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波平恵美子「水とキヨメ」

山折哲雄「涙はなぜ美しいのか」

大場修「風呂はハレ空間だった」

寺田實「土地の文化を知らないと洗濯機は作れない」

藤井徹也「白もの信仰と清潔な香り」

編集部「清潔感を洗う」

松本葉「シャボンの香り」

水の文化楽習実践取材「水環境ネット東北」

古賀邦雄 水の文化書誌「雨乞い」



水
は
そ
の
物
理
的
な
力
に
よ
っ
て
物
を
溶
か
し
、

洗
い
流
し
、
形
状
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
た
め
、
水
が
生
命
維
持
の
た
め
に
不
可
欠
な
も

の
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
水
に
多
様
な
象

徴
的
な
意
味
を
与
え
て
き
た
。
水
は
あ
る
状
況
を

劇
的
に
根
本
的
に
変
え
る
力
を
持
ち
、
そ
の
ひ
と

つ
が
き
た
な
い
も
の
を
き
れ
い
に
し
、
さ
ら
に
は

清
め
る
力
を
持
つ
と
い
う
象
徴
的
な
力
へ
の
認
識

で
あ
る
。

水
が
汚
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
物
理
的
な
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
象
徴

的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
汚
れ
は
泥
や
糞
尿
の
よ

う
な
も
の
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
罪
や
不
運
や
災

い
や
気
分
の
悪
さ
と
い
っ
た
、
形
の
な
い
も
の
、

そ
れ
自
体
象
徴
的
な
も
の
を
指
す
。
従
っ
て
、
水

そ
の
も
の
の
物
理
的
な
き
た
な
さ
も
水
の
持
つ
象

徴
的
な
清
め
る
力
を
減
じ
る
こ
と
は
な
い
。
雨
量

が
多
く
傾
斜
地
の
多
い
日
本
で
は
、
神
道
や
修
験

道
に
お
い
て
聖
地
と
さ
れ
る
場
に
お
け
る
水
は
物

理
的
に
も
極
め
て
清
浄
で
あ
り
、
そ
の
清
浄
さ
ゆ

え
に
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
と
考
え
ら
れ

が
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
に
慣
れ
た
日
本
人

に
と
っ
て
、
ガ
ン
ジ
ス
川
の
下
流
の
聖
地
の
水
の

物
理
的
な
き
た
な
さ
は
ひ
ど
く
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
ご
み
が
浮
か
び
濁
っ
た
水
の
中
に
身
体

を
浸
し
口
を
滌
ぐ
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
姿
は
異
様
な

も
の
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
象
徴

的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
清
冽
な
滝
の
水
の
下
で

修
行
す
る
修
験
道
の
信
者
の
行
為
と
変
わ
る
こ
と

は
な
く
、
水
は
同
じ
よ
う
に
き
た
な
さ
を
清
め
、

罪
や
不
運
を
取
り
除
く
力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
て

い
る
。

近
代
化
に
伴
っ
て
成
立
し
、
一
般
の
人
々
の
間

に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
「
衛
生
」
の
観
念
は
、
伝

染
病
の
予
防
と
い
う
大
き
な
社
会
的
な
目
的
の
た

め
に
、
水
の
管
理
に
目
が
向
け
ら
れ
た
。
特
に
日

本
で
は
、
開
国
と
近
代
国
家
の
成
立
が
コ
レ
ラ
の

パ
ン
デ
ミ
ー
（
世
界
規
模
で
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
）

と
時
期
的
に
重
な
っ
た
た
め
に
、
物
理
的
な
き
れ

い
さ
き
た
な
さ
は
、
水
質
検
査
が
充
分
に
で
き
な

か
っ
た
明
治
初
期
に
は
飲
料
水
と
し
て
衛
生
上
適

当
か
否
か
の
指
標
と
さ
れ
や
す
か
っ
た
。
裏
日
本

の
あ
る
漁
村
の
場
合
、
共
同
井
戸
か
ら
飲
料
水
を

得
て
い
た
た
め
に
、
井
戸
の
周
辺
の
管
理
に
つ
い

て
役
場
か
ら
度
々
指
導
や
注
意
が
住
民
に
対
し
て

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
役
場
に
残
さ
れ
て
い
た

資
料
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
軍
隊

が
演
習
の
た
め
の
行
軍
中
の
宿
営
地
か
ら
こ
の
漁

村
が
は
ず
さ
れ
、
他
の
地
域
に
兵
隊
は
分
宿
す
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
衛
生
上
良

質
な
水
が
得
ら
れ
な
い
た
め
と
さ
れ
て
お
り
、
水

質
と
病
気
予
防
と
の
関
係
に
行
政
側
が
神
経
質
に

な
っ
て
い
た
状
況
が
よ
く
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
物
理
的
な
水
の
き
れ
い
さ
は
、
象

徴
的
な
水
の
力
で
あ
る
「
清
め
る
」
と
い
う
意
味

に
す
っ
か
り
取
っ
て
替
え
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い

は
物
理
的
な
水
の
き
れ
い
さ
は
、
常
に
そ
し
て
徹

底
的
に
追
及
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
。
水
道
の
普
及
は
、
水
源
か

ら
蛇
口
ま
で
硬
い
管
の
中
を
数
百
キ
ロ
、
時
に
は

数
千
キ
ロ
も
水
を
流
し
、
し
か
も
汚
泥
や
動
物
な

ど
が
混
入
し
な
い
仕
掛
け
を
作
り
上
げ
た
。
常
に

飲
料
水
と
し
て
適
性
を
保
つ
よ
う
消
毒
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
自
ら
の
口
に
入
れ
る
水
は
と
も
か

く
、
自
ら
が
使
っ
た
水
は
ど
こ
へ
ど
の
よ
う
に
流

れ
て
行
き
、
そ
の
果
て
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う

想
像
力
を
私
達
か
ら
奪
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
琵

琶
湖
の
水
が
も
っ
と
も
良
い
例
で
あ
り
、
周
辺
か

ら
流
れ
込
ん
だ
水
を
浄
化
し
て
飲
料
水
に
し
て
い

る
が
、
「
衛
生
上
」
ど
ん
な
に
飲
料
水
と
し
て
適

性
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
飲
む
京
阪
の

人
々
は
そ
の
水
が
か
つ
て
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た

の
か
と
い
う
こ
と
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。

現
在
「
○
○
の
水
」
と
い
う
銘
柄
水
が
大
量
に
買

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
象
徴
的
な
き
れ
い
さ

を
求
め
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

ガ
ン
ジ
ス
川
の
例
を
と
る
と
、
私
達
は
象
徴
的

な
水
の
力
へ
の
信
仰
を
侮
り
が
ち
に
な
る
が
、
象

徴
的
な
思
考
や
イ
メ
ー
ジ
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
に

降
る
雪
と
下
流
の
水
と
を
つ
な
げ
る
思
考
を
イ
ン

ド
の
人
々
の
間
に
育
ん
で
き
た
。
一
方
、
目
先
だ

け
の
衛
生
思
考
は
「
水
の
星
」
の
地
球
を
徹
底
し

て
汚
染
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

波
平
恵
美
子

お
茶
の
水
女
子
大
学
　
文
教
育
学
部
教
授

１
９
７
３
年
九
州
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
後
期

課
程
修
了
。
１
９
６
８
年
〜
７
１
年
、
テ
キ
サ
ス
大
学
大

学
院
人
類
学
研
究
科
へ
留
学
。
そ
の
後
、
佐
賀
大
学
教
養

部
助
教
授
、
九
州
芸
術
工
科
大
学
芸
術
工
学
部
助
教
授
・

教
授
を
経
て
、
１
９
９
８
年
よ
り
現
職
。

主
な
著
書
に
『
病
気
と
治
療
の
文
化
人
類
学
』

『
ケ
ガ
レ
の
構
造
』『
医
療
人
類
学
入
門
』

『
生
き
る
力
を
さ
が
す
旅
―
子
ど
も
世
界
の
文
化
人
類
学
』

他
多
数
。

水
と
キ
ヨ
メ
―
　
き
れ
い
と
き
た
な
い



も
の
を
洗
う
と
き
に

な
に
を
も
っ
て
「
き
れ
い
に
な
っ
た
」
と
思
う
の
で
し
ょ
う
か
。

「
洗
う
」
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、

わ
た
し
た
ち
の
持
っ
て
い
る
清
潔
感
の
誕
生
は

意
外
と
新
し
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

服
を
洗
う
、
食
器
を
洗
う
、
身
体
を
洗
う
、
心
を
洗
う
。

清
潔
と
感
じ
る
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

ど
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
変
え
て
き
た
の
か
。

「
き
れ
い
さ
」
の
常
識
を
、「
洗
う
」
と
い
う
行
為
を
と
お
し
て
解
剖
し
て
み
ま
し
た
。
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山
折
哲
雄

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

１
９
３
１
年
生
ま
れ
。
東
北
大
学
印
度
哲
学
科
卒
業
、
同

大
学
大
学
院
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
東
北
大
学
文
学

部
助
教
授
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授
、
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
、
白
鳳
女
子
短
期
大
学
学
長
を
経

て
、
現
在
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
。

著
書
に
『
日
本
仏
教
思
想
論
序
説
』『
日
本
人
の
霊
魂
感
』

『
死
の
民
俗
学
』『
日
本
宗
教
文
化
の
構
造
と
祖
型
』

『
近
代
日
本
人
の
美
意
識
』『
愛
欲
の
精
神
史
』

『
鎮
守
の
森
は
泣
い
て
い
る
』
等
多
数
。

涙
は
な
ぜ
美
し
い
の
か

風
土
、
宗
教
、
文
明
か
ら
見
る
水
の
浄
化
力
と
浄
め
の
文
化



5

―
ま
ず
、
ご
自
身
の
「
水
」
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
う
か
が
え
ま
す
か
。

私
は
小
学
校
六
年
生
の
時
、
岩
手
県
の
花
巻
に

住
ん
で
い
ま
し
た
。
北
上
川
が
流
れ
て
い
ま
し
て
、

夏
に
な
る
と
よ
く
泳
ぎ
に
い
っ
た
も
の
で
す
。
そ

の
場
所
は
、
ち
ょ
う
ど
支
流
が
合
流
す
る
所
で
、

流
れ
と
水
温
が
変
わ
る
場
所
だ
っ
た
。
ど
う
い
う

わ
け
か
、
そ
こ
が
わ
れ
わ
れ
子
ど
も
た
ち
の
遊
び

場
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
、
私
は
お
ぼ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
半
分
泳
ぎ
を
覚
え
始
め
た
ば

か
り
の
と
き
に
、
深
み
に
は
ま
っ
て
足
が
立
た
な

い
。
そ
の
と
き
の
恐
怖
感
と
い
う
の
は
凄
い
も
の

で
す
。
い
ま
だ
に
、
ふ
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が

あ
る
。
た
だ
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
翌
日
、
き
ち

ん
と
泳
ぎ
を
覚
え
て
い
ま
し
た
ね
。
お
ぼ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
水
に
馴
れ
る
た

め
に
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
以
来
、「
あ

の
恐
怖
感
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
ず
っ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

後
年
、
私
が
翻
訳
を
し
た
『
魂
の
航
海
術
』
と

い
う
本
を
書
い
た
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
・
グ
ロ
フ
と
い

う
心
理
学
者
が
、「
子
ど
も
が
誕
生
す
る
時
に
お

ぎ
ゃ
ー
と
歓
喜
の
叫
び
を
あ
げ
る
と
い
う
解
説
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
違
う
。
あ
れ
は
恐
怖

の
叫
び
だ
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
誕
生
の
本
当
の

秘
密
は
、
水
の
中
に
、
つ
ま
り
母
親
の
羊
水
の
中

に
生
活
し
て
い
た
赤
ん
坊
が
、
こ
の
世
に
現
れ
て

初
め
て
空
気
呼
吸
を
す
る
。
そ
の
中
間
、
闇
の
ト

ン
ネ
ル
を
く
ぐ
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
狭
い
所
を
通

っ
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
大
変
な

肉
体
的
苦
痛
で
す
。
ま
っ
た
く
別
の
世
界
に
出
て

く
る
わ
け
で
、
恐
怖
の
体
験
、
つ
ま
り
人
間
の
恐

怖
の
原
型
的
な
体
験
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。
グ

洗うを洗う　涙はなぜ美しいのか

ロ
フ
の
発
言
を
知
っ
て
、
私
は
は
っ
と
し
ま
し
た
。

あ
あ
、
誕
生
と
い
う
の
は
恐
怖
な
の
だ
と
。
水
の

生
活
か
ら
陸
の
生
活
に
人
類
は
進
化
し
て
き
た
。

そ
れ
を
、
わ
ず
か
数
ヶ
月
で
体
験
す
る
こ
と
と
、

私
が
子
ど
も
の
頃
に
お
ぼ
れ
た
体
験
が
ス
ー
と
結

び
つ
き
ま
し
て
ね
。
こ
れ
が
私
の
水
に
対
す
る
原

初
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

恐
怖
の
体
験
の
磁
場
と
い
う
記
憶
を
わ
れ
わ
れ

は
持
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
今
、
文
明
が

進
み
、
自
然
災
害
が
起
こ
る
時
、
例
え
ば
鉄
砲
水

が
山
を
崩
し
、
家
を
崩
し
、
人
を
崩
す
。
そ
の
時

に
、
あ
の
恐
怖
感
が
必
ず
蘇
る
。
水
と
い
う
の
は

怖
い
存
在
で
す
ね
。

身
体
の
垢
と
心
の
垢

私
は
大
学
時
代
に
イ
ン
ド
哲
学
を
専
攻
し
て
お

り
、
イ
ン
ド
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
行
き
ま
し
た
。
イ

ン
ド
で
一
番
感
動
す
る
の
は
ベ
ナ
レ
ス
と
い
う
所

で
す
。
人
口
1
5
0
万
人
の
都
市
で
、
真
中
に
ガ

ン
ジ
ス
川
が
流
れ
て
い
る
。
川
の
途
中
に
火
葬
場

が
あ
り
、
骨
灰
を
目
の
前
の
ガ
ン
ジ
ス
川
に
流
す

わ
け
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
は
ガ
ン

ジ
ス
の
水
の
浄
化
力
に
よ
っ
て
魂
が
昇
天
す
る
と

信
じ
て
い
ま
す
か
ら
、
墓
は
作
り
ま
せ
ん
。
魂
の

行
方
だ
け
が
大
事
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
魂
を
昇
天
さ
せ
る
ほ
ど
の
浄
化
力

を
も
っ
た
ガ
ン
ジ
ス
川
が
、
見
る
と
、
も
の
す
ご

く
濁
っ
て
、
汚
く
て
、
日
本
人
の
感
覚
で
い
う
と

と
て
も
清
浄
の
川
と
は
思
え
な
い
。
そ
ば
で
大
小

便
を
し
て
い
る
者
も
い
る
し
、
洗
濯
を
し
て
い
る

者
も
い
る
。
歯
を
磨
い
て
い
る
者
も
い
る
。
中
流

に
い
け
ば
動
物
の
死
体
も
流
れ
て
く
る
し
、
そ
れ

を
つ
い
ば
む
禿
げ
鷹
が
い
た
り
、
と
て
も
、
き
れ

い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

け
れ
ど
も
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
、
外
面
的
な
水

の
形
態
と
い
う
の
は
、
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い

の
で
す
。
む
し
ろ
水
の
持
っ
て
い
る
内
面
的
な
も

の
へ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
わ
れ
わ
れ
と
全

然
違
い
ま
す
。
日
本
人
の
水
に
対
す
る
単
純
な
信

仰
と
対
極
に
あ
る
水
感
覚
、
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ

ば
、
水
の
心
ま
で
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。

ベ
ナ
レ
ス
の
す
ぐ
近
く
に
、
お
釈
迦
様
が
説
法

を
し
た
と
い
う
王
舎
城

お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

の
近
く
の
「
霊
鷲
山

り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

」
と

い
う
所
が
あ
り
ま
す
。
法
華
経
に
出
て
く
る
山
の

名
前
で
、
五
山
あ
る
中
で
最
も
中
心
的
な
山
で
、

こ
の
峯
で
お
釈
迦
様
は
法
華
経
を
説
か
れ
た
と
い

う
聖
地
で
す
。
そ
の
麓
に
温
泉
が
あ
り
ま
し
て
、

か
つ
て
お
釈
迦
様
が
そ
の
温
泉
に
入
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
所
で
す
。
あ
る
時
期
か
ら
ヒ
ン
ズ
ー
教

徒
が
管
理
し
て
い
ま
す
が
。

土
地
の
知
っ
て
い
る
人
か
ら
「
温
泉
に
入
っ
て

ベナレス、ガンジス川の水で沐浴する人々
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い
い
」
と
言
わ
れ
て
、
私
は
出
か
け
て
行
き
ま
し

た
。
温
泉
か
ら
出
て
く
る
人
を
見
る
と
、
皮
膚
病

に
か
か
っ
た
よ
う
な
人
も
い
ま
す
。
ど
う
し
よ
う

か
と
迷
っ
た
け
れ
ど
「
こ
こ
は
入
ら
ず
ば
な
る
ま

い
」
と
覚
悟
を
決
め
て
入
り
ま
し
た
よ
。
階
段
を

20
段
ほ
ど
降
り
て
、
裸
に
な
っ
て
手
拭
い
と
石
鹸

を
持
っ
て
い
き
ま
し
た
ら
、
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
下
着
だ
け
着
け
ろ
」
と
。
男
女
混
浴
で
す
し
、

わ
れ
わ
れ
の
温
泉
感
覚
と
全
然
違
い
ま
す
。

入
る
と
、
10
人
く
ら
い
い
ま
し
た
が
、
み
ん
な

じ
っ
と
し
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
不
気
味
で
し
た
。

で
も
、
お
湯
そ
の
も
の
は
と
て
も
す
ば
ら
し
か
っ

た
。
細
か
な
砂
が
し
い
て
あ
り
、
そ
れ
が
素
足
に

当
た
る
感
覚
が
心
地
よ
か
っ
た
。
な
ぜ
、
み
ん
な

じ
っ
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
石

鹸
は
持
っ
て
は
い
け
な
い
か
ら
、
誰
も
か
ら
だ
を

洗
わ
な
い
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
一
人
上
が
り
、

二
人
上
が
り
、
し
て
い
く
。
上
が
っ
て
い
く
人
を

観
察
し
て
い
る
と
、
湯
壷
の
周
辺
に
祀
ら
れ
た
神

像
を
拝
み
な
が
ら
出
て
い
く
。
入
っ
て
く
る
人
も

拝
み
な
が
ら
入
っ
て
く
る
。
そ
の
時
に
ハ
ッ
と
思

っ
た
の
は
、「
温
泉
と
い
う
の
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒

に
と
っ
て
、
身
体
の
垢
を
落
と
す
の
で
は
な
く
心

の
垢
を
落
と
す
所
」
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
う
い
え
ば
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
に
行
く
と
、

必
ず
水
場
が
あ
っ
て
、
そ
の
水
で
身
体
を
浄
め
て

神
殿
に
上
が
り
ま
す
。
そ
の
水
も
汚
物
が
混
じ
っ

た
様
な
泥
水
の
よ
う
な
水
で
す
。
私
は
、
そ
う
い

う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
温
泉
場
の

体
験
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
水
と
い
う
も
の
は
、
本

質
的
に
水
の
内
部
に
あ
る
見
え
な
い
浄
化
力
を
指

し
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
よ
う
な
き
れ
い
な
清
冽

な
水
と
い
う
感
覚
と
は
ま
っ
た
く
違
う
わ
け
で
す
。

い
く
ら
清
潔
な
水
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
水
の
内
面

に
本
当
の
浄
化
力
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
の
は

ま
た
別
の
問
題
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
ヒ
ン

ズ
ー
教
徒
は
身
体
を
石
鹸
で
洗
う
と
き
は
、
地
上

の
井
戸
や
水
道
の
水
で
洗
っ
て
い
ま
す
。

水
へ
の
信
仰

考
え
る
と
、
日
本
も
か
つ
て
は
そ
う
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
熊
野
本
宮
に
行
き
ま

す
と
、
湯
の
峰
温
泉
と
い
う
硫
黄
泉
が
あ
り
ま
す
。

昔
は
熊
野
詣
で
を
す
る
人
が
全
国
か
ら
巡
礼
し
て

き
て
「
蟻
の
熊
野
詣
で
」
と
い
う
ほ
ど
の
賑
わ
い

で
し
た
。
そ
う
い
う
人
々
は
、
や
っ
て
来
る
と
本

宮
に
お
参
り
す
る
前
に
、
必
ず
湯
ノ
峰
の
水
で
身

体
を
浄
め
て
か
ら
参
詣
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、

熊
野
川
の
水
で
浄
め
る
の
と
同
じ
効
果
が
あ
り
ま

し
た
。
確
か
に
熊
野
川
の
水
は
き
れ
い
で
す
。
そ

れ
に
比
べ
る
と
湯
ノ
峰
温
泉
は
硫
黄
泉
で
す
か
ら
、

む
し
ろ
混
濁
し
て
い
る
。
け
れ
ど
、
や
は
り
温
泉

の
持
っ
て
い
る
「
浄
め
る
」
と
い
う
浄
化
力
に
対

す
る
信
仰
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
れ
は
、
王
舎
城
で
、
か
つ
て
釈
迦
が
入
っ
た
と

