
計
画
、
過
大
な
投
資
が
地
方
財
政
を
圧
迫
し
、
福
祉

施
策
の
削
減
に
つ
な
が
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。

こ
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
よ
り
よ
い
下
水
道
の
代
替
案
と

し
て
、
神
奈
川
県
藤
沢
市
の
境
川
流
域
下
水
道
、
愛
知
県
刈

谷
市
の
流
域
下
水
道
の
見
直
し
作
業
に
参
加
し
、
住
民
と
協

議
し
な
が
ら
適
正
規
模
の
下
水
道
を
追
求
し
て
い
る
。
さ
ら

に
長
野
県
駒
ヶ
根
市
か
ら
下
水
道
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
依
頼
を

受
け
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
中
西
準
子
・
沖
野
外
輝
夫
共
著

『
下
水
道
計
画
論
』（
武
蔵
野
書
房
、
１
９
８
２
年
）
が
あ
る
。

な
お
、
汚
水
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
公
共
下
水
道
、
流

域
下
水
道
、
農
業
（
漁
業
）
集
落
排
水
事
業
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
プ
ラ
ン
ト
、
合
併
（
単
独
）
処
理
浄
化
槽
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
処
理
方
法
は
そ
の
必
要
性
、
地
形
、
時
間
、
コ

ス
ト
な
ど
を
検
討
し
、
住
民
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
時
代
に

な
っ
て
き
た
。

石
井
勲
第
一
工
業
大
学
教
授
の
考
案
に
よ
る
「
石
井
式
水

循
環
シ
ス
テ
ム
」（
戸
別
式
浄
化
槽
）
は
個
人
下
水
道
と
も

呼
べ
る
浄
化
槽
で
あ
る
。
石
井
勲
・
山
田
國
廣
著
『
下
水
道

革
命
‐
河
川
荒
廃
か
ら
の
脱
出
』（
藤
原
書
店
、
１
９
９
０
）、

同
共
著
『
浄
化
槽
革
命
』（
合
同
出
版
、
１
９
９
４
）
に
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
と
処
理
水
が
Ｂ
Ｏ
Ｄ
１
ｐ
ｐ
ｍ
台
に

浄
化
さ
れ
る
、
と
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
病
院
、
学
校
、

レ
ス
ト
ラ
ン
、
個
人
の
家
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
効
果
を
発
揮

し
て
い
る
。

今
後
の
下
水
道
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
公
衆
衛
生
の
向

上
、
よ
り
よ
い
水
循
環
の
形
成
、
下
水
道
の
コ
ス
ト
拡
大
を

防
ぐ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
示
唆
を
与
え
る
書

と
し
て
、
楠
本
正
康
著
『
下
水
は
自
然
を
め
ぐ
る
』（
第
一
法

規
、
１
９
８
２
）、
加
藤
英
一
著
『
だ
れ
も
知
ら
な
い
下
水
道
』

（
北
斗
出
版
、
２
０
０
４
）
を
挙
げ
る
。

終
わ
り
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
下
水
道
に
関
す
る
、
岡
並
木