言
わ
れ
る
温
泉
で
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
が
日
々
信
仰

の
生
活
を
送
っ
て
い
る
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
山
形
県
に

出
羽
三
山
が
あ
り
ま
す
。
羽
黒
山
、
月
山
、
湯
殿

山
。
奥
の
院
が
湯
殿
山
で
、
そ
の
山
頂
に
大
き
な

岩
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
女
性
の
陰
部
を
象
徴
し

て
い
ま
し
て
、
山
の
女
神
と
考
え
て
も
い
い
で
す

ね
。
こ
の
大
き
な
石
の
下
か
ら
熱
泉
が
吹
き
出
し

て
い
て
、
そ
こ
に
お
参
り
す
る
人
は
、
履
き
物
を

脱
い
で
そ
の
熱
泉
に
足
を
浸
し
て
浄
め
の
儀
式
を

行
い
ま
す
。
現
在
、
そ
こ
に
行
き
ま
す
と
ね
、

「
入
る
と
水
虫
が
治
る
」
と
書
い
て
あ
る
（
笑
）。

こ
れ
は
そ
の
人
の
全
身
全
霊
を
浄
め
る
聖
な
る
水

な
わ
け
で
す
。
な
の
に
、「
水
虫
が
治
る
」
と
あ
る
。

で
も
、
水
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
点
か
ら
見
ま
す

と
、
こ
う
い
う
変
化
も
お
も
し
ろ
い
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
な
目
を
持
っ
て
、
日
本
全
国
の
霊
場

を
訪
ね
て
み
ま
す
と
、
そ
ば
に
必
ず
泉
が
あ
り
、

温
泉
が
出
て
い
る
。
修
験
道
の
聖
地
も
同
様
で
す
。

行
者
が
修
行
し
て
身
を
浄
め
る
の
で
す
。

私
は
そ
う
い
う
信
仰
と
い
う
の
は
普
遍
的
な
も

の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
思
い
出
す
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
ル
ル
ド
の
泉
の
こ
と
で
す
。
今
か
ら

1
3
0
年
前
に
、
あ
る
少
女
が
病
気
に
な
っ
た
。

近
く
に
岩
場
が
あ
り
、
そ
こ
に
マ
リ
ア
が
降
臨
し

て
、
そ
の
少
女
に
託
宣
を
す
る
わ
け
で
す
。「
近

く
に
泉
が
湧
い
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に
行
っ
て
水

を
飲
む
と
病
気
は
治
る
」。
そ
の
通
り
そ
の
場
所

に
行
き
、
水
に
身
体
を
浸
し
水
を
飲
む
と
、
病
気

が
治
っ
た
。
そ
の
話
が
近
隣
に
広
が
っ
て
い
き
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
広
が
り
、
今
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

最
大
の
聖
地
で
す
。
年
間
四
百
数
十
万
人
が
や
っ

て
来
る
そ
う
で
す
。

そ
れ
は
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
の
麓
に
あ
り
ま
す
が
、

私
は
20
数
年
前
に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
参
り
ま

す
と
、
ル
ル
ド
の
奇
跡
を
記
念
し
て
岩
の
上
に
大

き
な
教
会
が
建
っ
て
い
ま
す
。
洞
穴
の
中
に
等
身

大
の
マ
リ
ア
像
が
あ
り
、
蝋
燭
が
林
立
し
て
い
る
。

そ
の
側
に
露
天
の
バ
ス
ル
ー
ム
が
10
基
ほ
ど
あ
り
、

非
常
に
浅
く
、
身
体
が
不
自
由
な
方
も
楽
に
入
る

こ
と
が
で
き
る
浴
槽
が
据
え
て
あ
り
ま
し
た
。
蛇

口
を
ひ
ね
る
と
泉
が
出
て
く
る
。
そ
れ
に
触
れ
て

病
気
が
治
る
な
ど
、
奇
跡
が
現
実
に
起
こ
っ
て
い

る
の
で
す
。
そ
の
側
の
壁
に
も
た
く
さ
ん
の
蛇
口

が
つ
い
て
い
て
、
み
ん
な
大
き
な
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

に
水
を
入
れ
て
、
5
本
も
10
本
も
か
つ
い
で
い
く
。

側
に
は
近
代
的
な
病
院
が
あ
る
し
、
ま
た
神
父
さ

ん
達
が
毎
週
や
っ
て
来
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー

ム
も
あ
る
。
水
に
よ
る
信
仰
治
療
と
現
代
的
な
医

療
。
そ
し
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
。
ル
ル
ド
は
、
こ

の
3
つ
が
総
合
さ
れ
た
聖
地
な
の
で
す
。
そ
の
中

心
に
あ
る
の
が
「
水
」
で
す
ね
。

ル
ル
ド
の
泉
は
確
か
に
き
れ
い
で
す
け
れ
ど
、

生
理
的
に
、
衛
生
的
に
き
れ
い
と
い
う
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
そ
の
霊
地
の
奇
跡
に
ゆ
か

り
の
あ
る
、
水
の
内
面
の
浄
化
力
に
対
す
る
信
仰

が
基
本
で
す
。
そ
の
点
で
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
も

キ
リ
ス
ト
教
徒
も
同
様
で
、
本
来
は
日
本
も
そ
う

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

日
本
は
風
土
が
森
に
恵
ま
れ
、
山
に
覆
わ
れ
、

豊
か
な
水
、
清
冽
な
水
に
昔
か
ら
恵
ま
れ
て
い
た
。

禊み
そ

ぎ
の
水
も
そ
う
で
す
。
本
来
は
や
は
り
水
の
内

面
的
な
浄
化
力
に
対
す
る
信
仰
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、

だ
ん
だ
ん
と
薄
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
だ

け
で
は
な
く
、
海
外
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
飲
み

水
と
し
て
は
、
清
潔
で
衛
生
的
な
水
の
ほ
う
が
あ

り
が
た
い
か
ら
で
す
。

カ
ル
カ
ッ
タ
に
行
っ
た
時
に
、
ホ
テ
ル
の
冷
蔵

庫
を
開
け
る
と
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
入
っ
て

い
る
。「
お
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ

ー
タ
ー
か
」
と
思
い
、
ラ
ベ
ル
を
見
る
と
、
ガ
ン

ジ
ス
川
の
水
と
書
い
て
あ
る
（
笑
）。
た
だ
、
よ

く
読
む
と
、
そ
れ
は
ガ
ン
ジ
ス
川
の
源
流
の
水
。

ガ
ン
ジ
ス
川
だ
っ
て
源
流
は
き
れ
い
な
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
、
文
明
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
水
が
汚
れ
、

大
河
の
両
岸
に
大
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ

の
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
徐
々
に
慣
れ
て
い
く
わ

け
で
す
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
源
流
の
清
冽
さ
に

対
す
る
信
仰
と
い
う
の
が
や
は
り
ベ
ー
ス
に
あ
っ
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て
、
い
く
ら
汚
く
な
っ
て
も
そ
の
信
仰
が
生
き
続

け
て
い
る
。
現
在
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
が
持
ち
続
け

て
い
る
の
は
、
そ
の
信
仰
で
す
。
そ
こ
が
お
も
し

ろ
い
。

イ
ン
ド
に
比
べ
る
と
、
か
つ
て
日
本
人
が
持
っ

て
い
た
水
の
内
面
性
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
も
の

は
、
文
明
が
発
達
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
か
な
り

衰
え
て
い
ま
す
ね
。

「
き
れ
い
な
水
」
と

「
浄
化
力
の
あ
る
水
」

―
「
水
の
清
潔
さ
」
と
「
水
の
内
面
的
な
浄

化
力
」
は
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

同
じ
で
は
な
い
部
分
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
日
本
の
場
合
に
は
そ
れ
が
一
体
化
し
て
い
る

で
し
ょ
う
け
れ
ど
。
ベ
ナ
レ
ス
で
は
火
葬
場
を
取

り
巻
く
よ
う
に
し
て
、
バ
ザ
ー
ル
が
迷
路
の
よ
う

に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
を
歩
い

て
い
る
と
き
に
ガ
ン
ジ
ス
川
の
水
を
売
っ
て
い
る

所
が
あ
り
ま
し
た
。
ガ
ン
ジ
ス
の
水
を
缶
詰
に
し

て
売
っ
て
い
て
、
1
缶
が
1
ル
ピ
ー
で
す
。
私
は

そ
れ
を
買
っ
て
日
本
に
持
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

私
は
そ
れ
を
開
け
て
科
学
分
析
を
し
て
、
い
か
に

ガ
ン
ジ
ス
の
水
は
汚
い
か
と
い
う
こ
と
を
証
明
し

よ
う
と
思
っ
た
（
笑
）。
今
か
ら
30
年
前
の
話
で

す
け
れ
ど
、
本
当
に
神
を
も
恐
れ
ぬ
仕
業
で
す
。

で
も
、
つ
い
に
私
は
そ
の
缶
を
開
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
今
も
残
し
て

あ
り
ま
す
。
聖
な
る
水
と
い
う
観
念
が
ど
こ
か
に

あ
っ
た
の
で
す
。
開
け
て
分
析
す
れ
ば
、
そ
れ
が

衛
生
的
に
良
い
水
と
は
言
え
な
い
と
い
う
結
果
が

出
る
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
ん
な
こ
と
は

分
か
っ
て
い
る
。
で
も
、
そ
ん
な
ば
か
な
こ
と
を

す
る
よ
り
も
、
缶
を
振
る
と
タ
プ
タ
プ
タ
プ
と
音

が
し
て
、
そ
れ
を
聞
く
と
ガ
ン
ジ
ス
の
永
遠
の
音

を
聞
い
た
気
分
に
な
り
ま
し
て
ね
。
そ
う
い
う
体

験
が
あ
り
ま
す
。

ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
は
、
こ
れ
を
買
っ
て
、
自
分
の

家
に
祀
っ
て
い
る
神
像
に
振
り
か
け
る
、
あ
る
い

は
自
分
の
身
体
に
振
り
か
け
る
。
こ
れ
は
浄
め
の

た
め
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
飲
ん
だ
り
、
近
所

の
人
に
分
け
た
り
し
ま
す
。
そ
う
い
う
多
面
的
な

働
き
を
す
る
の
が
、
缶
詰
に
入
っ
た
ガ
ン
ジ
ス
の

水
で
す
。
そ
れ
は
ル
ル
ド
の
水
と
同
じ
で
す
ね
。

―
そ
れ
は
、
仏
教
、
あ
る
い
は
神
道
で
も
同

じ
で
す
か
。

同
じ
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
水
に
対

す
る
信
仰
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
普
遍
的
な
も

の
な
の
で
す
。
人
類
が
発
生
し
た
時
に
、
そ
う
い

う
感
覚
と
い
う
か
信
仰
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

何
も
日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

生
命
を
維
持
す
る
の
に
、
も
っ
と
も
大
事
な
の

が
水
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
体
内
を
維
持
す
る
も
の

の
ほ
と
ん
ど
は
水
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
原
初

的
と
い
う
か
本
能
的
な
も
の
で
す
。
食
物
に
先
だ

っ
て
大
事
な
の
は
水
で
す
よ
。
断
食
し
て
も
人
間

生
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
断
水
の
段

階
で
初
め
て
死
ぬ
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
例
え
ば
、
二
月
に
な
る
と
東
大
寺

の
二
月
堂
で
行
わ
れ
る
お
水
取
り
。
あ
れ
は
よ
く

若
水
の
お
祭
り
と
い
う
け
れ
ど
、
ど
う
も
水
に
対

す
る
感
覚
が
そ
れ
だ
け
で
は
浅
い
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
も
う
少
し
、
水
の
持
つ
本
質
的
な
力
を
考

え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

洗うを洗う　涙はなぜ美しいのか

右：ついぞ開けることができなかったガンジス川の
水の缶詰。底も蓋もハンダで付けられているその缶
詰は、ベナレスの火葬場の周辺に広がる、迷路のよ
うなバザールで１缶１ルピーで売られていたもの。
書斎の文机の上に、そのままに残してある。

上：少女シュペリウールにマリアが現れ、奇跡
を起こしたという泉が湧く洞窟。
左：ルルドの泉は沐浴所以外にも、水を汲むこ
とができる場所にも引かれている。参道に並ん
だ土産物屋には、ポリタンクが売られており、
順番を待って各自で水を汲み、持ち帰る様子が
見られる。（写真提供：JTBフォト）
右：熱心な参拝者によって捧げられた、120cm
ものロウソクが林立する。
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水
は
信
仰
の
有
様
を
左
右
す
る

私
は
、
1
9
9
5
年
に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
行
き
ま

し
た
。
テ
ル
ア
ビ
ブ
か
ら
ナ
ザ
レ
に
行
き
ま
し
て
、

イ
エ
ス
の
歩
い
た
道
を
巡
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た

の
で
す
。
見
る
と
、
砂
漠
の
中
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
家
が
建
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
な
の
で
す
。
水

が
決
定
的
に
乏
し
い
と
い
う
印
象
で
し
た
。
水
の

極
端
に
乏
し
い
所
で
イ
エ
ス
は
生
活
し
、
キ
リ
ス

ト
教
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
も
の
が
形
成
さ
れ

て
い
っ
た
。

東
の
方
に
行
く
と
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
が
あ
る
。
こ
れ

は
美
し
い
泉
で
す
。
水
そ
の
も
の
は
豊
か
な
感
じ

で
す
が
、
そ
の
周
辺
は
全
部
砂
漠
。
こ
れ
が
琵
琶

湖
と
ま
る
で
違
う
所
で
す
。
し
か
し
琵
琶
湖
の
琵

琶
と
同
じ
よ
う
に
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
ガ
リ
ラ
ヤ
は

竪
琴
と
い
う
意
味
で
す
。
形
が
似
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
、
両
湖
が
対
比
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
実

際
に
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
に
行
く
と
、
湖
底
か
ら
竪
琴
の

音
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
に
な
り
ま
し
た
。

か
つ
て
琵
琶
湖
を
見
た
人
は
、
形
が
琵
琶
に
似
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
琵
琶
湖
を
見

て
湖
底
か
ら
琵
琶
の
音
を
聞
い
て
い
た
と
思
い
ま

す
よ
。
平
家
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
源

平
合
戦
で
多
く
の
人
が
そ
こ
で
死
ん
で
い
る
。
平

家
の
語
り
や
琵
琶
の
音
を
聞
く
と
、
湖
底
か
ら
人

の
声
や
琵
琶
の
音
が
聞
こ
え
た
と
思
う
。
同
じ
事

が
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

イ
エ
ス
は
そ
こ
で
盲
目
の
人
や
、
ら
い
病
に
か

か
っ
た
人
を
治
す
わ
け
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
れ

に
し
て
も
周
辺
は
砂
漠
。
水
の
欠
乏
は
疑
い
よ
う

が
な
い
。
そ
れ
か
ら
イ
エ
ス
が
洗
礼
を
受
け
た
と

い
う
ヨ
ル
ダ
ン
川
が
流
れ
下
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
し
た
流
れ
の
川
で
す
。
と
て

も
大
河
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
両
岸
は
ず
っ
と

砂
漠
で
、
そ
の
ま
ま
南
下
し
て
い
く
と
エ
ル
サ
レ

ム
に
入
る
。
こ
の
エ
ル
サ
レ
ム
も
「
聖
地
」
と
い

う
感
じ
よ
り
は
、
む
し
ろ
廃
墟
の
上
に
建
て
ら
れ

た
都
市
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
な
ぜ
そ
う
感
じ

る
か
と
い
う
と
、
水
が
な
い
か
ら
で
す
。
や
は
り

古
代
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
の
は
、
水

と
の
戦
い
の
中
で
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
、
今
で
も

そ
う
で
す
。

こ
う
い
う
水
が
欠
乏
し
て
い
る
風
土
、
つ
ま
り

砂
漠
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
唯
一
価
値
の
あ

る
源
泉
は
地
上
に
は
な
い
。
地
上
に
は
何
も
な
い

砂
漠
だ
か
ら
こ
そ
、
天
上
の
彼
方
に
唯
一
の
絶
対

価
値
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
一
神
教
の
風
土
的

背
景
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
理
屈
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
っ
て

み
た
ら
実
感
と
し
て
分
か
り
ま
す
。
水
の
有
無
と

い
う
の
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
間
の
信
仰
か

ら
死
生
観
、
自
然
観
か
ら
美
意
識
ま
で
、
何
か
ら

何
ま
で
方
向
づ
け
て
い
る
決
定
的
な
も
の
で
す
。

水
は
人
類
の
文
化
や
文
明
の
も
っ
と
も
根
底
に
横

た
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
が
、

私
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
行
っ
て
初
め
て
分
か
り
ま
し

た
。日

本
に
戻
り
ま
す
と
、
山
あ
り
森
あ
り
樹
木
あ

り
、
水
あ
り
で
、
し
か
も
川
は
美
し
い
。
周
辺
は

海
。
何
も
天
上
の
彼
方
に
絶
対
的
な
神
を
見
い
だ

す
必
要
が
な
い
わ
け
で
す
。
神
は
地
上
に
い
る
の

で
す
か
ら
、
山
や
森
に
入
っ
て
い
く
と
そ
の
中
で

神
の
声
を
聞
い
た
り
仏
の
声
を
感
じ
た
り
で
き
ま

す
。
自
然
そ
の
も
の
に
人
の
気
配
を
感
じ
ま
す
ね
。

森
は
豊
か
で
、
森
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る
水
が
あ

ガンジス川�

Kuril
 Is

.

エルサレム�

ルルド�

ベナレス�

カルカッタ�

琵琶湖�

ガリラヤ湖�

砂漠の中の街エルサレム
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ン
ド
が
彼
女
を
惹
き
つ
け
た
。
そ
の
マ
ザ
ー
・
テ

レ
サ
を
媒
介
に
し
て
、
多
く
の
イ
ン
ド
的
精
神
が

世
界
に
輸
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
や
は
り
イ

ン
ド
の
凄
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

砂
漠
化
の
問
題
に
も
ど
っ
て
い
え
ば
、
中
国
も

そ
う
で
す
ね
。
日
本
は
そ
の
中
国
文
明
か
ら
圧
倒

的
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
北
方
中
国

は
乾
燥
地
帯
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
、
最
近
の
環
境
論
者
は
忘
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
は
水

や
森
が
豊
か
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
森
と
水

の
風
土
か
ら
は
、
歴
史
的
に
い
え
ば
真
に
創
造
的

な
人
類
を
救
う
よ
う
な
骨
の
あ
る
思
想
は
出
て
こ

な
か
っ
た
。
で
す
か
ら
日
本
は
、
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
モ
ノ
の
輸
出
し
か
で
き
な
い
。
こ
の
豊
か
な
、

飽
食
に
慣
れ
き
っ
た
日
本
と
い
う
の
は
、
本
当
の

意
味
で
豊
か
に
な
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ

と
砂
漠
化
が
進
ん
で
、
そ
の
困
難
を
引
き
受
け
る

よ
う
な
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
甘
い
環
境
論
の
域
を
出
ら
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
す
る
と
、
一
木
一
草
に
神
が
宿
っ
て
い
る

と
い
う
多
神
教
的
世
界
と
い
う
の
は
、
ど
う
捉
え

れ
ば
よ
い
の
で
す
か
。

こ
れ
は
こ
れ
で
、
意
味
の
あ
る
、
価
値
の
あ
る

思
想
体
系
だ
と
私
は
言
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に

日
本
の
文
化
の
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
環
境
の
問
題
か
ら
す
る
と
、
も
う

一
歩
、
深
く
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。

レ
ス
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

中
国
は
あ
と
20
〜
30
年
も
す
る
と
、
穀
物
の
輸
入

国
に
転
じ
る
で
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
〜
ア
フ
リ
カ
に

か
け
て
、
飢
餓
ベ
ル
ト
地
帯
が
さ
ら
に
広
が
り
、

人
口
が
爆
発
的
に
増
大
し
、
そ
こ
か
ら
難
民
が
流

出
し
は
じ
め
る
。
急
激
な
経
済
成
長
で
中
国
の
大

気
汚
染
は
ひ
ど
い
も
の
に
な
る
。
そ
う
い
う
影
響

を
日
本
も
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
時
に
「
開

発
を
や
め
ろ
」
と
は
、
倫
理
的
に
も
言
え
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
う
い
う
飢
餓
ベ
ル
ト
地

帯
で
大
気
汚
染
を
始
め
人
口
爆
発
、
食
料
危
機
の

洗うを洗う　涙はなぜ美しいのか

る
。
そ
こ
か
ら
山
の
幸
、
海
の
幸
、
水
の
幸
を
い

く
ら
で
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま

り
、
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
命
が
宿
っ
て
い
る

と
い
う
多
神
教
的
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
が
水
で
す
。
森
が
あ

っ
た
り
山
が
あ
っ
て
も
、
水
が
涸
れ
る
と
そ
の
森

や
山
は
荒
れ
て
し
ま
う
。

骨
太
な
思
想
が
生
ま
れ
る
に
は

仏
陀
が
伝
道
し
た
地
域
は
、
今
の
イ
ン
ド
と
ネ

パ
ー
ル
の
境
で
半
砂
漠
地
帯
。
も
の
す
ご
く
乾
燥

し
て
い
る
地
帯
で
す
。
仏
陀
が
伝
道
を
行
っ
た
の

は
、
地
球
が
急
速
に
砂
漠
化
し
て
い
る
時
代
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
水
が
欠
乏
し
て
い
る
、
そ
う

い
う
状
況
の
中
で
仏
陀
の
思
想
が
生
み
出
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
イ
エ
ス
も
そ
う
で
す
ね
。

聖
書
を
見
ま
す
と
40
日
の
間
、
夜
も
昼
も
な
く
何

も
食
べ
ず
に
砂
漠
を
さ
ま
よ
い
歩
い
て
い
る
。
イ

エ
ス
も
飢
餓
的
状
況
に
自
身
を
置
き
、
砂
漠
の
中

で
、
人
類
救
済
の
宗
教
を
生
み
出
し
た
。

マ
ホ
メ
ッ
ト
も
砂
漠
の
中
で
伝
道
活
動
を
し
て

い
ま
す
。
水
が
極
度
に
欠
乏
す
る
中
で
、
イ
ス
ラ

ー
ム
教
と
い
う
砂
漠
の
宗
教
が
、
ま
ず
成
立
し
た

の
だ
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

今
か
ら
2
千
年
〜
2
千
5
百
年
前
、
人
類
を
救

済
す
る
た
め
の
優
れ
た
思
想
・
宗
教
と
い
う
も
の

は
、
砂
漠
化
し
て
い
る
風
土
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

の
で
す
。

ち
な
み
に
イ
ン
ド
に
つ
い
て
で
す
が
、
イ
ン
ド

は
精
神
の
輸
出
国
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

仏
陀
か
ら
ガ
ン
ジ
ー
、
そ
し
て
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
。

マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
す
が
、
イ

中
で
生
き
て
い
く
人
々
と
一
緒
に
共
存
し
て
い
か

ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
何
十
年
後
に
な
る
か

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
時
に
わ
れ
わ
れ
に
も
や

は
り
飢
餓
が
襲
っ
て
く
る
の
で
す
。
私
は
究
極
の

環
境
問
題
は
飢
餓
問
題
と
思
っ
て
い
ま
す
。

万
物
に
命
あ
り

日
本
的
な
多
神
教
的
な
世
界
を
ア
ミ
ニ
ズ
ム
と

よ
く
言
い
ま
す
が
、
私
は
そ
の
言
葉
が
嫌
い
で
、

「
万
物
に
命
あ
り
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
を

「
万
物
生
命
教
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
万
物

生
命
教
を
一
番
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
で
支
え
て
い
る

の
が
水
で
す
。
世
界
の
各
地
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、

こ
の
水
を
ど
う
確
保
す
る
か
と
い
う
問
題
に
人
類

は
直
面
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
「
万
物
に
命
あ
り
」
と

い
う
信
仰
を
通
し
て
、
当
の
環
境
や
自
然
を
維
持

し
て
い
く
し
か
手
が
な
い
わ
け
で
す
。

―
万
物
生
命
教
を
復
権
す
る
に
は
、
水
の
浄

化
力
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
日
々
飲
料
水
の
た
め
、
生
活
用

水
の
た
め
、
産
業
用
水
の
た
め
の
水
、
と
言
っ
て

い
た
の
で
は
、
水
は
単
に
使
い
捨
て
の
存
在
に
し

か
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
循
環
さ
せ
た
り
、
再
利

用
し
た
り
、
大
事
に
使
っ
た
り
す
る
た
め
に
は
、

水
の
も
つ
根
元
的
な
価
値
に
対
す
る
信
仰
と
い
う

か
確
信
が
な
い
と
、
う
ま
く
い
か
な
い
で
す
ね
。

万
物
生
命
教
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

樹
木
だ
っ
て
、
水
を
た
た
え
て
初
め
て
樹
木
に

な
る
わ
け
で
す
。
万
物
生
命
教
の
根
本
に
あ
る
の
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は
、
水
で
あ
り
、
水
に
対
す
る
信
仰
で
す
ね
。
こ

れ
は
縄
文
以
来
変
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で

す
で
に
1
万
年
の
歴
史
が
あ
る
。
縄
文
文
化
と
い

う
と
、
荒
唐
無
稽
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う

人
も
多
い
け
れ
ど
も
、
中
国
文
明
の
影
響
を
受
け

て
い
る
日
本
の
歴
史
は
せ
い
ぜ
い
1
5
0
0
年
で

す
。
そ
の
中
国
文
明
の
後
に
、
1
5
0
年
ほ
ど
の

西
洋
文
明
の
時
代
が
く
る
。
西
洋
文
明
、
中
国
文

明
の
根
底
に
縄
文
文
明
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考

え
た
ほ
う
が
い
い
。
こ
の
立
体
構
造
の
中
で
わ
れ

わ
れ
の
文
化
を
、
わ
れ
わ
れ
自
身
で
考
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
縄
文
文
明
が
も
っ
と
も
豊
か
に
持

っ
て
い
た
も
の
は
何
か
。
そ
の
一
つ
が
、
水
へ
の

思
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

水
の
根
元
的
な
価
値

―
ど
う
も
最
近
の
動
き
を
見
て
い
る
と
、
水

の
根
元
的
な
力
を
求
め
る
の
と
は
別
に
、
清
潔
な

水
を
求
め
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
は
別

の
精
神
の
働
き
で
す
ね
。

私
も
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

を
飲
ん
で
い
ま
す
が
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
に

求
め
る
の
は
美
味
し
い
、
清
潔
な
、
衛
生
的
な
水

を
飲
み
た
い
と
い
う
願
望
で
す
ね
。

実
際
に
山
肌
に
噴
き
出
て
い
る
熱
泉
と
い
う
の

は
、
や
は
り
浄
化
力
の
強
度
が
違
う
ん
で
す
ね
。

ベ
ナ
レ
ス
の
温
泉
は
入
る
ま
で
は
「
汚
ら
し
い
」

と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
入
っ
て
み
た
ら
、
実
に

素
晴
ら
し
い
お
湯
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
思
わ
ぬ
発

見
も
あ
る
ん
で
す
。

―
水
の
根
元
的
な
価
値
を
も
う
一
度
発
見
し

て
、
み
ん
な
の
も
の
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
こ

と
を
一
度
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

一
度
、
僕
み
た
い
に
溺
れ
な
い
と
い
け
な
い
ね

（
笑
）。
地
震
が
起
こ
っ
た
り
、
大
洪
水
が
起
こ
っ

た
り
し
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
人
間
は
自
然
の
恐

ろ
し
さ
を
知
る
わ
け
で
す
。
比
喩
的
に
言
い
ま
す

と
、
近
代
化
と
か
産
業
化
と
い
う
の
は
、「
火
」

に
基
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
生
活
の
パ
タ
ー
ン
で
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
の
時
代
と
い
う

の
は
「
水
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い

た
長
い
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
今
、
わ

れ
わ
れ
は
火
の
文
明
と
い
う
立
場
か
ら
水
の
文
明

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
時
に
き
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
と
は
思
う
の
で
す
。

―
神
道
は
、
そ
の
よ
う
な
思
想
を
意
識
的
に

取
り
入
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
。

わ
れ
わ
れ
の
神
道
の
伝
統
は
、
そ
の
よ
う
な
可

能
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
か
ら
一
万

年
以
上
前
に
遡
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
存

在
し
て
い
な
い
。「
万
物
に
命
あ
り
」
と
い
う
原

始
神
道
的
な
信
仰
だ
け
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で

す
。
こ
れ
は
地
球
上
ど
こ
に
行
っ
て
も
そ
う
だ
っ

た
と
思
う
の
で
す
。
一
番
普
遍
的
な
宗
教
と
い
う

の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

た
だ
、
現
代
の
日
本
人
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
神
道

の
い
け
な
い
点
は
、
国
家
と
結
び
つ
い
て
し
ま
う

こ
と
。
国
家
と
結
び
つ
い
た
時
に
、
原
始
神
道
的

な
感
覚
は
堕
落
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
危
険
性
、

弱
さ
が
本
来
的
に
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
文
明

の
側
で
、
そ
れ
を
よ
く
自
覚
し
て
い
な
い
と
い
け

な
い
。

「
汚
れ
」
と
「
浄
め
」
の
意
味

―
浄
め
を
考
え
る
と
き
に
、
汚
れ
の
問
題
を

避
け
て
通
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。「
ケ
ガ
レ
た
も

の
を
き
れ
い
に
す
る
」
と
い
う
意
味
や
「
ケ
が
涸

れ
た
状
態
、
つ
ま
り
日
常
性
を
回
復
さ
せ
る
」
と



ょ
う
。
大
便
と
い
う
の
は
、
排
泄
し
た
途
端
に
汚

物
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
前
は
汚
物
と
思
っ

て
い
な
い
。
小
便
も
そ
う
で
す
。
排
泄
す
る
直
前

ま
で
汚
物
で
は
な
い
。

な
ぜ
で
し
ょ
う
。

こ
の
問
題
に
答
え
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

「
文
化
が
そ
う
だ
か
ら
」
と
い
う
の
で
は
、
ト
ー

ト
ロ
ジ
ー
に
な
っ
て
答
え
に
な
っ
て
い
な
い
。
謎

で
す
ね
。
新
陳
代
謝
で
排
泄
さ
れ
た
も
の
は
、
そ

の
途
端
に
汚
物
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ

例
外
が
あ
る
。
涙
で
す
。
涙
と
い
う
排
泄
物
は
、

排
泄
し
た
後
も
汚
物
に
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
も
、
答
え
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。

あ
る
人
が
「
唾
液
も
そ
う
だ
」
と
言
い
ま
し
た
。

で
も
、
唾
液
と
い
う
の
は
口
か
ら
吐
き
出
さ
れ
た

と
た
ん
に
汚
物
に
変
ず
る
。
そ
れ
は
や
は
り
涙
の

美
し
さ
と
は
違
う
。
有
用
な
排
泄
物
だ
け
れ
ど
、

唾
と
し
て
吐
け
ば
汚
く
感
じ
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
、

涙
だ
け
が
唯
一
汚
物
に
な
ら
な
い
排
泄
物
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。

涙
は
水
で
し
ょ
う
。
そ
の
涙
は
き
わ
め
て
人
間

的
な
も
の
で
、
し
か
も
根
元
的
な
も
の
に
通
じ
て

い
る
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。
毎
日
の
生
活
で
涙

を
流
す
こ
と
な
し
に
は
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
、

そ
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
体
験
に
戻
ら
な
い
と
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
こ
を
き
ち
ん
と
見
つ
め

る
こ
と
が
、
水
の
根
元
的
な
問
題
に
目
を
向
け
る

と
い
う
今
日
的
な
問
題
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
の

で
す
。
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い
う
意
味
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
汚
れ
と
水
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

「
も
の
、
み
な
、
衰
え
る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ

り
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
日
本
の
お
祭
り
も
そ
う
い

う
、
も
の
み
な
衰
え
る
と
き
、
す
な
わ
ち
秋
か
ら

冬
に
か
け
て
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
村
祭
り
と

い
う
の
も
、
ふ
つ
う
は
秋
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
後

に
行
わ
れ
る
も
の
で
す
ね
。

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
と
い
う
の
は
、
太
陽
が
衰

え
る
時
期
で
す
。
そ
れ
は
人
間
の
生
命
が
衰
え
る

季
節
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
生
命
が
衰
え
る
と

い
う
こ
と
は
「
も
の
、
み
な
、
枯
れ
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
樹
木
に
し
て
も
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、

水
も
涸
れ
る
。
そ
れ
を
新
し
く
す
る
た
め
に
春
に

な
っ
て
年
が
明
け
て
、
水
を
新
し
く
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
儀
礼
が
要
求
さ
れ
る
。

若
水
信
仰
な
ど
は
ま
さ
に
そ
う
で
す
。「
も
の
み

な
枯
れ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
水
が
汚
く
な
る
、

水
の
力
が
失
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
全
部
太
陽
の

運
行
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
汚
れ
と

い
う
の
も
「
日
常
性
が
枯
れ
る
こ
と
だ
」
と
、
民

俗
学
の
世
界
で
は
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

た
だ
、
そ
れ
よ
り
も
、
も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
、

歴
史
的
に
み
る
と
原
始
神
道
と
い
う
の
は
、
地
上

に
あ
る
汚
れ
た
も
の
を
サ
ッ
と
洗
い
流
す
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。

禊
ぎ
は
ま
さ
に
そ
の
象
徴
。
身
体
に
サ
ッ
と
水
を

か
け
れ
ば
、
汚
れ
が
消
え
て
汚
物
が
洗
い
流
さ
れ

る
と
い
う
感
覚
で
す
。
そ
れ
が
一
種
の
清
浄
感
、

清
潔
感
と
繋
が
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
自
然
が
美

し
く
水
が
清
冽
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
で
も
汚
れ

た
も
の
は
す
ぐ
目
立
っ
て
意
識
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
た
め
、
水
で
洗
い
流
す
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
そ
の
原
始
神
道
の
世
界
で
は
、
内
面
の

い
や
ら
し
い
も
の
、
内
面
の
汚
れ
た
も
の
、
罪
、

悪
、
そ
う
い
う
も
の
を
洗
い
流
す
と
い
う
風
に
は

決
し
て
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
縄
文
人

は
、
内
面
的
な
罪
、
悪
と
い
う
感
覚
を
強
く
は
持

っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
が
問
題
な

わ
け
で
す
。「
人
間
は
本
来
罪
深
い
存
在
で
あ
る
」

と
い
う
思
想
を
も
た
ら
し
た
の
は
仏
教
で
す
。
仏

教
は
内
面
的
な
罪
、
汚
れ
を
問
題
に
し
た
。
そ
れ

が
、
人
間
に
は
清
ら
か
な
人
間
と
、
不
浄
な
人
間

が
い
る
と
い
う
差
別
感
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
仏
教
が
、
そ
れ
ま
で
の
原
始
神
道
と
習

合
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
原
始
神
道
に
も
水
に
よ

っ
て
人
を
浄
め
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
仏
教
と
結
び
つ

い
て
、
内
面
化
す
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
は
た

し
て
そ
の
内
面
的
な
罪
は
、
水
の
力
に
よ
っ
て
浄

め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
で
て
き
ま

し
た
。

―
そ
の
答
え
は
興
味
深
い
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
結
局
、
水
だ
け
の
力
で
は
ど
う

に
も
な
ら
な
い
と
い
う
答
え
に
な
る
の
で
し
ょ
う

ね
。
懺
悔
を
す
る
と
か
、
修
行
を
す
る
と
か
し
な

け
れ
ば
、
浄
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
す
。
そ
れ
で
仏
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
（
実
践
）
を
要
請
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
水
だ

け
で
は
ど
う
し
て
も
人
間
の
本
質
を
救
う
こ
と
は

で
き
な
い
、
と
い
う
思
想
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら

で
し
ょ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
、
特
に
密
教
の
修
行

洗うを洗う　涙はなぜ美しいのか

で
は
、
重
要
な
儀
式
で
「
香
水

こ
う
ず
い

」
と
い
う
も
の
を

用
い
ま
す
。
香
水
を
身
体
に
ふ
り
か
け
て
、
悪
霊

を
祓は
ら

う
。
悪
霊
と
い
う
の
は
内
面
的
な
汚
れ
を
意

味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
香
水
と
い
う
の
は
、

水
に
何
か
香
を
混
ぜ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
単
な

る
水
な
の
で
す
。
水
の
こ
と
を
「
香
水
」
と
い
う

の
は
、
水
の
中
に
特
殊
な
力
が
あ
る
と
見
て
い
る

か
ら
で
す
。
そ
こ
に
原
始
神
道
の
影
響
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
悪
霊
や
怨
霊
と
い
う
内
面
的
な
汚

れ
を
、
加
持
祈
祷
で
祓
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
こ

う
し
て
で
き
あ
が
る
。
加
持
祈
祷
で
は
、
水
を
か

け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
れ
は
、
民
間
芸
能
で

も
同
じ
で
し
て
、
湯
立
ゆ

だ

て
の
行
事
と
い
う
の
が
あ

っ
て
悪
気
を
祓
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
微
妙
に
絡

み
合
っ
て
、
霊
水
信
仰
の
背
景
が
見
え
隠
れ
し
て

い
ま
す
。

と
は
い
っ
て
も
神
道
的
な
祓
い
浄
め
と
、
仏
教

的
な
加
持
祈
祷
の
祓
い
浄
め
と
い
う
の
は
本
来
異

な
る
も
の
で
し
た
。
神
道
で
は
外
面
的
な
汚
れ
を

祓
う
。
そ
れ
は
禊
ぎ
の
考
え
方
で
す
。
記
紀
神
話

に
出
て
く
る
イ
ザ
ナ
ギ
の
尊

み
こ
と

が
、
死
ん
だ
奥
さ
ん

の
イ
ザ
ナ
ミ
の
尊
の
所
に
行
っ
て
帰
っ
て
く
る
。

そ
れ
は
も
う
、
他
界
に
行
っ
た
か
ら
身
体
中
汚
れ

に
満
た
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
川
で
禊
ぎ
を
す

る
わ
け
で
す
ね
。
仏
教
で
は
人
間
に
は
も
う
少
し

罪
深
い
業
が
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
洗
い
流
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
水
を
使
っ

た
祓
い
を
す
る
け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な

い
。
や
は
り
、
仏
教
僧
が
関
与
す
る
の
で
す
。

涙
に
目
を
向
け
る

最
後
に
、
汚
れ
の
も
う
一
つ
の
側
面
、
汚
物
に

つ
い
て
言
い
ま
す
と
、
汚
物
の
典
型
は
大
便
で
し
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京
都
府
立
大
学
人
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境
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授

１
９
５
５
年
生
ま
れ
。
京
都
府
立
大
学
生
活
科
学
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住
居
学
科
卒
業
。
九
州
芸
術
工
科
大
学
大
学
院
芸
術

工
学
科
修
了
。
日
本
建
築
史
専
攻
。

主
な
著
書
に
『
風
呂
の
は
な
し
』
『
阪
神
・
淡
路
大

震
災
と
歴
史
的
建
造
物
』（
共
著
）『
洛
北
探
訪
』（
共

著
）
他
。

風
呂
は
ハ
レ
空
間
だ
っ
た
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風
呂
の
歴
史

―
ま
ず
、
風
呂
の
歴
史
に
つ
い
て
、

大
き
な
流
れ
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す

か
。日

本
は
高
温
多
湿
で
汗
を
か
く
し
、

風
呂
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
古
来
か
ら
あ

り
ま
し
た
。
自
然
が
豊
か
、
水
も
豊
富

と
い
う
条
件
も
揃
っ
て
は
い
ま
す
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
昔
か
ら
日
常
的
に
た

く
さ
ん
の
お
湯
を
使
っ
て
風
呂
に
入
れ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

少
量
の
水
で
効
果
的
に
風
呂
に
入
ろ

う
と
思
え
ば
、
や
は
り
蒸
し
風
呂
に
な

り
ま
す
。
風
呂
の
原
型
は
、
日
本
の
場

合
は
や
は
り
蒸
し
風
呂
で
す
。
蒸
し
風

呂
の
さ
ら
に
原
始
的
な
形
は
何
か
と
い

う
と
、
柳
田
国
男
は
『
風
呂
の
起
源
』

と
題
す
る
小
論
の
中
で
、「
風
呂
」
は
、

も
と
は
「
ム
ロ
（
室
）」
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
洞
窟
の
中
の
よ
う

に
非
常
に
閉
鎖
的
な
所
で
火
を
焚
い
た
、

石
風
呂
の
よ
う
な
も
の
が
ル
ー
ツ
と
し

て
想
定
さ
れ
る
と
言
う
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
、
も
と
も
と
は
自
然
の
一
部
を
利

用
し
て
、
蒸
し
風
呂
で
汗
を
落
と
し
て

い
く
の
が
風
呂
の
原
型
で
あ
る
と
。

日
本
の
場
合
は
、
温
泉
に
浸
か
る
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
温
泉
の
歴
史

は
奈
良
時
代
に
ま
で
遡
り
、
有
馬
温
泉

と
か
道
後
温
泉
と
か
は
歴
史
も
古
く
、

そ
こ
に
み
な
が
湯
治
に
行
く
。
し
か
し
、

こ
の
「
温
泉
」
と
「
蒸
し
風
呂
」
は
な

か
な
か
交
わ
ら
ず
に
江
戸
時
代
ま
で
独

自
に
発
展
し
ま
す
。
そ
し
て
、
や
っ
と

近
代
・
明
治
時
代
に
な
り
、
銭
湯
の
中

で
「
改
良
風
呂
」
と
い
う
も
の
が
登
場

し
ま
す
。
こ
の
改
良
風
呂
で
は
、
温
泉

的
な
入
り
方
を
導
入
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
初
め
て
温
泉
の
文
化
と
蒸
し
風
呂
の