著
『
舗
装
と
下
水
道
の
文
化
』（
論
創
社
、
１
９
８
５
）、
尾

田
栄
章
著
『
セ
ー
ヌ
に
浮
か
ぶ
パ
リ
』（
東
京
図
書
出
版
会
、

２
０
０
４
）、
ヒ
ュ
ー
・
バ
ー
テ
ィ
キ
ン
グ
著
『
英
国
上
下
水

道
物
語
』（
日
本
水
道
新
聞
社
、
１
９
９
５
）
を
掲
げ
る
。

す
い
き
ょ
う
　
１

水
が
あ
り
の
ま
ま
に
物

の
姿
を
写
す
よ
う
に
、
公
平
に
物
事
を
観

察
し
、
そ
の
状
を
洞
見
す
る
こ
と
、
ま
た

そ
の
人
　
２

水
面
に
物
の
か
た
ち
が
映
っ

て
見
え
る
こ
と
　
３
月
の
異
称

水
鏡

す
い
て
ん
ほ
う
ふ
つ
　
水
平
線
が
は
っ
き

り
せ
ず
水
と
空
の
区
別
が
で
き
な
い
こ
と

か
ら
　
見
分
け
が
つ
き
に
く
い
こ
と
の
意

水
天
髣
髴

き
ょ
う
か
す
い
げ
つ
　
鏡
に
映
っ
た
花
、

水
に
映
っ
た
月
か
ら
、
見
え
る
だ
け
で
手

に
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、
眼
に
は

見
え
て
も
実
体
の
な
い
も
の
の
意
　
む
な

し
く
、
は
か
な
い
、
ま
ぼ
ろ
し
の
こ
と

鏡
花
水
月

さ
い
か
ぎ
っ
す
い
　
菓
は
木
の
実
の
意

深
山
に
入
り
木
の
実
を
採
り
、
水
を
汲
ん

で
生
活
す
る
様
　
厳
し
い
修
行
を
す
る
こ

と採
菓
汲
水
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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

「川の値段」
「第10回水にかかわる生活意識調査」から
当センターでは毎年６月下旬に東京圏、大阪圏、中京圏の在
住者約600名を対象に「水にかかわる生活意識調査」を実施し
ています。詳細はセンターホームページ
（http://www.mizu.gr.jp/）で公開しています。

里川研究掲示板
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今
年
の
調
査
で
は
、
里
川
研
究
を
念
頭
に
置
い
て
、