文
化
が
一
体
と
な
っ
て
い
く
と
言
っ
て

よ
い
と
思
い
ま
す
。
湯
と
風
呂
の
関
係

を
見
て
も
、
言
葉
と
し
て
「
風
呂
」
は

残
り
ま
す
が
、
近
代
に
は
湯
浴
み
の
形

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
潔
斎
沐
浴
と
い
う
か
、
身
を

浄
め
る
行
為
が
あ
り
ま
す
。
天
皇
は
毎

朝
湯
浴
み
を
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
蒸

し
風
呂
に
入
る
の
で
は
な
く
、
湯
を
と

っ
て
浴
び
る
わ
け
で
す
。
身
を
浄
め
る

た
め
の
沐
浴
と
、
よ
り
広
く
は
蒸
し
風

呂
で
汗
を
流
し
垢
を
落
と
す
こ
と
が
同

時
に
並
行
し
、
近
代
に
一
つ
の
形
に
な

る
。
そ
し
て
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
入

浴
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
、
銭
湯
は
そ
の

現
代
の
入
浴
ス
タ
イ
ル
は
、
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う

復元された釜風呂。高さ180cmほど。内部は畳み
三畳ほどで、床には石を平たく敷き詰めている。

天然の岩山をくりぬいて作った愛媛県今治市桜井
の石風呂。表側はコンクリートで補強されている。
今治市産業部観光課提供
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ま
ま
続
い
て
い
る
し
、
家
庭
風
呂
は
よ

り
発
達
し
た
形
で
残
っ
て
い
る
。
風
呂

の
変
遷
は
、
ご
く
大
き
な
見
取
り
図
と

し
て
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

1
3
0
年
前
ま
で
は
、

蒸
し
風
呂
が
普
通

鎌
倉
時
代
に
は
「
湯
銭
」
と
い
う
言

葉
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
公
衆
の
浴
場
の

よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
り

ま
す
ね
。「
八
瀬
の
釜
風
呂
」
は
伝
説

的
に
は
古
く
、
6
7
2
年
の
壬
申
の
乱

の
時
に
大
海
人
皇
子
が
傷
を
癒
し
た
と

い
う
故
事
が
あ
る
ほ
ど
で
す
が
、
蒸
し

風
呂
が
実
際
に
、
ど
こ
ま
で
時
代
を
遡

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
定
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

蒸
し
風
呂
は
生
木
を
燃
や
し
、
蒸
散

作
用
で
薬
用
効
果
の
よ
う
な
も
の
を
期

待
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
愛
媛
県
今

治
の
桜
井
の
石
風
呂
で
は
、
海
草
を
敷

い
て
焚
か
れ
ま
す
。
実
際
の
効
果
の
程

は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
。
一
定

の
薬
用
効
果
を
念
頭
に
置
い
た
、
つ
ま

り
、
温
泉
と
同
じ
様
な
入
り
方
を
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
2
〜
3

週
間
、
近
傍
に
泊
ま
り
込
ん
で
1
日
に

何
回
も
入
り
ま
す
。
八
瀬
の
釜
風
呂
も

そ
う
で
す
し
、
瀬
戸
内
一
帯
に
あ
る
石

風
呂
、
岩
風
呂
も
そ
う
で
す
ね
。

釜
風
呂
、
石
風
呂
は
、
瀬
戸
内
・
四

国
・
九
州
と
西
日
本
に
か
な
り
広
域
に

広
が
っ
て
い
ま
す
ね
。
時
代
も
下
り
江

戸
時
代
1
7
1
5
年
に
、
洛
中
洛
外
の

風
呂
屋
・
湯
屋
の
数
が
調
べ
ら
れ
て
い

る
文
書
が
あ
り
、
湯
屋
、
風
呂
、
塩
風

呂
、
釜
風
呂
と
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

釜
風
呂
は
八
瀬
の
釜
風
呂
。
塩
風
呂
は

八
瀬
の
釜
風
呂
を
模
し
た
も
の
で
す
。

塩
を
ま
い
て
、
海
水
と
同
じ
効
果
を
期

待
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
ど
う
も

姿
形
も
同
じ
よ
う
な
も
の
ら
し
い
。
風

呂
は
蒸
し
風
呂
の
こ
と
で
、
湯
屋
は
真

ん
中
に
浴
槽
が
あ
り
、
そ
こ
に
入
っ
た

か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ

か
ら
取
り
湯
を
し
て
か
け
る
と
い
う
形

の
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い

ろ
な
タ
イ
プ
の
風
呂
が
市
中
に
多
数
あ

り
、
そ
れ
が
使
い
分
け
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

―
蒸
気
浴
が
湯
浴
み
に
な
っ
て
い

く
の
は
、
い
つ
頃
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

銭
湯
の
歴
史
は
入
浴
史
の
大
き
な
流

れ
に
な
り
ま
す
が
、
銭
湯
も
古
く
は
蒸

し
風
呂
で
す
。
し
か
し
、
大
勢
の
人
を

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

湯
船
に
深
さ
1
尺
ほ
ど
の
お
湯
を
入
れ
、

周
囲
を
閉
鎖
的
に
取
り
囲
む
。
下
は
お

湯
に
浸
か
っ
て
い
る
が
上
半
身
は
蒸
し

風
呂
状
態
と
い
う
、
両
方
の
良
さ
を
う

ま
く
ミ
ッ
ク
ス
し
た
も
の
に
し
ま
す
。

こ
れ
が
、
江
戸
の
銭
湯
で
柘
榴

ざ
く
ろ

風
呂
と

呼
ば
れ
る
も
の
に
応
用
さ
れ
ま
す
。
そ

の
深
さ
が
だ
ん
だ
ん
と
深
く
な
っ
て
現

代
に
至
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
基
本
形

は
蒸
し
風
呂
で
す
よ
。

戸
棚
風
呂
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
戸

棚
の
よ
う
な
空
間
に
入
り
、
蓋
を
し
め

て
蒸
気
浴
を
し
ま
す
。
た
だ
、
戸
棚
風

呂
の
よ
う
に
入
り
口
が
引
き
違
い
で
は

戸
を
開
け
た
時
に
蒸
気
が
逃
げ
て
し
ま

う
の
で
、
多
人
数
の
入
浴
に
は
適
し
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、「
柘
榴
口
」
と
呼
ぶ

入
り
口
を
低
い
所
に
置
き
、
浴
室
の
蒸

気
を
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
れ

が
柘
榴
風
呂
で
す
。
で
す
か
ら
、
湯
浴

み
は
、
や
は
り
近
代
に
な
っ
て
か
ら
と

考
え
て
も
、
間
違
い
で
は
な
い
で
し
ょ

う
ね
。

施
浴
の
習
慣

鎌
倉
時
代
、
平
重
衡
に
よ
っ
て
焼
き

討
ち
さ
れ
た
東
大
寺
の
復
興
の
た
め
に
、

重
源

ち
ょ
う
げ
ん

上
人
が
大
活
躍
し
ま
す
。
現
在
の

南
大
門
な
ど
は
、
こ
の
時
に
建
て
ら
れ

た
も
の
で
す
が
、
重
源
上
人
は
入
浴
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
、

日
本
の
入
浴
史
に
特
筆
す
べ
き
人
物
で

す
。
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
山
口
県
の

周
防
。
こ
こ
の
東
大
寺
の
荘
園
か
ら
用

材
を
確
保
す
る
た
め
に
、
重
源
が
自
ら

現
地
に
行
っ
て
職
人
を
集
め
、
木
を
切

り
出
さ
せ
、
そ
の
職
人
の
た
め
の
保
養

と
し
て
風
呂
を
ふ
る
ま
っ
た
と
い
い
ま

す
。
や
は
り
蒸
し
風
呂
で
す
。

東
大
寺
に
は
施
浴
を
行
う
た
め
の
大

湯
屋
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
蒸
し

洗うを洗う　風呂はハレ空間だった

上：辻風呂、荷ひ風呂
花吹一男著『江戸入浴百姿』より

下：江戸の湯舟
『廣文庫』十九冊より
金沢兼光編『和漢船用集』明治3年刊に
「湯船、武州江戸よりあり、舟より浴室を
居え、湯銭を取って浴せしむる風呂屋舟也」
とある。

右：写真は伊賀上野忍者屋敷に展示されて
いる「ふごぶろ」別名「飛び込み風呂」。
イラストは佐渡の「おろけ」。ともに笠を
滑車で吊し上げ下げするが、「おろけ」は
下部から熱する方式ではなく、熱湯を注い
だ後に入る。

左：滋賀県湖北地方から北陸にかけて見ら
れた木製密閉型の「むぎぶろ」。写真は近
江八幡市立歴史民俗博物館の展示。イラス
トは風土紀の丘資料館より。

上：戸棚風呂の銭湯　客の背中を流す湯女（ゆな）
の姿も見える。名古屋城対面所上段の間御殿障子
腰張り絵

下：右は戸棚風呂。奥村政信書『日本風俗史講座』
第十巻　雄山閣より。左は伊勢路の居風呂。曲亭
馬琴著『羇旅漫録』。ともに引き違いの戸を持つ。
戸棚風呂の半風呂半湯浴方式の出現が、それまで
の風呂と湯との区別を不明瞭にする契機となった。

塩風呂
高さ9尺ほどで、八瀬
の釜風呂よりやや大き
いが、焚き方、入り方
は釜風呂とほぼ同様で
ある。枯れた松枝を焚
いて、その跡に塩水で
濡らした草筵（くさむ
しろ）を敷く。喜田川
季荘著『守貞漫稿』類
聚近世風俗志下より。

資料の写真・図版はす
べて大場修著『物語ー
ものの建築史ー風呂の
はなし』鹿島出版会
1986より
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風
呂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
あ
る
建
物

は
も
う
少
し
新
し
い
も
の
で
す
が
、
中

の
大
き
な
湯
釜
は
重
源
上
人
が
1
1
9

7
年
に
造
っ
た
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

も
の
で
す
。
大
変
古
い
釜
で
す
。
施
浴

を
描
い
た
絵
が
あ
り
ま
す
が
、
釜
が
あ

っ
て
湯
を
焚
い
て
い
る
。
鉄
釜
が
あ
っ

て
、
そ
の
周
り
で
み
ん
な
が
身
体
を
洗

い
、
実
際
に
入
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う

姿
も
あ
る
こ
と
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、

数
と
し
て
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

ん
な
に
お
湯
を
使
え
ま
せ
ん
か
ら
。

施
浴
は
、
功
徳
を
積
む
と
い
う
意
味

で
僧
の
修
行
と
い
う
宗
教
行
為
の
一
環

で
す
。
近
世
に
な
る
と
、
寺
で
風
呂
に

入
れ
さ
せ
る
こ
と
が
活
発
だ
っ
た
よ
う

で
す
ね
。
そ
れ
ほ
ど
、
入
浴
の
機
会
が

少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

京
都
の
妙
心
寺
で
は
明
智
風
呂
と
い

っ
て
、
明
智
光
秀
が
死
ん
だ
命
日
に
、

そ
れ
を
弔
う
と
い
う
こ
と
で
風
呂
を
ふ

る
ま
う
行
事
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
う

い
う
施
浴
の
習
慣
は
、
各
お
寺
で
い
ろ

い
ろ
な
縁
日
に
因
ん
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

い
ろ
い
ろ
な
風
呂

個
人
の
家
の
中
に
風
呂
を
造
る
と
き

の
ス
タ
イ
ル
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、

蒸
し
風
呂
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
据
え

風
呂
的
な
も
の
も
あ
る
。

据
え
風
呂
と
い
う
の
は
、
据
え
置
い

た
浴
槽
に
実
際
に
お
湯
を
溜
め
て
、
ド

ボ
ン
と
入
る
も
の
。
木
桶
型
の
風
呂
で

す
。
鉄
砲
風
呂
と
か
へ
そ
風
呂
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
し
ま
す
。
据
え

風
呂
は
誰
が
考
え
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
か
つ
い
で
持
っ
て
い
く
こ
と
が
可

能
で
す
。
い
わ
ば
移
動
式
銭
湯
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
町
の
辻

に
臨
時
に
据
え
風
呂
を
置
い
て
、
そ
こ

で
金
を
取
っ
て
入
ら
せ
る
。
そ
う
い
う

の
を
辻
風
呂
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
を
船

に
乗
せ
る
と
、
船
風
呂
。
こ
の
よ
う
に

据
え
風
呂
は
大
活
躍
し
ま
し
た
。

こ
れ
と
対
比
さ
れ
る
の
が
五
右
衛
門

風
呂
で
、
関
西
に
多
い
ス
タ
イ
ル
で
す
。

漆
喰
で
周
囲
を
固
め
る
の
で
、
保
温
性

は
良
い
の
で
す
が
、
作
り
つ
け
に
な
り

ま
す
。

近
代
に
な
る
と
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ

た
よ
う
に
、
改
良
風
呂
が
出
て
き
ま
す
。

改
良
風
呂
と
い
う
の
は
、
今
の
銭
湯
と

同
じ
で
、
浴
槽
を
床
に
沈
め
て
首
ま
で

浸
か
れ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、

柘
榴
風
呂
で
す
か
ら
、
蒸
し
風
呂
の
蒸

気
を
外
に
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
、
閉
鎖

的
に
造
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
要
か

ら
、
中
は
真
っ
暗
で
す
。
不
衛
生
だ
し
、

風
紀
的
に
も
問
題
が
あ
っ
て
、
明
治
中

頃
に
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

地
方
で
は
相
当
後
ま
で
残
り
ま
す
。
明

治
40
年
こ
ろ
ま
で
は
残
っ
て
い
た
よ
う

で
す
ね
。
と
に
か
く
不
衛
生
と
い
う
こ

と
で
、
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
り
ま

し
た
。

農
村
部
で
は
、
基
本
的
に
は
蒸
し
風

呂
の
ス
タ
イ
ル
で
す
。
た
と
え
ば
、
小

さ
な
カ
プ
セ
ル
の
桶
の
よ
う
な
も
の
に

入
り
、
汗
を
流
し
垢
を
取
る
。「
む
ぎ

ぶ
ろ
」
と
か
、
佐
渡
で
は
「
お
ろ
け
」

な
ど
と
言
い
ま
す
。
垢
は
底
に
貯
ま
り
、

こ
れ
を
肥
料
と
し
て
使
う
。
で
す
か
ら
、

逆
に
お
湯
も
な
か
な
か
取
り
替
え
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
農
業
生
産
の
一
貫

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
。

た
だ
、
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
一

般
的
で
は
な
く
、
や
は
り
行
水
程
度
で

す
ね
。
丸
竹
を
畳
一
畳
程
度
並
べ
た

「
す
の
こ
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
、
井
戸

か
ら
汲
ん
で
き
た
水
を
か
け
る
。
そ
れ

が
庶
民
の
風
呂
で
す
。

風
呂
は
ハ
レ
の
場

庶
民
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
た
ま
っ
て

風
呂
に
入
る
と
い
う
の
は
ハ
レ
向
け
の

行
為
で
す
の
で
、
ハ
レ
向
け
の
空
間
で

あ
り
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
銭
湯
の
玄
関
に
は
唐か
ら

破は

風ふ

が
つ
き
ま
し
た
。

こ
う
い
う
様
式
は
庶
民
の
家
に
は
あ

り
ま
せ
ん
。
奢
侈
禁
止
の
時
代
で
す
か

ら
、
御
法
度
の
対
象
で
す
。
こ
う
い
う

分
不
相
応
の
も
の
は
造
っ
て
は
い
け
な

い
の
で
す
。
銭
湯
の
玄
関
に
は
、
貴
族

層
の
建
築
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
書
院
造

り
の
玄
関
の
モ
チ
ー
フ
が
使
わ
れ
ま
し

た
。
銭
湯
に
は
、
こ
う
い
っ
た
ス
タ
イ

ル
が
い
ち
早
く
取
り
込
ま
れ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
今
の
銭
湯
と
同
じ
イ
メ
ー

ジ
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
の
終
わ
り
〜

大
正
・
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ

ま
で
は
、
町
屋
同
然
の
建
物
で
し
た
。

た
だ
、
柘
榴
風
呂
の
場
合
に
お
い
て
も
、

柘
榴
口
の
入
り
口
の
み
を
、
華
や
か
な

唐
破
風
に
し
て
、
下
に
い
ろ
い
ろ
な
絵

を
描
く
よ
う
な
例
は
あ
り
ま
し
た
。
他

に
装
飾
は
な
い
が
、
柘
榴
口
に
の
み
一

点
集
中
し
て
装
飾
を
す
る
。
非
常
に
晴

れ
が
ま
し
く
飾
り
立
て
る
。
で
す
か
ら
、

風
呂
に
入
る
と
い
う
の
は
、
ハ
レ
に
対

す
る
精
神
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
入
り
口

に
現
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

こ
れ
が
や
が
て
、
銭
湯
の
外
観
へ
と
発

展
し
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
以
降
に
は
洋
風
の
銭
湯
も
出
て

き
て
、
こ
れ
は
全
国
的
な
傾
向
で
す
。

思
い
っ
き
り
飛
び
抜
け
て
洋
風
の
形
、

例
え
ば
、
ロ
ー
マ
風
呂
的
な
発
想
で
、

ロ
マ
ネ
ス
ク
的
な
モ
チ
ー
フ
で
銭
湯
が

造
ら
れ
ま
し
た
。
や
は
り
、
晴
れ
が
ま

し
い
行
為
が
風
呂
の
建
築
の
発
想
の
原

点
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
の
後
、
高
度
成
長
期
を
経
て
、
銭

湯
が
一
時
す
た
れ
て
、
現
在
は
ス
ー
パ

ー
銭
湯
の
よ
う
な
も
の
が
も
て
は
や
さ

れ
て
い
ま
す
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
銭

湯
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、

や
は
り
、
非
日
常
的
な
空
間
を
求
め
て

き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
風
呂
の

持
っ
て
い
る
本
来
の
精
神
性
は
、
今
も

形
を
変
え
て
続
い
て
い
る
の
で
は
な
い

東大寺大湯屋の浴室内部　浴室の中央東寄り
に唐破風を持つ風呂屋形が据えられている。

東大寺大湯屋の鉄湯船　1197年（建久8年）の銘が
刻まれている。

東大寺大湯屋外観　建物は妻入りで西に面し、屋根の前面を入母屋造、後面を切
妻造とし、前面一間を吹き放している。湯屋の遺構中最大の規模を持っている。
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で
し
ょ
う
か
。

た
だ
、
江
戸
の
銭
湯
を
考
え
る
と
き
、

「
晴
れ
が
ま
し
さ
」
と
「
不
衛
生
さ
」

が
、
な
ぜ
同
居
し
て
い
た
の
か
と
い
う

疑
問
は
確
か
に
残
り
ま
す
。
日
本
人
は

清
潔
好
き
で
、
町
に
ゴ
ミ
一
つ
落
ち
て

い
な
い
と
、
江
戸
に
来
た
外
人
が
驚
い

て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
清
潔
感
覚
と
、

銭
湯
の
持
っ
て
い
る
実
質
的
な
不
衛
生

と
い
う
の
は
、
確
か
に
私
は
そ
ぐ
わ
な

い
感
じ
は
し
ま
す
ね
。

ハ
レ
を
表
わ
す
建
築
様
式

―
海
外
の
公
衆
浴
場
も
、
や
は
り

ハ
レ
の
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
の
で
す

か
。古

代
ロ
ー
マ
の
カ
ラ
カ
ラ
浴
場
な
ど

は
、
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
ま
た
、
以
前

ト
ル
コ
に
行
っ
て
屈
強
な
男
3
人
程
に

垢
を
こ
す
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
こ

こ
も
ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。
空
間
全
体

が
ス
チ
ー
ム
サ
ウ
ナ
の
よ
う
な
所
で
寝

そ
べ
っ
て
入
り
ま
す
。
日
本
の
銭
湯
は
、

貴
族
や
武
家
の
格
式
を
表
現
す
る
た
め

の
書
院
造
り
な
の
に
、
ト
ル
コ
の
公
衆

浴
場
の
外
観
は
、
宗
教
建
築
で
す
。
イ

ス
ラ
ム
の
モ
ス
ク
の
よ
う
で
し
た
。

―
ハ
レ
の
意
味
合
い
が
、
ト
ル
コ

の
場
合
は
、
宗
教
建
築
と
な
っ
て
現
れ

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
書
院

造
り
と
い
う
の
は
、
貴
族
層
、
武
家
層

の
住
宅
で
す
。
支
配
さ
れ
る
側
の
住
宅

は
、
そ
れ
と
は
区
別
し
て
民
家
と
呼
び

ま
す
で
し
ょ
う
。

民
家
、
例
え
ば
、
京
都
の
町
屋
は
千

年
以
上
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
最
初
か
ら

町
屋
で
す
。
京
の
町
屋
的
な
も
の
は
近

世
に
全
国
の
城
下
町
に
広
が
っ
て
い
く
。

と
に
か
く
、
民
家
は
武
家
の
住
宅
と
は

ま
っ
た
く
違
う
の
で
す
。
農
家
は
竪
穴

住
居
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
す
。
寺
社

や
神
社
も
ま
た
違
う
。
用
途
と
誰
が
住

む
か
に
よ
っ
て
、
日
本
の
木
造
建
築
と

い
う
の
は
い
く
つ
も
の
系
譜
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
交
わ
る
こ
と
な
く
、

推
移
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
が
近
世
に
な
っ
て
、
庶
民
住
宅

が
書
院
造
り
の
系
譜
を
座
敷
の
中
に
取

り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
座
敷
を
ハ
レ
化

し
て
い
く
と
き
に
、
書
院
造
り
を
導
入

す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
都
市
の
施
設

の
場
合
は
、
銭
湯
に
書
院
風
の
も
の
を

取
り
込
ん
で
い
く
。
ハ
レ
向
け
の
所
に
、

よ
り
ハ
イ
ス
タ
イ
ル
の
書
院
造
り
を
入

れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

で
も
、
す
べ
て
の
民
族
で
こ
の
方
式

が
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
違
う
。

例
え
ば
、
韓
国
や
中
国
に
目
を
向
け
て

み
ま
し
ょ
う
。
中
国
の
漢
民
族
の
住
ま

い
は
四
合
院

し
ご
う
い
ん

の
形
式
で
、
漢
民
族
の
農

家
も
都
市
の
住
宅
も
こ
の
形
で
す
。
い

わ
ゆ
る
紫
禁
城
も
、
基
本
的
に
は
四
合

院
形
式
で
す
。
規
模
が
大
き
く
て
も
、

こ
の
四
合
院
を
つ
な
い
で
い
く
わ
け
で

右は大黒湯の外観（東京都足立区千住寿町32-6）豪華な総欅造、昭和4年の建築。
左は脱衣場。天井のひとつひとつの四角に絵が描き込まれている。

柘榴口　東大寺大湯屋の唐破風の
流れを見てとれる。

妙心寺の浴室（明智風呂）の外観　正面に唐破風の
庇屋根を配した端正な外観。

す
。
つ
ま
り
、
庶
民
の
住
宅
も
貴
族

層
の
住
宅
も
、
形
式
は
基
本
的
に
同

じ
な
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
て

も
、
そ
の
よ
う
な
例
は
多
い
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
は
、
社
会
の
上

層
と
下
層
の
建
築
様
式
が
違
い
、
な

お
か
つ
相
互
に
交
流
が
な
い
ま
ま
時

を
経
る
。
で
す
か
ら
、
ハ
レ
向
け
に
、

自
分
た
ち
の
く
ら
し
の
世
界
と
は
違

う
も
の
を
作
る
と
き
に
、
上
層
か
ら

取
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。

一
方
、
四
合
院
の
場
合
は
た
だ
装
飾

を
に
ぎ
や
か
に
し
、
規
模
を
大
き
く

す
る
だ
け
で
、
住
宅
の
形
式
と
し
て

は
同
じ
な
わ
け
で
す
。

同
じ
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
、
異

な
っ
た
様
式
で
、
か
た
や
ご
く
一
部

の
支
配
者
層
の
住
宅
が
寝
殿
造
り
か

ら
書
院
造
り
と
変
遷
す
る
わ
け
で
す

が
、
そ
の
他
の
九
割
以
上
の
人
間
は

竪
穴
の
住
宅
様
式
を
延
々
と
持
ち
続

け
る
。
今
で
も
郊
外
に
行
く
と
、
い

わ
ゆ
る
田
舎
普
請
の
農
家
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
民

家
の
系
譜
の
延
長
線
上
に
あ
る
形
で

す
。
そ
し
て
、
座
敷
ま
わ
り
だ
け
が

書
院
造
り
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
階
層
毎
の
建
築
様

式
が
相
互
に
交
わ
ら
な
い
で
歴
史
を

辿
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
的
に
も

あ
ま
り
例
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
ほ

っ
た
て
柱
か
ら
、
礎
石
建
て
へ
と
、

住
宅
建
築
が
堅
牢
に
な
っ
て
い
く
流

れ
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
江
戸
時

代
の
中
頃
以
降
の
話
で
す
。
少
な
く

と
も
室
町
時
代
ま
で
は
確
実
に
そ
う

で
、
近
世
前
期
ま
で
は
竪
穴
住
居
と

そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
で
す
か
ら
、

庶
民
の
住
宅
の
歴
史
は
そ
れ
以
前
に

は
遡
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
近
世

に
な
っ
て
、
急
激
に
建
築
的
に
整
っ

て
い
く
の
が
庶
民
の
住
宅
で
す
。
非

常
に
短
い
時
期
に
、
現
在
重
要
文
化

財
で
残
っ
て
い
る
よ
う
な
巨
大
な
農

家
が
で
き
た
た
め
、
民
家
に
は
地
域

性
が
あ
り
、
地
域
毎
の
個
性
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
書
院
造
り
は
個
性

が
な
い
。
ど
こ
に
造
っ
て
も
型
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
規
模
の
違
い

だ
け
が
あ
り
、
間
取
り
も
決
ま
っ
て

い
て
、
そ
の
形
式
性
が
重
要
な
の
で

す
か
ら
、
地
域
差
は
少
な
い
。
農
家

も
次
第
に
書
院
造
り
を
取
り
込
ん
で

い
き
ま
す
が
、
そ
の
座
敷
は
東
北
の

農
家
も
九
州
の
農
家
も
、
ど
こ
へ
行

四
合
院
の
形
式
　
南
北
軸
を
軸
線
と
し
て
対
象
に
建
物

を
配
置
し
、
玄
関
を
東
南
隅
に
配
置
す
る
。『
絵
で
見
る

中
国
の
伝
統
民
居
』
学
芸
出
版
社
1
9
9
2
よ
り
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っ
て
も
同
じ
で
す
よ
。

中
国
の
四
合
院
で
ハ
レ
の
様
式
を
持

ち
込
も
う
と
す
る
と
、
階
層
の
上
下
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
規
模
を
拡

大
し
て
い
き
ま
す
。
2
段
に
も
3
段
に

も
四
合
院
を
連
結
さ
せ
、
装
飾
も
手
が

混
ん
で
い
く
。

日
本
の
場
合
、
確
か
に
、
庶
民
に
は

身
分
不
相
応
の
も
の
、
床
の
間
、
書
院

造
り
は
建
て
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う

法
度
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
梁
の
長
さ

で
建
物
の
規
模
を
規
制
し
て
い
ま
し
た
。

三
間
梁
と
言
い
ま
し
て
、
梁
は
3
間
を

超
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
江

戸
時
代
初
頭
か
ら
徹
底
さ
せ
る
わ
け
で

す
ね
。
規
模
と
イ
ン
テ
リ
ア
を
規
制
し

て
い
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
法
的
な
規

制
は
な
か
っ
た
そ
れ
以
前
で
も
、
書
院

造
り
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
庶
民
層
が
書
院
造
り
を
建
て
る
ほ

ど
の
財
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
見

る
の
が
正
し
い
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、
日
本
の
住
宅
が
ブ
レ
ー

ク
ス
ル
ー
、
一
気
に
底
上
げ
さ
れ
る
の

は
近
世
前
半
で
す
ね
。
庄
屋
層
が
規
模

の
大
き
な
住
居
を
造
り
、
特
に
関
西
は

本
百
姓
が
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

全
体
が
底
上
げ
さ
れ
て
、
あ
ま
り
貧
相

な
住
宅
は
な
く
な
り
ま
す
。
東
北
の
場

合
は
、
そ
の
格
差
が
か
な
り
あ
り
、
そ

れ
が
近
代
ま
で
続
き
ま
す
。

そ
し
て
、
近
代
と
い
っ
て
も
明
治
は

江
戸
の
延
長
で
す
か
ら
。
明
治
末
期
〜

大
正
に
か
け
て
、
次
の
発
展
期
に
入
る

わ
け
で
す
。

銭
湯
が
広
が
る
江
戸
時
代
前
半
、
そ

し
て
、
日
本
全
国
に
改
良
風
呂
が
行
き

渡
る
の
が
明
治
の
終
わ
り
頃
で
す
か
ら
、

そ
の
意
味
で
は
、
住
宅
の
発
展
と
風
呂
、

公
衆
浴
場
の
革
新
は
軌
を
一
に
し
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
般
論
で
は
語
れ
ぬ風

呂
事
情

一
般
に
、
江
戸
に
は
銭
湯
が
多
い
と

言
わ
れ
ま
す
。
内
風
呂
が
経
済
的
で
は

な
く
、
防
火
の
点
で
も
危
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
銭
湯
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
で
は
な
い
と

は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
地
方
都
市
を
調

べ
て
い
く
と
、
必
ず
し
も
銭
湯
ば
か
り

に
解
決
を
求
め
る
と
は
言
え
な
い
例
が

見
ら
れ
ま
す
。

滋
賀
県
の
長
浜
に
幕
末
の
史
料
が
あ

り
、
52
町
の
内
、
44
町
分
の
一
軒
一
軒

の
間
取
り
が
そ
の
資
料
に
描
か
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
全
部
つ
な
い
で
地
図
を

作
り
ま
す
と
、
銭
湯
が
見
あ
た
ら
な
い
。

幕
末
の
長
浜
に
は
銭
湯
が
あ
ま
り
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
近
世
は
銭

湯
の
時
代
だ
」
と
言
っ
て
い
た
わ
け
で

す
が
、
事
実
と
し
て
は
そ
う
と
は
言
い

き
れ
な
い
地
域
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ど

う
理
解
し
た
ら
い
い
の
か
。

長
浜
に
限
ら
ず
、
琵
琶
湖
の
周
辺
と

い
う
の
は
、
意
外
と
水
事
情
が
悪
い
。

井
戸
を
掘
っ
て
も
良
質
な
水
が
出
て
こ

な
い
。
こ
の
た
め
、
上
水
道
が
江
戸
時

代
の
早
い
時
期
か
ら
発
達
し
ま
す
。
か

な
り
深
い
共
同
井
戸
、
70
〜
80
メ
ー
ト

ル
も
あ
る
よ
う
な
も
の
を
掘
っ
て
水
を

汲
み
上
げ
、
各
家
々
に
給
水
し
て
い
ま

し
た
。
竹
の
管
を
道
の
下
に
通
し
て
会

所
で
枝
分
け
す
る
。
台
所
の
脇
に
は
、

そ
こ
か
ら
流
れ
て
き
て
溜
ま
っ
た
水
を

貯
え
る
水
桶
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
1
つ
の
井
戸
か
ら
水
を
利
用
し
て

い
る
家
の
グ
ル
ー
プ
を
「
井
戸
組
」
と

い
う
の
で
す
が
、「
町
組
」
と
い
う
既

存
の
自
治
組
織
と
は
違
う
、
も
う
一
つ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
が
あ
り
、
今
も

現
役
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
要
す

る
に
、
水
事
情
が
悪
い
、
だ
か
ら
こ
そ

共
同
で
井
戸
を
掘
っ
て
水
を
確
保
す
る
、

と
い
う
仕
組
み
が
近
世
の
早
い
時
期
に

で
き
た
た
め
に
、
内
風
呂
が
普
及
し
た

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
内
風
呂
を
中
心

と
し
た
入
浴
習
慣
が
長
浜
に
は
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
内
風
呂
の
普
及
率

が
高
い
町
も
あ
り
、
近
世
は
必
ず
し
も

銭
湯
文
化
だ
け
で
は
な
い
の
だ
な
と
は

思
い
ま
し
た
ね
。

水
事
情
が
悪
い
所
ほ
ど
、
水
が
出
に

く
い
の
で
深
く
掘
り
ま
す
。
結
果
、
た

長浜井戸組分布図　
長浜市教育委員会『長浜のまちなみ・北国街道を中心として』1995年より。
斜線部分が井戸組の範囲。近隣でまとまる町組とは分布が異なる。

鉄砲風呂　右：愛知県大府立民族資料館所蔵
左：愛媛県砥部物産館所蔵

明治時代の改良風呂
平出鑑二郎著『東京風俗史』中の巻　原書房より
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く
さ
ん
の
家
に
分
配
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
逆
に
水
事
情
の
良
い
所
は
、
浅

い
井
戸
か
ら
少
数
の
家
に
分
配
す
る
。

長
浜
の
中
心
部
は
水
事
情
が
悪
い
の
で
、

ま
る
で
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
に
井
戸
組
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。
水
は
生
活
の
基
本

で
、
井
戸
組
が
そ
こ
を
押
さ
え
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
単

位
と
し
て
は
実
態
と
し
て
強
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
水
帳
が
あ
り
、
1
戸
あ
た

り
の
負
担
金
は
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

水
事
情
が
悪
い
か
ら
こ
そ
、
井
戸
を
掘

っ
て
上
水
を
整
備
し
、
そ
の
結
果
と
し

て
内
風
呂
が
発
達
す
る
。

で
も
、
江
戸
も
神
田
上
水
、
玉
川
上

水
と
か
な
り
上
水
道
は
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
人
口
密
集
地
と
し
て
の

都
市
部
だ
っ
た
の
で
防
火
の
た
め
等
も

あ
り
、
内
風
呂
が
流
行
ら
な
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
ね
。

水
の
条
件
が
同
じ
で
も
、
そ
こ
か
ら

生
じ
る
「
内
風
呂
か
銭
湯
か
」
と
い
う

文
化
的
な
現
象
は
異
な
る
わ
け
で
す
。

水
が
充
分
で
な
い
所
は
銭
湯
が
多
い
と

い
う
一
般
論
は
、
必
ず
し
も
正
解
で
は

な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

風
呂
の
現
代
化

住
宅
の
一
設
備
、
水
周
り
設
備
と
し

て
で
き
る
だ
け
一
箇
所
に
固
め
て
、
コ

ン
パ
ク
ト
に
家
の
中
に
配
置
し
よ
う
と

い
う
の
が
、
現
在
の
風
呂
設
置
の
考
え

方
で
す
。
こ
れ
は
、
時
代
的
に
は
大
正

以
降
の
話
で
す
。
明
治
時
代
の
住
宅
改

善
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
水
周
り
で
、
特
に

ト
イ
レ
と
風
呂
は
不
衛
生
と
い
う
こ
と

で
改
良
の
目
標
に
な
っ
て
い
ま
す
。

基
本
的
に
は
、
不
衛
生
だ
か
ら
母
屋

か
ら
離
す
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
。
そ

れ
を
廊
下
で
つ
な
ぐ
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
屋
外
に
ポ
ツ
ン
と
あ
る
場
合
も
あ

る
。
農
家
な
ど
は
そ
う
で
す
ね
。
お
そ

ら
く
、
風
呂
の
住
宅
設
備
と
し
て
の
位

置
づ
け
が
非
常
に
希
薄
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
風
呂
と
い
う
も
の
が
、
も
と
も

と
住
宅
の
一
設
備
と
い
う
よ
り
は
、
ま

と
ま
っ
た
建
物
、
施
設
で
あ
っ
て
自
己

完
結
し
て
い
た
。
そ
れ
が
な
か
な
か
住

宅
の
中
に
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う

歴
史
が
あ
っ
て
、
大
正
時
代
ま
で
き
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

お
そ
ら
く
、
明
治
の
人
々
は
母
屋
と
風

呂
を
別
立
て
で
考
え
て
い
く
ほ
う
が
、

む
し
ろ
自
然
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
座

敷
の
脇
に
風
呂
を
作
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
、
座
敷
の
中
に
組
み
入
れ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
座
敷
に
隣
接

し
て
作
る
と
い
う
感
覚
で
す
。

住
宅
設
備
と
な
る
の
は
大
正
か
ら
で

す
が
、
基
本
的
に
は
五
右
衛
門
風
呂
が

住
宅
の
中
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
五
右
衛
門
風
呂
は
保
温
性
に
優

れ
て
い
る
し
、
防
火
の
面
で
も
良
い
。

ど
こ
に
行
っ
て
も
古
い
家
の
内
風
呂
は

五
右
衛
門
風
呂
で
す
ね
。
こ
の
普
及
は

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
住
宅
改
善

の
一
環
で
し
ょ
う
。
洗
い
場
と
い
う
空

間
が
用
意
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
頃
に
な

っ
て
か
ら
で
す
。

現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る

家
庭
風
呂
は
、
こ
の
時
期
に
用
意
さ
れ

た
と
考
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
ね
。

温
泉
の
共
有
と
囲
い
込
み

今
、
温
泉
ブ
ー
ム
で
す
ね
。
ち
ょ
う

ど
、
私
の
研
究
室
で
は
各
地
の
温
泉
を

い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ

れ
も
な
か
な
か
面
白
い
。
温
泉
と
い
う

の
は
外
湯
で
す
。
外
湯
を
核
に
温
泉
町

が
発
達
し
ま
す
。
外
湯
の
姿
、
形
な
ど

は
銭
湯
と
基
本
的
に
一
緒
で
す
。
江
戸

時
代
の
外
湯
は
掘
っ
た
て
小
屋
の
よ
う

な
も
の
で
、
湯
治
場
だ
か
ら
姿
形
は
ど

う
で
も
い
い
。
そ
れ
が
明
治
に
な
っ
て

御
殿
化
し
て
い
き
ま
す
。
銭
湯
の
発
展

と
ま
っ
た
く
一
緒
の
流
れ
で
す
。
今
調

査
し
て
い
る
兵
庫
県
の
城
之
崎
温
泉
な

ど
も
、
ま
さ
に
良
い
例
で
す
。
書
院
造

り
へ
の
憧
れ
が
、
明
治
に
な
っ
て
自
分

た
ち
の
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
湯
治
と
し
て

の
温
泉
だ
け
で
は
な
く
、
レ
ジ
ャ
ー
と

し
て
の
温
泉
が
登
場
し
て
、
鉄
道
省
な

ど
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
は
り
、
各
地
の

温
泉
を
Ｐ
Ｒ
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

城
之
崎
温
泉
や
群
馬
県
の
草
津
温
泉

な
ど
は
、
外
湯
が
現
在
で
も
そ
の
ま
ま

の
形
で
残
っ
て
い
ま
す
。
温
泉
の
株
を

み
ん
な
で
持
っ
て
お
り
、
そ
の
人
々
が

自
前
で
温
泉
を
運
営
し
て
い
る
。
旅
館

は
自
前
で
温
泉
を
持
た
な
い
で
、
基
本

的
に
は
外
湯
に
行
っ
て
も
ら
う
。

と
こ
ろ
が
、
静
岡
県
伊
豆
の
修
善
寺

温
泉
で
は
外
湯
は
絶
滅
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
今
ま
た
、
新
し
く
復
活
し
て
い

ま
す
が
、
基
本
的
に
旅
館
が
内
風
呂
を

抱
え
て
し
ま
い
、
入
浴
客
を
外
に
出
さ

な
い
。
こ
う
い
う
対
称
的
な
温
泉
町
の

あ
り
よ
う
が
存
在
し
ま
す
。

外
湯
を
軸
に
し
た
町
と
い
う
の
は
、

旅
館
は
み
な
平
等
な
わ
け
で
す
。
そ
ん

な
に
、
規
模
の
大
小
は
な
い
。
城
之
崎

の
家
並
み
と
い
う
の
は
、
京
都
の
町
屋

が
並
ん
で
い
る
よ
う
に
間
口
が
3
間
〜

5
間
の
も
の
が
並
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
修
善
寺
は
全
然
違
う
。
非
常
に
大

き
な
温
泉
旅
館
が
林
立
し
て
い
る
。
屋

敷
を
構
え
て
、
建
物
を
い
く
つ
も
造
っ

て
い
る
。
外
湯
が
、
旅
館
の
中
の
内
風

呂
と
し
て
建
物
を
構
え
て
い
る
。
旅
館

の
中
が
一
つ
の
温
泉
町
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
大
き
な
所

は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す

し
、
小
さ
な
所
は
廃
れ
て
い
く
。
寡
占

状
態
で
す
。
こ
う
い
う
温
泉
町
に
は
、

激
し
い
温
泉
旅
館
の
淘
汰
の
歴
史
が
あ

り
ま
す
。
内
風
呂
を
構
え
て
大
規
模
化

す
る
温
泉
町
と
、
外
湯
を
核
に
し
て
み

ん
な
が
同
じ
よ
う
に
並
ぶ
温
泉
町
の
二

つ
に
分
か
れ
る
わ
け
で
す
。

別
府
も
今
調
査
し
て
い
ま
す
が
、
あ

そ
こ
は
竹
瓦
と
か
、
い
く
つ
か
の
温
泉

町
が
合
わ
さ
り
別
府
と
い
う
町
を
造
っ

て
い
る
。
竹
瓦
温
泉
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク

な
書
院
造
り
の
建
物
を
造
っ
て
、
朝
5

時
頃
か
ら
せ
っ
せ
と
み
ん
な
入
浴
す
る
。

1
つ
の
巨
大
な
外
湯
を
中
心
に
し
た
町

で
は
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
昨
今
は
、

内
風
呂
に
お
湯
を
引
く
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
旅
館
が
ど
ん
ど
ん
肥
大

化
し
て
い
ま
す
。

―
温
泉
の
権
利
は
基
本
的
に
入
会

権
で
す
ね
。
そ
れ
を
囲
い
込
ん
で
い
く

所
と
、
共
同
で
発
展
す
る
所
が
あ
る
わ

け
で
す
か
。

そ
う
で
す
ね
。
箱
根
な
ど
は
、
囲
い

込
み
型
で
し
ょ
う
。
今
、
こ
う
し
て
い

く
つ
か
の
温
泉
地
を
調
べ
、
類
型
化
で

き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
外
湯
は
銭

湯
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

外
湯
が
最
初
か
ら
な
い
温
泉
場
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。
湯
治
場
で
温
泉
を
持
っ