以
下
の
質
問
を
投
げ
か
け
て
み
ま
し
た
。

Ｑ
１
　
あ
な
た
は
身
近
に
感
じ
る
川
が
あ
り
ま
す
か
。

Ｑ
１
に
つ
い
て
は
、
60
・
８
％
の
人
が
「
身
近
に
感

じ
る
川
が
あ
る
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

Ｑ
２
で
は
、
そ
の
川
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る

の
か
を
訊
ね
ま
し
た
。

Ｑ
２
　
そ
の
川
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
ま
す
か

（
い
く
つ
で
も
○
を
）

１
　
川
で
水
遊
び
や
泳
い
だ
り
す
る

２
　
川
で
魚
釣
り
を
す
る

３
　
家
庭
用
の
水
と
し
て
利
用
す
る

４
　
家
庭
の
水
を
排
水
し
て
い
る

５
　
川
の
景
観
を
楽
し
む

６
　
散
歩
を
す
る

７
　
農
業
用
水
と
し
て
利
用

８
　
漁
業
と
し
て
利
用

９
　
そ
の
他

３
０
３
名
の
方
に
回
答
し
て
い
た
だ
き
、
半
数
以
上

の
方
が
「
川
の
景
観
を
楽
し
む
」「
散
歩
す
る
」
を
選

び
ま
し
た
（
複
数
回
答
）。（
図
１
）

次
に
、
以
上
の
利
用
方
法
を
４
つ
に
ま
と
め
て
み
ま

し
た
。

川
で
水
遊
び
・
泳
ぐ→

◆
川
水
派：

川
の
水
そ
の
も
の
に

価
値
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

家
庭
用
の
水
と
し
て
利
用
し
た
り
排
水
す
る→

◆
家
庭
水
派：

上
下
水
道
の
取
水
・
排
水
先
と
し
て

価
値
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

川
の
景
観
を
楽
し
み
、
散
歩
す
る→

◆
川
空
間
派：

河
川
敷
ま
で
含
め
て
川
の
空
間
に

価
値
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

農
業
用
水
、
漁
場
と
し
て
利
用→

◆
生
産
派：

河
川
を
生
産
要
素
、
生
産
の
場
と
し
て

価
値
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

こ
の
４
つ
の
「
派
」
の
人
数
を
表
し
た
の
が
（
図
２
）

で
す次

に
、
こ
の
身
近
な
川
に
値
段
を
つ
け
て
も
ら
い
ま

し
た
。
通
常
「
○
○
川
の
経
済
的
価
値
」
な
ど
と
、
川

の
便
益
を
測
定
す
る
場
合
に
は
、
あ
る
仮
想
状
況
（
例

え
ば
、
○
○
川
で
釣
り
を
す
る
場
合
な
ど
）
を
設
定
し

て
、
そ
れ
に
対
し
て
「
あ
な
た
は
い
く
ら
支
払
っ
て
も

よ
い
で
す
か
」
と
回
答
者
の
支
払
意
志
を
訊
ね
ま
す
。

こ
れ
を
仮
想
市
場
法
（
Ｃ
Ｖ
Ｍ
）
と
呼
び
ま
す
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
バ
イ
ア
ス
が
あ
り
使
い
こ
な
す
こ
と
が
難
し

い
の
も
事
実
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
の
調
査
で
は
肩
肘

張
ら
ず
に
、
そ
の
ま
ま
値
段
を
つ
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

（
図
２
）
で
分
け
た
４
派
ご
と
に
、
値
付
け
額
と
人
数

を
表
し
た
の
が
（
図
３
）
で
す
。

こ
こ
で
基
調
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
川
空
間
派
」

の
身
近
な
川
に
対
す
る
値
段
感
覚
で
す
。
厳
密
に
支
払

意
志
額
を
訊
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

「
運
動
や
遊
び
場
と
し
て
利
用
」「
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど

が
で
き
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
空
間
」「
都
市
の
中
で

の
不
動
産
価
値
」「
生
き
も
の
が
生
息
す
る
か
け
が
え

の
な
い
空
間
」「
思
い
出
が
つ
ま
っ
た
経
験
価
値
」

等
々
、
多
様
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
川
空
間
派
の
人
数
分
布
は
、

１
億
円
未
満
の
値
付
け
を
す
る
人
を
頂
点
と
す
る
山
型

の
カ
ー
ブ
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
１
万
円
未
満

の
人
が
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
合
成
し
た
川
の
値
段
。
田
舎
の

川
や
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
水
が
溢
れ
る
川
、
清
流
で
知
ら

れ
た
川
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
出
る

の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
数
字
の
裏
に
込
め
ら

れ
た
、
個
々
の
幅
広
い
思
い
を
推
し
量
る
こ
と
も
大
切

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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■水の文化19号予告

特集「オランダ水の合意形成」（仮）

水と闘うことを宿命づけられた国オランダは

水との闘いゆえに

あるシステムを構築してきました

建国前からある水管理委員会

水害を防ぐ大治水プロジェクト

ＮＧＯによる水辺湿地保全

等々、オランダ人が身につけてきた

社会の運営システムを探ります

『水の文化』に関する情報をお寄せください
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　秋の登場者
当センターホームページの、水の文化「人」ネットワークコーナーで
は、以下の方々を順次アップロードしています。

蔵治光一郎 東京大学大学院農学生命科学研究科講師

斎藤善之 東北学院大学経済学部助教授

後藤雅知 千葉大学教育学部助教授

編
集
後
記

◆
私
た
ち
が
日
常
的
に
も
っ
と
も
多
く
接
す
る
水
は
、
水
道

水
で
す
。
水
道
水
は
、
い
わ
ば
「
魔
法
の
水
」
の
如
く
蛇
口
か

ら
ふ
ん
だ
ん
に
出
て
く
る
水
。
非
常
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
が
、

空
気
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
使
っ
て
し
ま
っ
た

水
は
自
分
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
が
如
く
、
さ
っ
さ
と
捨
て
て
し

ま
う
。
誠
に
無
責
任
な
所
業
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
排
水
」
と
も

「
廃
水
」
と
も
言
う
が
、
私
は
人
間
生
活
か
ら
排
除
さ
れ
た
水

「
排
水
」
と
し
て
、
人
々
に
問
い
か
け
た
い
水
で
あ
る
。（
吉
）

◆
水
は
資
源
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
と
思
う
が
、
関
わ

る
意
識
と
力
に
よ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
様
々

な
産
業
で
は
廃
棄
物
の
再
資
源
化
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
中