て
い
た
宿
が
そ
の
ま
ま
旅
館
化
し
て
い

く
、
群
馬
県
の
四
万
温
泉
の
よ
う
な
ケ

ー
ス
で
す
ね
。
外
湯
の
あ
り
よ
う
が
町

の
構
成
を
変
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

ま
た
、
こ
の
違
い
は
、
温
泉
場
で
の

過
ご
し
方
を
質
的
に
違
っ
た
も
の
に
し

ま
す
。
修
善
寺
な
ど
の
場
合
は
、
大
き

な
旅
館
の
中
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
温
泉
町

と
し
て
機
能
し
て
、
旅
館
内
で
す
べ
て

が
完
結
し
て
し
ま
う
。
ど
っ
ち
が
良
い

は
一
概
に
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
け
れ

ど
、
た
い
へ
ん
現
代
的
な
温
泉
の
あ
り

よ
う
と
は
思
い
ま
す
。

洗うを洗う　風呂はハレ空間だった
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昭
和
28
年
は
電
化
元
年

―
今
日
は
銀
座
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で

画
家
で
あ
る
寺
田
さ
ん
に
お
話
を
伺
う

わ
け
で
す
が
、
も
う
一
つ
の
顔
で
も
あ

る
洗
濯
機
の
商
品
企
画
マ
ン
と
し
て
の

経
験
か
ら
、
そ
の
開
発
黎
明
期
の
話
を

う
か
が
え
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

1
9
6
2
年
（
昭
和
37
年
）
の
春
、

1
槽
式
洗
濯
機
の
梱
包
作
業
を
し
た
の

が
、
私
と
洗
濯
機
と
の
長
い
つ
き
あ
い

の
始
ま
り
で
す
。
そ
れ
か
ら
組
み
立
て

ラ
イ
ン
で
働
き
、
営
業
部
門
に
移
動
、

商
品
企
画
課
に
28
年
間
い
ま
し
た
。
い

わ
ば
、
日
本
の
洗
濯
機
の
普
及
、
発
展

の
す
べ
て
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う

わ
け
で
す
。
52
歳
で
退
職
し
、
現
在
は

絵
を
本
業
に
し
て
い
ま
す
。

世
界
で
初
め
て
洗
濯
機
が
作
ら
れ
た

の
は
1
8
4
5
年
の
ア
メ
リ
カ
で
、
手

動
式
の
ハ
ン
ド
ル
を
手
に
持
っ
て
左
右

に
揺
り
動
か
す
方
式
の
も
の
で
し
た
。

こ
の
か
き
混
ぜ
る
方
式
（
撹
拌
式
）
が
、

長
ら
く
採
用
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
50
年
後
の
1
9
0
5
年
に
初
め

て
、
電
動
洗
濯
機
が
で
き
ま
し
た
。

日
本
で
は
1
9
2
2
年
（
大
正
11
年
）

に
、
三
井
物
産
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
電
気

洗
濯
機
を
輸
入
し
た
の
が
最
初
と
言
わ

れ
、
国
産
1
号
機
は
1
9
3
0
年
（
昭

和
5
年
）
に
東
芝
か
ら
発
売
さ
れ
ま
し

た
が
、
一
般
家
庭
へ
の
普
及
に
は
程
遠

い
存
在
で
し
た
。

一
般
家
庭
に
普
及
し
た
の
は
、
戦
後
、

1
9
5
3
年
（
昭
和
28
年
）
8
月
に
、

渦
巻
き
水
流
を
起
こ
し
て
ス
ピ
ー
デ
ィ

ー
に
洗
う
「
噴
流
式
」
と
呼
ば
れ
る
洗

濯
機
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

こ
れ
を
機
に
、
故
大
宅
壮
一
氏
が

「
電
化
元
年
」
と
命
名
し
た
年
。
冷
蔵

庫
、
洗
濯
機
、
テ
レ
ビ
が
三
種
の
神
器

と
呼
ば
れ
、
日
本
の
電
化
生
活
の
幕
が

開
け
ら
れ
ま
し
た
。
大
卒
の
初
任
給
が

１
万
円
の
時
代
に
、
１
万
８
５
０
０
円

の
角
型
噴
流
式
の
洗
濯
機
は
、
主
婦
の

家
事
労
働
の
軽
減
化
が
図
れ
る
こ
と
か

ら
、
人
気
の
商
品
と
な
っ
た
の
で
す
。

当
時
は
、
ま
だ
匁

も
ん
め

の
時
代
で
し
た
。
今

は
、
容
量
を
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
表
示
し
て

い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
匁
だ
っ
た

ん
で
す
か
ら
。

続
い
て
1
9
6
0
年
（
昭
和
35
年
）

に
は
、
日
本
初
の
2
槽
式
洗
濯
機
が
発

売
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
洗
い
、
す

す
ぎ
」
と
「
脱
水
」
が
同
時
進
行
で
き

る
商
品
と
し
て
、
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

1
槽
式
か
ら
の
買
い
替
え
が
促
進
さ
れ
、

1
9
6
6
年
（
昭
和
41
年
）
に
全
自
動

式
が
登
場
す
る
ま
で
、
日
本
の
洗
濯
機

の
主
流
と
な
り
ま
し
た
。

正
確
に
覚
え
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、

か
つ
て
、
上
野
動
物
園
に
い
た
象
の
花

子
さ
ん
が
タ
ラ
イ
に
載
っ
て
い
る
広
告

が
あ
り
、「
主
婦
が
１
年
に
洗
う
汚
れ

も
の
の
量
は
、
象
１
頭
洗
う
労
力
に
匹

敵
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
訴
え
る
も
の

で
し
た
。
し
か
し
、
私
が
販
売
の
現
場

で
痛
感
し
た
の
は
、
洗
濯
機
に
対
す
る

贅
沢
感
が
な
か
な
か
払
拭
で
き
な
い
と

い
う
消
費
者
感
覚
で
し
た
。
も
う
ひ
と

つ
足
か
せ
に
な
っ
た
の
は
、
生
地
が
傷

む
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
で
す
。

同
じ
よ
う
な
抵
抗
感
は
、
2
槽
式
か

ら
全
自
動
へ
の
移
行
期
に
も
見
ら
れ
、

水
を
た
く
さ
ん
使
う
の
で
は
な
い
か
、

騒
音
が
う
る
さ
い
、
生
地
が
傷
む
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。

結
局
そ
れ
ら
を
一
つ
ひ
と
つ
の
誤
解
を

解
い
て
受
け
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
で
し

か
、
一
般
へ
の
普
及
は
あ
り
え
な
い
と

い
う
の
が
、
現
場
か
ら
見
て
い
た
私
の

実
感
で
す
。
つ
ま
り
販
売
拡
張
の
た
め
、

消
費
者
の
頭
の
中
に
い
る
「
悪
魔
」
を

取
り
払
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う

わ
け
で
す
。

人
が
参
画
す
る
要
素
を

持
っ
た
家
電
、
洗
濯
機

洗
濯
機
は
、
も
と
も
と
人
間
が
手
で

し
て
い
た
作
業
を
機
械
化
し
た
も
の
で

す
か
ら
、
洗
濯
の
プ
ロ
で
あ
る
主
婦
層

を
相
手
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
相

手
は
洗
濯
の
プ
ロ
。
そ
こ
が
、
メ
ー
カ

土地の文化を知らないと

洗濯機は作れない
洗濯機の商品開発と消費者のライフスタイル

上：1900年代のアメリカ製洗濯機
下：上から角型噴流式洗濯機、
国産初の２槽式洗濯機、
全自動洗濯機
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洗うを洗う　土地の文化を知らないと洗濯機は作れない

ー
主
導
で
開
発
が
進
め
ら
れ
た
ビ
デ
オ

や
テ
レ
ビ
と
は
決
定
的
に
違
い
ま
す
。

家
事
が
嫌
い
な
人
で
も
、
よ
く
晴
れ

た
日
に
洗
濯
を
し
て
、
庭
に
乾
し
た
と

き
の
爽
快
感
は
感
じ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
洗
濯
」
と
い
う
作
業
に
は
、
一
人
一

人
に
あ
る
種
の
思
い
入
れ
が
あ
り
、
洗

濯
機
に
も
同
様
の
充
足
感
を
満
足
さ
せ

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
充
足
感
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う
点

で
は
、
2
槽
式
の
ほ
う
が
全
自
動
式
よ

り
優
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
実
際
、
全
自
動
式
の
よ
う
に
、
使

う
側
の
人
間
が
作
業
に
ま
っ
た
く
参
画

で
き
な
い
ス
タ
イ
ル
の
洗
濯
機
は
、
2

槽
式
に
比
べ
普
及
に
時
間
が
か
か
り
ま

し
た
。

15
年
ほ
ど
前
に
シ
カ
ゴ
で
主
婦
を
30

〜
40
名
集
め
て
消
費
者
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
出
さ
れ
た
意
見
を
集
約

し
て
作
れ
ば
理
想
の
洗
濯
機
が
で
き
る

だ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ

で
意
気
込
ん
で
発
売
し
た
の
で
す
が
、

全
然
売
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ユ
ー
ザ
ー

の
意
見
を
尊
重
し
す
ぎ
る
と
、
特
長
の

あ
る
商
品
づ
く
り
が
で
き
な
い
。
つ
ま

り
、
平
均
的
な
も
の
に
は
、
消
費
者
は

魅
力
を
感
じ
な
い
の
で
す
。

同
じ
こ
と
は
日
本
の
専
門
機
関
の
研

究
に
も
い
え
る
こ
と
で
、
デ
ー
タ
を
鵜

呑
み
に
で
き
ま
せ
ん
。
や
は
り
商
品
企

画
は
、
難
し
い
仕
事
で
す
ね
。
常
に
消

費
者
の
要
望
と
時
代
背
景
を
察
知
す
る

先
見
の
明
が
求
め
ら
れ
、
設
計
・
技
術
、

営
業
・
企
画
、
デ
ザ
イ
ン
、
販
売
、
お

客
様
ク
レ
ー
ム
と
い
っ
た
、
全
社
あ
げ

て
の
商
品
開
発
が
、
新
し
い
商
品
の
提

案
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
消
費

者
の
ニ
ー
ズ
を
単
に
反
映
さ
せ
る
の
で

は
な
く
、
さ
ら
に
こ
ち
ら
が
消
費
者
に

一
歩
進
ん
だ
提
案
を
行
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
す
。

汚
れ
が
軽
度
に
な
っ
て
き
た

当
初
は
利
便
性
追
及
で
始
ま
っ
た
商

品
開
発
も
、
1
9
7
3
年
（
昭
和
48
年
）

の
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
で
、
洗
剤

不
足
の
不
安
を
経
験
し
、
洗
剤
供
給
の

安
定
、
洗
剤
の
少
量
化
、
ひ
い
て
は
環

境
面
へ
の
配
慮
な
ど
、
多
様
な
視
点
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
共
稼
ぎ
の
家
族
が
集
合
住
宅

で
夜
に
洗
濯
し
て
も
騒
音
が
生
じ
な
い

商
品
が
ヒ
ッ
ト
す
る
な
ど
、
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
の
変
化
に
も
敏
感
で
し
た
ね
。

洗
濯
機
に
つ
い
て
い
る
糸
屑
フ
ィ
ル
タ

ー
も
ほ
ん
の
些
細
な
も
の
で
す
が
、
こ

れ
が
な
い
と
洗
濯
物
は
糸
屑
だ
ら
け
に

な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
森
さ
ん
と

い
う
設
計
課
長
が
日
本
で
初
め
て
開
発

し
た
も
の
で
す
。

渇
水
が
深
刻
だ
っ
た
夏
を
経
験
し
て

か
ら
は
、
節
水
型
の
洗
濯
機
が
開
発
さ

れ
ま
し
た
。
2
槽
式
で
は
通
常
２
０
０

リ
ッ
ト
ル
前
後
の
水
が
消
費
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
き
っ

か
け
に
資
源
全
般
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、

少
量
の
水
で
洗
濯
で
き
る
機
器
の
開
発

が
急
務
に
な
り
、
全
自
動
式
で
１
０
０

リ
ッ
ト
ル
前
後
で
洗
え
る
商
品
が
開
発

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
洗
剤
の
発
達
や
変
化
に
つ
い
て

も
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

洗
濯
用
の
合
成
洗
剤
も
一
昔
前
ま
で
は

大
箱
で
し
た
よ
ね
。
コ
ン
パ
ク
ト
洗
剤

が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
洗
剤

メ
ー
カ
ー
の
配
送
コ
ス
ト
の
問
題
で
す
。

そ
れ
ま
で
ふ
わ
っ
と
溶
け
や
す
い
洗
剤

だ
っ
た
の
が
、
ぎ
ゅ
っ
と
濃
縮
さ
れ
て

溶
け
に
く
い
も
の
に
変
化
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
困
る
の
は
、
溶
け
残
っ
た
洗
剤

が
全
自
動
式
の
洗
濯
機
の
内
槽
と
外
槽

の
間
に
溜
ま
っ
て
、
洗
濯
物
を
逆
汚
染

す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
洗
剤
を
い
か
に

効
率
的
に
溶
か
す
か
と
い
う
こ
と
を
追

及
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

最
近
で
は
汚
れ
の
質
が
変
化
し
、
か

つ
て
は
「
汚
れ
た
か
ら
洗
濯
す
る
」、

と
い
う
考
え
方
が
、「
着
た
か
ら
洗
濯

す
る
」
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
昔

の
よ
う
に
農
作
業
や
泥
ん
こ
遊
び
で
衣

服
が
汚
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん

ど
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
せ
い
ぜ

い
が
、「
汗
を
か
い
た
」
と
い
っ
た
程

度
の
汚
れ
で
す
。
2
0
0
1
年
8
月
に

世
界
で
初
め
て
発
売
さ
れ
た
、
洗
剤
を

使
わ
ず
に
洗
う
洗
濯
機
の
登
場
は
、
ま

さ
に
こ
の
よ
う
な
「
軽
度
の
汚
れ
」
の

時
代
の
申
し
子
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

電
解
水
の
力
と
超
音
波
洗
浄
方
式
を
用

い
て
汚
れ
を
落
と
す
仕
組
み
で
す
が
、

汗
を
落
と
し
て
衣
服
を
清
潔
に
保
と
う

と
い
う
考
え
方
な
ら
、
充
分
な
能
力
を

持
っ
て
い
ま
す
。
無
駄
に
洗
剤
を
使
っ

て
、
河
川
を
汚
染
す
る
心
配
も
な
い
、

究
極
の
環
境
配
慮
型
で
す
。

洗
濯
文
化
と
洗
濯
機
文
化

の
関
係

家
電
メ
ー
カ
ー
と
し
て
は
、
海
外
へ

の
輸
出
も
積
極
的
に
行
お
う
と
当
然
考

え
た
わ
け
で
す
が
、
こ
と
洗
濯
機
に
関

し
て
は
、
ど
う
も
そ
れ
が
難
し
い
。
つ

ま
り
、
洗
う
文
化
が
、
国
に
よ
っ
て
こ

れ
ほ
ど
差
が
あ
る
も
の
だ
と
は
、
想
像

も
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら

洗
濯
機
へ
の
要
求
も
、
国
に
よ
っ
て
事

細
か
に
違
っ
て
き
ま
す
。

日
本
で
は
古
く
か
ら
洗
濯
の
記
述
が

見
ら
れ
ま
す
。『
古
事
記
』
に
も
『
今

昔
物
語
』
に
も
『
徒
然
草
』
に
も
登
場

し
ま
す
。
日
本
で
、
洗
濯
は
、
元
来
衣

服
に
つ
い
た
邪
気
を
払
い
、
神
に
近
づ

く
「
潔
斎
」、「
み
そ
ぎ
」
の
発
想
が
根

底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
毎
月
決
ま
っ
た
日
に
は
、
そ
こ

ら
辺
を
浮
遊
す
る
霊
が
乾
し
物
に
取
り

付
く
か
ら
、
洗
濯
は
し
な
い
と
い
う
俗

信
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

日
本
の
特
殊
性
と
し
て
は
、
何
よ
り

も
水
が
豊
富
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
日
本

の
洗
濯
は
水
を
た
っ
ぷ
り
使
っ
た
「
流

し
す
す
ぎ
」
が
主
流
で
し
た
。
角
型
噴

寺田 實
画家

1946年滋賀県大津市生まれ。大津中央高校卒
業。三洋電機（株）で洗濯機の商品企画に従
事。日本初のホームランドリーの企画やコイ
ンランドリー導入を実現、日本電気工業会洗
濯機委員会委員長や三洋電機（株）営業企画
部長を歴任。1999年に画家として独立、毎日
新聞にスケッチ＆エッセイを連載。著書多数。
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わ
な
い
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
洗
い
方
に

落
ち
着
く
の
で
す
。

で
は
、
ア
メ
リ
カ
は
ど
う
か
。
ア
メ

リ
カ
は
基
本
的
に
容
量
が
大
き
く
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
棒
が
付
い
て
い
る
撹

拌
式
で
、
大
物
を
時
間
を
か
け
て
傷
め

ず
に
洗
う
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
な
り

ま
す
。

「
乾
か
す
」
の
導
入

乾
す
と
い
う
感
覚
も
、
こ
れ
ま
た
違

っ
て
き
ま
す
。
一
般
的
に
日
照
時
間
が

短
い
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、「
人
の
目

に
触
れ
る
場
所
に
洗
濯
物
を
乾
す
の
は

け
し
か
ら
ん
」
と
い
う
風
潮
が
主
流
で

す
。
日
本
も
、
徐
々
に
そ
う
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
ベ
ラ
ン
ダ
に
洗
濯
物
を
干

す
こ
と
を
禁
止
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
と
か

が
出
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
か
ら
。

ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
リ
ー
の
ヒ
ッ
ト
は
、

そ
う
い
う
風
潮
が
日
本
に
も
浸
透
し
て

き
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
思

い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
リ
ー
と
い
う

名
前
は
1
9
7
9
年
（
昭
和
54
年
）、

私
が
命
名
し
ま
し
た
。
下
が
洗
濯
機
、

上
が
乾
燥
機
と
い
う
も
の
で
す
。
乾
燥

機
の
販
売
も
、
や
は
り
贅
沢
感
を
払
拭

す
る
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、

「
乾
す
所
が
な
い
」、「
乾
す
時
間
が
な

い
」
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
家
庭

に
は
爆
発
的
に
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
時
間
が
か
か
り
電
気
代
が
か

さ
む
、
洗
濯
物
が
縮
む
と
い
っ
た
乾
燥

機
の
欠
点
の
克
服
が
な
さ
れ
た
上
で
の

話
で
す
。

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
の
ア
イ
デ
ィ
ア

も
僕
が
打
ち
出
し
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん

銭
湯
な
ど
に
通
っ
て
、
置
か
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
よ
。
昭
和
46
年
の
こ
と
で
す
。

そ
の
時
に
は
、
こ
ん
な
も
の
は
普
及
す

る
は
ず
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
今
で
は
全
国
に
１
万
店
強
の
コ
イ

ン
ラ
ン
ド
リ
ー
が
あ
り
ま
す
。
銭
湯
の

片
隅
に
ひ
っ
そ
り
あ
っ
た
コ
イ
ン
ラ
ン

ド
リ
ー
で
す
が
、
今
で
は
車
で
乗
り
付

け
る
郊
外
型
に
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
り
ま

す
。
こ
う
考
え
る
と
、
洗
濯
に
対
す
る

日
本
人
の
感
覚
も
隔
世
の
感
が
あ
り
ま

す
ね
。

土
地
の
文
化
を
知
る

洗
濯
文
化
の
違
い
と
い
う
の
は
、
風

土
、
生
活
習
慣
、
水
の
需
給
事
情
、
湿

度
、
家
屋
の
構
造
等
な
ど
、
多
岐
に
渡

り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
洗
濯
機
が

海
外
で
売
れ
な
い
最
大
の
原
因
は
、
価

格
が
高
く
、
小
さ
い
こ
と
。
日
本
と
違

っ
て
海
外
の
メ
ー
カ
ー
は
、
い
っ
た
ん

金
型
を
作
っ
た
ら
20
〜
30
年
は
変
え
な

い
の
で
す
。
ず
っ
と
同
じ
金
型
を
使
い

ま
す
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
海
外

製
品
は
も
の
す
ご
く
安
価
で
、
大
型
の

商
品
が
で
き
ま
す
。
置
く
場
所
に
は
困

ら
な
い
し
、
日
本
の
よ
う
に
住
宅
が
密

集
し
て
い
な
け
れ
ば
、
騒
音
が
し
て
も

気
に
な
ら
な
い
。
洗
濯
機
の
開
発
も
、

や
は
り
日
本
で
は
微
に
入
り
細
に
う
が

つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
ん
だ
な
あ
、

と
思
い
ま
す
よ
。

そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
例
と
し
て
、

イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
ブ
ア
ー
ノ
と
い
う
紙

の
産
地
で
有
名
な
所
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
に
あ
る
メ
ー
カ
ー
は
、
世
界
の
洗
濯