で
、
水
に
対
す
る
再
資
源
化
も
意
識
の
転
換
で
大
き
な
可
能
性

が
あ
る
と
思
う
。（
新
）

◆
使
っ
た
水
＝
汚
い
水
、
と
い
う
の
が
今
ま
で
の
正
直
な
感

想
。
そ
う
思
う
の
も
、
排
水
と
し
て
使
っ
た
後
の
こ
と
は
無
責

任
・
無
関
心
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
排
水
さ
れ
た
後
の
こ
と
を
知
り
、

自
分
が
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
使
っ
て
い
る
水
の
使

い
方
が
ど
う
な
の
か
が
自
然
と
見
え
て
く
る
。（
日
）

◆
先
日
の
大
雨
、
足
元
に
貯
ま
っ
た
物
凄
い
量
の
水
が
早
く

引
か
な
い
か
と
思
っ
た
そ
の
と
き
、
初
め
て
水
の
行
方
、
排
水

を
意
識
し
た
。
見
え
な
い
も
の
を
見
る
、
と
い
う
よ
り
意
識
す

る
こ
と
で
新
し
い
発
見
が
あ
る
の
は
何
も
排
水
だ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
。（
ゆ
）

◆
何
か
と
騒
が
し
い
温
泉
業
界
。
昨
今
都
会
に
温
泉
の
看
板

で
営
業
し
て
い
る
施
設
を
よ
く
見
か
け
る
。
公
衆
浴
場
だ
と
毎

日
お
湯
を
取
り
替
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
温
泉
だ
と
そ
の
義
務

が
な
く
循
環
風
呂
で
よ
い
ら
し
い
。
い
わ
ば
排
水
を
き
れ
い
に

し
て
再
度
利
用
で
き
る
。
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
「
温
泉
だ
か

ら
ぬ
る
ぬ
る
し
て
い
る
」
と
納
得
し
、
知
れ
ば
「
や
は
り
温
泉

は
源
泉
か
け
流
し
で
な
い
と
」
と
思
う
。
排
水
は
難
し
い
。（
中
）

◆

下
水
道
完
備
の
東
京
の
自
宅
で
は
、
食
器
の
油
汚
れ
は
、

紙
な
ど
で
拭
い
て
か
ら
洗
っ
て
い
る
。
土
壌
バ
ク
テ
リ
ア
を
利

用
し
た
浄
化
槽
が
あ
る
山
小
屋
で
は
、
米
の
と
ぎ
汁
も
油
汚
れ

も
バ
ク
テ
リ
ア
君
の
餌
だ
か
ら
、
胸
を
張
っ
て
洗
う
こ
と
が
で

き
る
。
油
汚
れ
を
拭
い
た
紙
を
燃
え
る
ゴ
ミ
に
出
す
せ
つ
な
さ
。

「
都
会
で
エ
コ
ラ
イ
フ
」
の
道
程
は
遠
い
。（
賀
）

水の文化
Information
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表紙上：東京都小平市ふれあい下水道館では、地下25mの下水道に直接会うことができる。
時間当たりの降雨量50mmの集中豪雨に備えて、小川幹線は4.5mの内径と90cmの厚さを持つ。

表紙下：同じ人工物なのに、コンクリート製のU字溝と木樋では、流れる水の趣が異なって感じられる。
裏表紙上：水浄化の象徴として、処理水の中で生き生きと泳ぐ魚たち。
裏表紙下右：昨今、人気の無洗米。糠（ぬか）で糠を「研いで」精米するので、さっと「洗えばいい」というのが本当の意味。

正しくは「無研」米だ。それを「無洗」と呼んでは、ピントがずれる。そもそも「研ぐ」のは、米の表面についた糠。
排水を汚染するのは、この糠だ。無研米は糠が取り除かれているために、排水をクリーンにするのに一役買っている。

裏表紙下左：卵型の下水道（現在も残る神田下水）と土管。地中での安定、上からの圧力、水量低下時の流速に対応する断面など、
この形状には優れた技術特性が盛り込まれている。技術が進めば進むほど、いかに用いるかが問われなければならない。
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