機
を
Ｏ
Ｅ
Ｍ
で
生
産
、
つ
ま
り
自
社
の

名
前
を
出
さ
ず
に
、
他
の
会
社
の
名
前

で
何
社
も
の
商
品
を
委
託
製
造
し
て
い

る
会
社
な
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中

心
に
世
界
各
国
か
ら
受
注
し
て
、
実
に

大
量
の
洗
濯
機
が
こ
こ
で
生
産
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。
Ｏ
Ｅ
Ｍ
と
い
う
委
託

生
産
体
制
を
取
る
メ
リ
ッ
ト
は
、
自
社

で
作
る
よ
り
コ
ス
ト
が
抑
え
ら
れ
る
か

ら
で
す
。
僕
が
企
業
人
だ
っ
た
頃
、
洗

い
、
す
す
ぎ
、
脱
水
、
乾
燥
ま
で
で
き

る
洗
濯
機
を
作
る
企
画
が
持
ち
上
が
り
、

こ
の
メ
ー
カ
ー
を
訪
ね
ま
し
た
。
新
製

品
の
製
造
に
は
、
生
産
用
の
金
型
や
ラ

イ
ン
設
備
な
ど
に
膨
大
な
資
金
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
世
界
の
洗
濯

機
を
集
中
し
て
作
っ
て
い
る
こ
の
イ
タ

リ
ア
の
メ
ー
カ
ー
に
生
産
し
て
も
ら
え

れ
ば
、
か
な
り
コ
ス
ト
を
節
約
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
予
想
に
反
し
て
、
ま
っ
た

く
使
い
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
番
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
振
動
で
す
。

結
局
、
日
本
か
ら
防
振
機
構
を
持
っ
て

行
き
付
け
た
り
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
海

外
か
ら
日
本
に
逆
輸
入
し
て
も
、「
そ

の
ま
ま
」
で
は
売
れ
な
い
の
で
す
。
そ

年度 生活者の視点 洗濯機の特徴

1953 家事労働の軽減 角型噴流式 うずまき水流　１槽式輸入品の半値

1960 家事のスピード化 ２槽式 脱水槽が加わる

1966 〃 全自動式 洗い～すすぎ～脱水がすべて自動

1973 第１次オイルショック

1974 節水思想始まる 少水量型 使用水量大幅減、節水コース付き

1983 洗剤への関心が高まる 洗剤の再利用型 すすぎ水を次の洗濯に再利用する

1990 洗剤をよく溶かす ファジー機能 コンパクト洗剤をよく溶かす

1991 洗剤の使用量減少化 洗剤目安装置 洗剤の使いすぎを防止

1991 〃 超音波+ 電解水 洗剤利用半減以下　洗剤ゼロコース実現

戦後の洗濯機開発　洗濯機の機能と時代背景

流
式
の
洗
濯
機
も
、
そ
の
日
本
人
の
感

性
に
合
致
し
た
商
品
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
2
槽
式
の
洗
濯
機
で
流
し
す
す
ぎ

を
し
て
い
く
と
、
汚
れ
て
い
た
水
が
だ

ん
だ
ん
澄
ん
だ
き
れ
い
な
水
に
な
っ
て

き
て
、
汚
れ
が
落
ち
て
き
れ
い
に
な
っ

た
と
い
う
説
得
力
に
つ
な
が
り
ま
す
。

後
に
全
自
動
の
節
水
型
が
登
場
し
て
、

中
間
脱
水
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

洗
っ
た
後
の
洗
剤
の
泡
を
脱
水
で
落
と

し
、
水
を
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
入
れ
て
ま

た
脱
水
、
こ
れ
の
繰
り
返
し
で
洗
剤
を

落
と
し
て
い
く
や
り
方
で
す
が
、
流
し

す
す
ぎ
と
同
じ
効
果
を
少
な
い
水
で
行

っ
て
い
る
と
消
費
者
は
頭
で
は
分
か
っ

て
い
て
も
、
感
性
と
し
て
は
納
得
し
て

も
ら
え
な
い
。
で
す
か
ら
、
洗
い
上
が

っ
た
洗
濯
物
に
鼻
を
く
っ
つ
け
て
、

「
あ
ら
、
洗
剤
の
匂
い
が
残
っ
て
る
。

や
っ
ぱ
り
ま
だ
す
す
ぎ
が
充
分
じ
ゃ
な

い
ん
だ
ワ
」
と
い
う
話
に
な
る
ん
で
す
。

ま
た
、
水
の
性
質
の
違
い
も
、
洗
濯

の
仕
方
を
決
定
す
る
際
の
大
事
な
要
素

と
な
り
ま
す
。
日
本
で
は
軟
水
で
す
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
等
で
は
硬
水
が
主
流
。
水

を
豊
富
に
使
え
る
日
本
で
は
圧
倒
的
に

う
ず
巻
式
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

主
と
し
て
ド
ラ
ム
型
で
す
。
ド
ラ
ム
型

は
、
大
変
時
間
が
か
か
る
の
で
す
が
、

少
な
い
水
で
、
生
地
を
傷
め
な
い
で
洗

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
石
鹸
を
溶
け
や

す
く
す
る
た
め
に
お
湯
を
用
い
、
少
な

い
水
量
で
洗
い
ま
す
。
ま
た
住
居
が
石

造
り
の
た
め
、
多
少
騒
音
が
し
て
も
構
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洗うを洗う　土地の文化を知らないと洗濯機は作れない

れ
だ
け
日
本
の
消
費
者
は
、
製
品
へ
の

要
求
度
が
厳
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
電
機
工
業
会
洗
濯
機
専
門
委
員

長
時
代
に
は
、
台
北
、
北
京
、
香
港
、

マ
ニ
ラ
、
バ
ン
コ
ク
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ

ー
ル
、
ロ
ン
ド
ン
、
ロ
ー
マ
、
パ
リ
、

ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
シ
カ

ゴ
、
オ
タ
ワ
の
個
人
の
住
宅
を
３
年
半

ぐ
ら
い
か
け
て
訪
問
し
、
徹
底
的
に
現

状
を
調
べ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
何
か
。

そ
れ
は
、「
そ
の
国
の
文
化
を
知
ら
な

く
て
は
、
洗
濯
機
は
作
れ
な
い
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
輸
出
入
の
動

き
が
少
な
い
家
電
は
、
他
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。

洗
剤
と
は
、

切
っ
て
も
切
れ
な
い
間
柄

―
洗
濯
と
洗
剤
は
切
っ
て
も
切
れ

な
い
縁
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
相
互
開
発
の
協
調
態
勢
は
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

い
や
あ
、
ま
っ
た
く
そ
ん
な
も
の
は

な
い
で
す
ね
。
食
器
洗
い
乾
燥
機
の
場

合
は
機
械
が
売
れ
な
い
と
洗
剤
も
出
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
比
較
的
仲
が
良
い

よ
う
で
す
が
、
洗
濯
機
に
関
し
て
は
ま

っ
た
く
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

洗
剤
を
使
っ
て
洗
濯
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
近
代
の
こ
と
で
す
。
日
本

で
石
鹸
が
登
場
す
る
の
は
、
室
町
時
代

に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宣
教
師
が
「
シ
ャ
ボ

ン
」
石
鹸
を
持
っ
て
渡
来
し
た
の
が
始

め
。
し
か
し
、
石
鹸
の
存
在
や
使
用
は

一
部
の
特
権
階
級
に
限
ら
れ
、
一
般
消

費
者
に
普
及
し
た
の
は
明
治
10
年
以
降

の
こ
と
で
す
。
そ
れ
以
前
に
は
、
ワ
ラ

灰
（
灰
汁
）
や
米
の
研
ぎ
汁
と
い
っ
た

自
然
系
の
も
の
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

普
通
の
汚
れ
と
い
う
の
は
、
時
間
を

お
か
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
水
洗
い
で
落

ち
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い

っ
た
自
然
系
の
洗
剤
を
使
っ
て
い
る
う

ち
は
、
琵
琶
湖
の
よ
う
な
閉
鎖
性
水
域

で
の
富
栄
養
化
も
あ
ま
り
問
題
に
な
ら

な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

僕
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
琵
琶
湖
湖
畔
。

今
と
な
っ
て
は
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

僕
が
子
供
の
頃
は
、
琵
琶
湖
の
水
で
お

茶
を
入
れ
て
飲
ん
だ
ん
で
す
よ
。
そ
れ

が
「
琵
琶
湖
の
水
は
汚
い
」
と
い
う
の

が
定
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
悔
し
く

な
っ
て
市
民
運
動
に
参
加
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

先
ほ
ど
コ
ン
パ
ク
ト
洗
剤
の
話
を
し

ま
し
た
が
、
洗
剤
を
入
れ
る
順
番
を
考

え
た
り
、
お
湯
を
使
っ
た
り
と
、
洗
剤

を
溶
け
や
す
く
す
る
た
め
の
啓
蒙
を
行

い
ま
し
た
。
消
費
者
に
は
「
洗
剤
を
多

く
使
え
ば
、
汚
れ
が
よ
く
落
ち
る
」
と

い
っ
た
誤
解
も
潜
在
的
に
あ
っ
た
た
め
、

こ
れ
を
改
め
る
た
め
に
も
、
コ
ン
パ
ク

ト
洗
剤
を
溶
け
や
す
く
す
る
機
能
や
、

洗
剤
量
目
安
付
き
商
品
の
開
発
も
行
わ

れ
ま
し
た
ね
。

洗
濯
機
を
通
し
て

―
半
世
紀
の
日
本
の
洗
濯
機
の
変

遷
の
う
ち
、
約
40
年
に
渡
っ
て
関
わ
っ

て
こ
ら
れ
た
寺
田
さ
ん
は
、
今
後
、
洗

濯
機
に
何
を
期
待
し
ま
す
か
。

「
傷
め
ず
早
く
洗
う
」
と
い
う
の
が
、

洗
濯
機
一
号
機
の
使
命
で
し
た
。
そ
れ

が
、「
傷
め
ず
静
か
に
大
量
な
も
の
を

早
く
洗
う
」
に
な
っ
て
、
や
が
て
「
ラ

ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
を
安
く
」
と
い
う
条

件
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
今
後
は
、
そ

れ
に
プ
ラ
ス
し
て
「
乾
燥
ま
で
で
き
る

こ
と
」
と
い
う
要
素
が
要
求
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
ご
記
憶
と
思
い
ま
す
が
、
以

前
は
洗
濯
機
は
庭
に
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
や
は
り
、
洗
濯
機
が
た
ら
い
の
延

長
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で

し
ょ
う
ね
。
家
屋
の
内
側
に
入
っ
て
き

た
の
は
、
こ
の
20
〜
30
年
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
多
様
な
事
柄
が
要

求
さ
れ
る
家
電
製
品
が
、
雨
ざ
ら
し
で

屋
外
に
置
か
れ
る
の
で
す
か
ら
、
耐
久

性
の
面
で
も
大
き
な
開
発
努
力
が
要
求

さ
れ
た
の
で
す
。

日
本
人
の
洗
濯
観
も
、「
汚
れ
た
か

ら
洗
う
」
か
ら
「
着
た
か
ら
洗
う
」
に

な
り
、
汚
れ
の
程
度
は
軽
度
に
な
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
洗
濯
回
数
は

増
え
ま
し
た
。
昔
の
よ
う
に
着
た
き
り

雀
で
は
な
い
の
で
、
洗
濯
物
の
量
も
圧

倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
合
わ

せ
て
、
メ
ー
カ
ー
は
ま
す
ま
す
努
力
す

る
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

で
も
自
分
が
売
っ
て
い
た
の
に
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
何
で
す
が
、

腰
を
か
が
め
て
、
た
ら
い
に
向
か
い
、

自
分
の
手
で
洗
っ
て
、
絞
る
。
し
わ
を

伸
ば
し
て
パ
ン
パ
ン
と
は
た
い
て
、
物

干
竿
に
乾
す
。
お
日
さ
ま
の
匂
い
が
す

る
乾
い
た
洗
濯
物
を
取
り
込
ん
で
、
き

ち
ん
と
畳
み
、
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
の
引

出
し
に
直
す
充
足
感
。
こ
う
い
っ
た
も

の
は
、
洗
濯
機
が
進
化
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
失
わ
れ
て
、
家
事
文
化
、
洗
濯
文
化

が
次
世
代
に
継
承
さ
れ
な
い
よ
う
で
、

ち
ょ
っ
と
哀
し
く
な
り
ま
す
ね
。

僕
は
、
洗
濯
機
も
洗
濯
文
化
の
一
翼

を
担
う
存
在
だ
と
想
っ
て
い
ま
す
。
せ

っ
か
く
「
充
足
感
を
共
有
で
き
る
家
電
」

と
い
う
使
命
を
受
け
て
、
洗
濯
機
が
開

発
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
す
か
ら
、
そ

の
経
験
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。
そ
し

て
、
洗
濯
が
文
化
と
し
て
現
代
ま
で
継

承
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
次
世
代
に
も

伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
洗
濯
は
水
が
命
、
み
ず
み
ず
し

さ
を
失
わ
な
い
商
品
開
発
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

洗剤ゼロのコースが付いた全自動洗濯機

「洗剤を使わずに洗いたい衣類」は？　（三洋電機調べ2000年）

下着類 45 ％

タオル類 31 ％

色物 28 ％

赤ちゃんの衣類 20 ％

シルク・ウール 18 ％

汚れの軽い衣類 18 ％

シーツ類 14 ％

バスタオル 12 ％

夏の衣類 9 ％

その他 26％
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史
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合
成
洗
剤
vs
粉
石
鹸

私
が
入
社
し
た
戦
後
す
ぐ
は
物
資
欠

乏
の
時
代
で
、
油
脂
を
使
わ
な
い
粉
石

鹸
の
代
替
品
の
よ
う
な
も
の
を
開
発
し

て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
包
装
の
問
題
も

あ
っ
て
固
ま
り
や
す
く
、
サ
ラ
サ
ラ
し

た
粉
に
な
ら
な
か
っ
た
。
困
っ
て
い
る

と
1
9
4
8
年
頃
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な

海
外
文
献
が
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
米
国
で
は

石
油
を
原
料
と
す
る
合
成
洗
剤
と
い
う

も
の
が
も
の
す
ご
い
勢
い
で
伸
び
て
い

る
ら
し
い
。
そ
こ
で
日
本
で
も
開
発
し

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
日
本
に
は
石
油
も
な
い
。

代
わ
り
に
石
炭
の
タ
ー
ル
を
使
っ
て
、

茶
色
が
か
っ
た
洗
剤
を
試
作
し
よ
う
と

し
た
矢
先
に
、
1
9
5
0
年
、
第
一
物

産
（
現
三
井
物
産
）
が
ア
メ
リ
カ
か
ら

合
成
洗
剤
の
ベ
ー
ス
に
な
る
ア
ル
キ
ル

ベ
ン
ゼ
ン
を
業
界
に
紹
介
し
て
く
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
出
発
点
に
、
一
斉
に
各

社
が
開
発
し
、
1
9
5
1
年
は
合
成
洗

剤
の
幕
開
け
と
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
、

こ
れ
こ
そ
新
時
代
の
洗
剤
だ
と
言
っ
て

い
ま
し
た
よ
。

一
方
、
粉
石
鹸
や
化
粧
石
鹸
が
伸
び

て
き
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
と
洗
濯
機
の

普
及
が
相
乗
的
に
消
費
を
拡
大
し
て
い

ま
し
た
。
会
社
の
創
立
記
念
日
の
時
に
、

あ
の
松
下
幸
之
助
さ
ん
が
来
ら
れ
て

「
粉
石
鹸
と
い
う
良
い
も
の
を
作
っ
て

く
れ
た
の
で
、
洗
濯
機
も
伸
び
た
」
と

挨
拶
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら

か
ら
す
れ
ば
、「
洗
濯
機
が
で
き
た
か

ら
粉
石
鹸
も
売
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で

す
が
。
1
9
5
0
年
代
と
い
う
の
は
、

粉
石
鹸
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
っ
た
時

期
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
、
粉
石
鹸
に
も
携
わ
り
な
が
ら
、

合
成
洗
剤
の
開
発
も
進
め
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。「
こ
れ
は
今
ま
で
に
な

い
画
期
的
な
家
庭
用
洗
剤
で
、
粉
石
鹸

よ
り
優
れ
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ
た

け
れ
ど
、
当
時
の
合
成
洗
剤
は
ど
う
し

て
も
粉
石
鹸
に
比
べ
る
と
汚
れ
の
落
ち

が
悪
か
っ
た
の
で
す
。
当
時
、
木
綿
物

が
洗
濯
の
主
流
で
し
た
が
、
そ
の
汚
れ

落
ち
が
合
成
洗
剤
は
粉
石
鹸
よ
り
悪
か

っ
た
。
木
綿
の
汚
れ
が
落
ち
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
洗
濯
用
と
し
て
は
失
格
で

す
。
消
費
者
は
、
そ
の
辺
の
真
実
を
よ

く
知
っ
て
い
ま
す
。「
つ
け
て
お
く
だ

け
で
汚
れ
が
落
ち
る
も
の
」
が
欲
し
い

と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
、
い

か
に
し
て
粉
石
鹸
に
近
づ
け
る
か
と
い

う
研
究
に
な
り
ま
し
た
。
結
局
、
合
成

洗
剤
は
粉
石
鹸
に
追
い
つ
く
の
に
10
年

藤
井
徹
也

財
団
法
人
洗
濯
科
学
協
会
会
長

１
９
２
３
年
生
ま
れ
。
１
９
４
２
年
、
東
京
大
学

工
学
部
応
用
化
学
科
研
究
生
。
１
９
４
６
年
ラ
イ

オ
ン
油
脂
株
式
会
社
入
社
。
商
品
研
究
所
長
、
家

庭
科
学
研
究
所
長
、
広
報
部
長
を
務
め
る
。
83
年

退
社
、
85
年
日
本
石
鹸
洗
剤
工
業
会
専
務
理
事
に

就
任
。
１
９
８
４
年
藍
綬
褒
賞
授
与
。
農
学
博
士
。
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か
か
り
ま
し
た
。

合
成
洗
剤
が
粉
石
鹸
を
追
い
抜
い
た

秘
密
は
、
リ
ン
の
化
合
物
に
あ
り
ま
す
。

当
時
国
内
に
２
社
あ
っ
た
化
学
メ
ー
カ

ー
に
大
量
発
注
し
て
、
洗
剤
の
30
％
ほ

ど
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
っ
と

粉
石
鹸
な
み
の
洗
浄
力
が
つ
い
て
き
ま

し
た
。
た
だ
、
や
は
り
問
題
は
残
っ
て

い
ま
し
た
。
合
成
洗
剤
は
濃
度
が
薄
く

て
も
泡
が
よ
く
出
る
。
３
回
、
４
回
と

す
す
ぎ
を
し
て
も
、
泡
が
消
え
な
い
た

め
、
河
川
へ
の
影
響
が
取
り
沙
汰
さ
れ

た
の
で
す
。
洗
剤
成
分
が
0.5
ｐ
ｐ
ｍ
残

存
し
た
だ
け
で
泡
が
出
て
し
ま
う
の
で
、

水
道
水
の
基
準
で
は
、
そ
れ
以
下
に
す

る
よ
う
に
濃
度
が
規
制
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
石
鹸
だ
と
そ
の
百
倍
あ

っ
て
も
泡
は
出
な
い
の
で
す
。

地
域
に
よ
り
異
な
る
水
と

洗
剤
の
普
及

日
本
の
水
の
平
均
硬
度
と
い
う
の
は

５
度
（
水
１
リ
ッ
ト
ル
中
に
酸
化
カ
ル

シ
ウ
ム
が
10
ミ
リ
グ
ラ
ム
含
ま
れ
る
と

き
硬
度
１
と
す
る
）
程
度
で
軟
水
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
鍾
乳
洞
の
で
き
る
よ
う
な

場
所
の
水
は
硬
度
が
10
度
以
上
も
あ
る

硬
水
で
す
が
、
日
本
の
水
は
基
本
的
に

は
軟
質
で
す
。
余
談
で
す
が
、
旧
国
鉄

（
現
Ｊ
Ｒ
）
は
蒸
気
機
関
車
を
走
ら
せ

て
い
ま
し
た
が
、
水
の
硬
度
が
高
く
カ

ル
シ
ウ
ム
分
が
高
い
と
、
釜
の
中
に
石

灰
の
カ
ス
が
溜
ま
っ
て
し
ま
う
。
で
す

か
ら
、
全
国
の
機
関
区
の
地
元
の
水
の

硬
度
を
調
べ
て
い
ま
し
た
。

石
鹸
は
、
水
に
よ
っ
て
汚
れ
の
落
ち

が
違
っ
て
き
ま
す
。
水
に
よ
り
汚
れ
落

ち
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
合
成
洗
剤

に
は
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
硬
度
の

水
に
も
、
同
じ
よ
う
に
効
力
を
発
揮
で

き
る
の
が
、
合
成
洗
剤
の
強
み
で
す
。

逆
に
言
え
ば
、
日
本
で
合
成
洗
剤
が

最
初
な
か
な
か
伸
び
な
か
っ
た
理
由
は
、

水
が
良
い
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ

け
で
す
。
欧
米
で
は
、
硬
度
が
30
度
も

あ
る
所
が
あ
る
。
こ
う
な
る
と
石
鹸
は

全
然
効
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
早
く

か
ら
合
成
洗
剤
が
発
達
し
て
い
ま
し
た
。

日
本
は
粉
石
鹸
で
間
に
合
い
ま
す
か
ら

ね
。
私
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

次
の
問
題
は
す
す
ぎ
の
泡
を
い
か
に

減
ら
す
か
。
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
数

年
か
か
り
ま
し
た
が
、
合
成
洗
剤
は
粉

石
鹸
と
洗
浄
力
は
同
じ
程
度
で
溶
け
も

早
い
。
カ
ス
も
出
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

1
9
6
0
年
頃
か
ら
普
及
し
て
い
き
ま

し
た
。
昔
は
各
社
と
も
２
年
に
１
回
ぐ

ら
い
新
製
品
を
出
し
て
い
た
し
、
１
社

で
５
品
種
く
ら
い
の
洗
剤
を
出
し
て
い

ま
し
た
。
値
段
は
粉
石
鹸
よ
り
若
干
高

か
っ
た
の
で
す
が
、
量
は
粉
石
鹸
よ
り

少
な
く
て
す
み
ま
す
の
で
、
1
回
当
た

り
の
洗
濯
コ
ス
ト
は
安
く
な
り
ま
す
。

大
量
生
産
で
コ
ス
ト
が
安
定
し
た
こ
と

も
あ
り
、
1
9
6
3
年
に
は
合
成
洗
剤

が
粉
石
鹸
を
追
い
抜
い
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
、
合
成
洗
剤
時
代
が
到

来
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
し

た
が
…
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
わ
け
で

す
。

生
物
分
解
性
と
い
う
基
準

1
9
6
2
年
に
、「
合
成
洗
剤
は
安

全
で
は
な
い
」
と
い
う
説
が
出
ま
し
た
。

こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
に
も
勉
強
に
な
り

ま
し
た
。
合
成
洗
剤
に
含
ま
れ
る
界
面

活
性
剤
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は

発
育
が
早
く
な
る
の
で
動
物
の
飼
料
に

も
入
れ
て
い
た
ほ
ど
で
す
。
有
害
物
質

の
濃
縮
と
い
う
問
題
が
あ
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
で
は
界
面
活
性
剤
の
毒
性
に
つ
い

て
非
常
に
詳
し
く
調
べ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
1
9
6
4
年
頃
か
ら
河
川

や
湖
沼
に
お
け
る
発
泡
公
害
が
方
々
で

発
生
し
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
、

先
進
国
の
間
で
、
化
学
物
質
の
生
分
解

性
の
基
準
を
定
め
て
直
ち
に
施
行
さ
れ

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
合
成
洗
剤
も
水
中

の
微
生
物
が
分
解
で
き
る
よ
う
な
化
学

構
造
を
持
っ
た
も
の
に
変
え
て
い
っ
た

わ
け
で
す
。

自
然
界
に
は
微
生
物
に
よ
る
自
浄
作

用
が
あ
り
ま
す
。
川
に
は
微
生
物
が
水

中
に
い
て
、
昔
は
「
水
に
流
せ
」
と
い

っ
て
何
で
も
川
に
捨
て
て
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
生
物
分
解
性
の
あ
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
だ
っ
た
た
め
、
長
い
間
に
は
菌

が
食
べ
て
分
解
し
て
く
れ
て
い
た
わ
け

で
す
。
石
鹸
は
生
物
分
解
性
は
良
い
の

で
す
が
、
量
が
多
く
な
る
と
酸
欠
に
な

っ
て
、
今
度
は
ヘ
ド
ロ
が
溜
ま
っ
て
し

ま
う
と
い
う
難
点
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
全
国
の
自
治
体
に
出
か
け
て

い
っ
て
、
議
論
し
ま
し
た
。

1
9
8
3
年
に
厚
生
省
（
当
時
）
が

『
洗
剤
の
毒
性
と
そ
の
評
価
』
と
い
う

レ
ポ
ー
ト
を
出
し
ま
し
た
。
こ
の
冒
頭

に
安
全
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
書
か
れ
、

奇
形
や
慢
性
毒
性
の
問
題
は
否
定
さ
れ

ま
し
た
。
国
の
見
解
と
い
う
こ
と
で
、

全
国
の
消
費
者
運
動
は
次
第
に
沈
静
化

し
て
い
ま
し
た
。

気
に
な
る
汚
れ
と

す
す
ぎ
の
観
念

イ
ギ
リ
ス
で
は
日
本
と
違
っ
て
、
水

の
使
用
量
が
少
な
い
の
で
す
。
1
9
7

0
年
当
時
の
話
で
す
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
取

材
班
の
人
が
あ
る
家
庭
に
う
か
が
っ
て

食
事
の
片
づ
け
を
見
て
い
た
そ
う
で
す
。

奥
さ
ん
が
皿
な
ど
を
洗
剤
の
入
っ
て
い

る
桶
に
突
っ
込
ん
で
汚
れ
を
落
と
し
、

洗
い
籠
に
入
れ
て
い
く
。
ま
と
め
て
す

す
ぐ
の
か
な
と
思
っ
て
見
て
い
る
と
、

後
で
乾
い
た
タ
オ
ル
で
拭
い
て
そ
の
ま

ま
棚
に
し
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
び
っ
く

り
し
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
放
映
し
た

ら
「
あ
の
洗
剤
を
教
え
て
く
れ
」
と
Ｎ

Ｈ
Ｋ
に
問
い
合
わ
せ
が
か
な
り
き
た
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
日
本
で
売

っ
て
い
る
も
の
と
同
じ
、
普
通
の
台
所

用
洗
剤
だ
っ
た
の
で
す
が
。「
衛
生
的
」

と
い
う
観
念
が
全
然
違
う
の
で
す
よ
。

そ
れ
で
、
今
は
ど
う
か
と
思
っ
て
、
先

頃
、
イ
ギ
リ
ス
に
住
ん
で
い
る
あ
る
大

学
の
先
生
に
聞
く
と
、「
今
で
も
食
器

は
す
す
が
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

今
だ
に
で
す
。
清
潔
意
識
が
違
う
と
い

う
点
は
確
か
に
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
人
の
奥
さ
ん
を
持
っ

た
日
本
人
か
ら
以
前
聞
い
た
話
で
す
が
、

彼
は
「
家
で
は
日
本
の
洗
剤
を
使
っ
て

い
な
い
」
と
言
う
の
で
す
。「
な
ぜ
で

す
か
」
と
聞
く
と
、「
汚
れ
落
ち
が
悪

い
」
と
言
う
。「
だ
か
ら
ド
イ
ツ
の
洗

濯
機
を
使
っ
て
ド
イ
ツ
の
洗
剤
を
使
っ

て
い
る
」
と
い
う
の
で
す
。
何
が
い
け

な
い
の
か
。
よ
く
よ
く
う
か
が
っ
て
み

る
と
、「
日
本
は
水
洗
濯
で
す
。
水
で

は
汚
れ
は
落
ち
ま
せ
ん
」
と
言
う
の
で

す
。
ド
イ
ツ
の
洗
濯
機
は
90
度
ぐ
ら
い

ま
で
温
度
が
上
が
り
ま
す
し
、
米
国
は

60
度
ぐ
ら
い
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ

う
が
高
い
。
ド
イ
ツ
は
「
煮
洗
い
」
を

す
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
漂
白
剤
を

入
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
洗
濯

機
は
漂
白
剤
は
入
っ
て
い
な
い
し
、
温

度
は
低
い
。
そ
こ
ま
で
言
わ
れ
る
と
、

確
か
に
汚
れ
落
ち
は
負
け
ま
す
。
た
だ
、

そ
こ
ま
で
し
な
い
と
落
ち
な
い
よ
う
な

汚
れ
は
日
本
で
は
洗
濯
機
で
は
洗
わ
な

い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
や
は
り

「
洗
濯
」
に
つ
い
て
は
、
文
化
的
な
違

い
が
あ
り
ま
す
ね
。
ド
イ
ツ
は
昔
か
ら

煮
洗
い
で
、
そ
れ
が
常
識
で
す
か
ら
。

日
本
で
煮
洗
い
し
て
い
る
の
は
洗
濯
屋

さ
ん
で
木
綿
の
白
も
の
を
洗
う
と
き
ぐ

洗うを洗う　白もの信仰と清潔な香り
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ら
い
の
も
の
で
す
。
洗
う
習
慣
と
し
て

は
、
煮
洗
い
は
日
本
に
な
か
っ
た
。
煮

洗
い
の
有
無
は
、
油
分
を
た
く
さ
ん
食

べ
る
体
質
や
汗
な
ど
の
分
泌
物
の
差
で

は
な
い
か
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
彼
ら

は
風
呂
に
は
あ
ま
り
入
ら
な
い
。
せ
い

ぜ
い
シ
ャ
ワ
ー
。
だ
か
ら
余
計
に
洋
服

に
つ
く
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
け

れ
ど
、
体
臭
は
気
に
し
て
、
制
汗
剤
や

香
水
を
使
う
。
気
に
す
る
汚
れ
が
国
に

よ
っ
て
違
う
こ
と
の
表
れ
で
す
。

除
菌
と
殺
菌
は
違
い
ま
す
が
、
合
成

洗
剤
に
は
殺
菌
作
用
に
似
た
作
用
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
除
菌
と
言
っ
て
い
ま

す
。
除
菌
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
に
し

て
み
れ
ば
あ
た
り
ま
え
の
話
で
、
あ
る

メ
ー
カ
ー
が
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で

使
い
出
し
て
か
ら
、
一
般
的
に
な
っ
た

言
葉
で
す
。
消
費
者
に
も
そ
れ
ま
で
除

菌
と
い
う
概
念
は
な
く
、
消
費
者
の
感

覚
が
商
品
Ｐ
Ｒ
で
作
ら
れ
た
と
い
う
例

で
し
ょ
う
ね
。

ま
あ
、
ま
な
板
な
ど
は
塩
素
系
の
洗

剤
を
布
に
浸
し
て
覆
っ
て
お
け
ば
消
毒

に
は
な
り
ま
す
が
、
昔
は
そ
こ
ま
で
は

考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
よ
。
別
に
、

そ
う
し
な
く
て
も
病
気
に
な
る
わ
け
で

は
な
い
で
す
か
ら
。
た
だ
、
テ
レ
ビ
を

見
る
と
、
濡
れ
た
真
っ
白
い
皿
が
出
て

き
て
、
奥
さ
ん
が
乾
い
た
布
で
そ
れ
を

拭
う
と
「
キ
ュ
ッ
キ
ュ
ッ
」
と
音
が
す

る
。
や
は
り
そ
う
い
う
も
の
が
い
い
の

か
な
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
そ

れ
に
対
し
て
「
そ
こ
ま
で
す
る
必
要
は

な
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
運
動
は
、
主

流
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

白
も
の
信
仰

日
本
人
は
韓
国
の
人
と
同
様
に
、
白

い
も
の
は
清
潔
だ
と
い
う
感
覚
が
あ
り

ま
す
。
ド
イ
ツ
で
開
発
さ
れ
た
蛍
光
漂

白
剤
と
い
う
染
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
白
い
綿
布
に
染
着
さ
せ
る
と
紫
外
線

を
吸
収
し
て
可
視
光
線
に
変
え
る
性
質

が
あ
り
ま
す
。
1
9
5
3
年
頃
、
こ
れ

を
粉
石
鹸
に
入
れ
ま
し
た
。
本
来
、
木

綿
の
白
布
を
洗
う
と
黄
色
く
く
す
ん
で

い
く
の
が
自
然
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
を

こ
の
粉
石
鹸
で
洗
う
と
、
黄
色
っ
ぽ
い

木
綿
が
白
く
見
え
る
。
洗
濯
屋
さ
ん
で

は
古
く
か
ら
「
青
味
付

あ

お

み

づ

け
」
と
い
っ
て

青
い
染
料
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。
要
す

る
に
青
い
染
料
を
、
白
い
も
の
に
薄
く

か
け
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
見
た
目

に
青
白
く
な
っ
て
、
よ
り
白
い
感
じ
に

な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
目
の
錯
覚
な
の

で
す
。
蛍
光
漂
白
剤
の
成
分
も
生
物
分

解
性
で
す
。
こ
れ
を
洗
剤
か
ら
除
い
た

ら
、
多
分
「
色
落
ち
が
悪
い
」
と
か

「
白
も
の
が
き
れ
い
に
な
ら
な
い
」
と

消
費
者
か
ら
言
わ
れ
る
で
し
ょ
う
ね
。

た
だ
、
粉
石
鹸
に
は
入
っ
て
い
な
い
の

で
、
石
鹸
し
か
使
わ
な
い
と
木
綿
が
黄

色
っ
ぽ
い
白
色
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ

れ
を
「
黄
ば
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
二
つ
は
、
清
潔
さ
と
は
ま
っ
た
く

関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
単
な
る
色
味
の
問

題
で
す
が
、
白
い
も
の
は
よ
り
白
く
と

い
う
感
覚
は
、
日
本
人
の
清
潔
感
が
根

底
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
蛍
光
漂
白
剤
が
出
る
前
は
、

そ
の
よ
う
な
白
い
色
を
消
費
者
は
知
ら

な
か
っ
た
。
今
、
私
達
が
洗
濯
物
で
真

っ
白
と
思
っ
て
い
る
「
色
」
は
、
戦
後

に
な
っ
て
知
っ
た
色
で
す
。
そ
し
て
、

一
度
そ
れ
を
知
っ
て
し
ま
う
と
、
な
か

な
か
抜
け
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
日
本
人
に
は
、
強
烈
な

白
色
信
仰
が
あ
る
。
例
え
ば
化
粧
石
鹸

も
、
圧
倒
的
に
白
が
多
い
で
す
。
白
で

な
い
と
な
か
な
か
消
費
者
が
買
っ
て
く

れ
な
い
の
が
、
現
実
で
す
。

き
れ
い
な
匂
い

石
鹸
に
香
料
が
入
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
戦
前
か
ら
で
す
が
、
技
術
が
あ

ま
り
進
歩
し
て
い
な
か
っ
た
。
戦
後
、

欧
米
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
石
鹸
が
入
っ
て

く
る
と
、
ど
れ
も
い
い
匂
い
が
し
て
、

そ
れ
が
商
品
開
発
の
刺
激
と
な
り
ま
し

た
。
現
在
あ
る
ラ
ベ
ン
ダ
ー
な
ど
の
花

の
匂
い
は
、
す
べ
て
戦
後
か
ら
始
ま
っ

た
も
の
で
す
。

私
も
、
か
つ
て
化
粧
石
鹸
の
開
発
を

手
が
け
ま
し
た
が
、
匂
い
選
び
に
は
ず

い
ぶ
ん
苦
労
し
ま
し
た
。
万
人
が
好
む

匂
い
で
あ
る
こ
と
が
理
想
で
す
。「
良

い
匂
い
だ
け
れ
ど
、
他
の
人
は
そ
う
思

わ
な
い
」
と
い
う
の
で
は
、
一
般
家
庭

商
品
と
し
て
は
失
格
で
す
。
香
料
会
社

の
人
に
、「
こ
ん
な
匂
い
」
と
言
っ
て

も
相
手
に
は
伝
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

赤
い
匂
い
、
青
い
匂
い
、
黄
色
い
匂
い

と
色
で
表
現
し
て
、
そ
れ
を
共
同
開
発

の
相
手
に
覚
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
匂

い
は
怖
い
も
の
で
す
ね
。
高
級
石
鹸
の

代
名
詞
だ
っ
た
キ
ャ
メ
イ
は
、
あ
の
匂

い
だ
か
ら
キ
ャ
メ
イ
な
の
で
あ
っ
て
、

匂
い
を
変
え
る
と
キ
ャ
メ
イ
で
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
匂
い
を
変
え
た
た
め
に
、

本
当
に
売
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
。

石
鹸
や
香
水
に
は
、
40
か
ら
60
く
ら

い
の
物
質
が
調
合
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
プ
ロ
が
嗅
ぎ
分
け
ら
れ
る
の
は

10
〜
20
く
ら
い
で
す
か
ら
、
皆
か
ら
好

ま
れ
る
匂
い
を
作
る
こ
と
は
、
実
は
大

変
な
こ
と
な
の
で
す
。
こ
ん
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
新
製
品
の
匂
い
を
2
種

類
に
絞
り
込
ん
で
、
1
つ
は
大
変
良
い

匂
い
だ
が
コ
ス
ト
が
高
い
。
も
う
1
つ

は
安
い
が
あ
ま
り
良
く
な
い
の
で
高
い

ほ
う
を
推
し
た
の
で
す
が
、
採
算
が
取

れ
な
い
の
で
紛
糾
し
ま
し
た
。
結
論
は

社
長
の
鶴
の
一
声
「
コ
ス
ト
が
高
い
の

は
宣
伝
費
と
考
え
よ
」
こ
れ
が
、
幸
運

な
こ
と
に
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
ね
。

主
婦
に
試
作
品
を
2
つ
作
っ
て
評
価
し

て
も
ら
う
の
で
す
が
、
あ
る
と
き
ま
っ

た
く
同
じ
成
分
の
シ
ャ
ン
プ
ー
を
匂
い

だ
け
変
え
て
、
比
較
し
て
も
ら
っ
た
ん

で
す
。
す
る
と
匂
い
の
良
い
も
の
が
、

泡
立
ち
も
良
い
し
す
べ
て
良
い
と
な
る
。

匂
い
し
か
違
わ
な
い
の
に
、
で
す
。
こ

れ
は
匂
い
と
い
う
も
の
が
大
変
な
力
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
で
す
。

昭
和
40
年
代
は
、
も
う
シ
ャ
ン
プ
ー
な

ど
の
ト
イ
レ
タ
リ
ー
商
品
は
ど
こ
も
拮

抗
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
と
は
匂
い

で
付
加
価
値
を
つ
け
よ
う
と
い
う
競
争
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が
激
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
丁
度
、
今
、

30
歳
代
後
半
か
ら
40
歳
代
の
方
々
が
生

ま
れ
た
頃
で
す
。

今
の
よ
う
な
液
体
の
シ
ャ
ン
プ
ー
や

リ
ン
ス
も
出
始
め
た
の
も
同
時
代
で
、

そ
れ
以
前
は
粉
末
で
し
た
よ
。

リ
ン
ス
に
つ
い
て
も
こ
ん
な
話
が
あ

り
ま
す
。
リ
ン
ス
は
静
電
気
除
け
、
櫛

の
通
り
を
よ
く
す
る
た
め
に
使
う
わ
け

で
、
大
体
の
人
は
風
呂
で
髪
を
洗
い
す

す
い
だ
後
に
リ
ン
ス
を
つ
け
て
い
る
。

同
じ
つ
け
る
な
ら
、
リ
ン
ス
を
ス
プ
レ

ー
に
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
売
り
出
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
あ

ま
り
売
れ
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
や
は
り

液
体
タ
イ
プ
で
な
い
と
だ
め
。
要
す
る

に
、
夜
、
風
呂
に
入
っ
て
シ
ャ
ン
プ
ー

し
て
リ
ン
ス
を
す
る
と
い
う
一
連
の
動

作
の
中
で
使
っ
て
も
ら
う
も
の
で
な
い

と
だ
め
な
の
で
す
。
一
度
洗
っ
た
後
に
、

夜
、
整
髪
料
と
し
て
リ
ン
ス
を
つ
け
る

と
い
う
こ
と
は
、
リ
ン
ス
効
果
と
い
う

点
で
は
ど
ち
ら
も
同
じ
な
の
に
消
費
者

に
は
受
け
入
れ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
と
、
こ
れ
は
強
調
し
て
お
か

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
だ
け

液
体
シ
ャ
ン
プ
ー
や
リ
ン
ス
が
伸
び
て

き
た
隠
れ
た
理
由
は
、
ポ
リ
ボ
ト
ル
の

普
及
で
す
。
こ
れ
で
液
体
も
の
は
飛
躍

的
に
伸
び
ま
し
た
ね
。

半
世
紀
を
振
り
返
る
と

戦
後
、「
洗
う
」
と
い
う
仕
事
は
す

べ
て
、
と
に
か
く
楽
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
欠
乏
の
戦
後
か
ら
高
度
成
長
期
に

ほ
と
ん
ど
の
商
品
を
手
が
け
て
き
ま
し

た
か
ら
、
特
に
そ
れ
を
実
感
し
て
い
ま

す
。
ま
た
商
品
に
関
連
し
て
安
全
性
や

環
境
問
題
も
勉
強
で
き
ま
し
た
。
当
時
、

2
0
0
0
年
頃
に
な
っ
た
ら
、
誰
か
新

し
い
洗
剤
を
開
発
し
て
く
れ
る
か
な
と

思
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
結
局
何
も

変
わ
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。

少
量
の
水
で
い
か
に
洗
う
か
と
い
う

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
テ
ー
マ
に
な
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。
洗
う
と
い
う
こ
と

は
、
究
極
的
に
は
水
の
問
題
で
す
か
ら
。

す
る
と
、
例
え
ば
、
電
機
メ
ー
カ
ー
は

「
洗
剤
の
い
ら
な
い
洗
濯
機
」
を
考
え
、

わ
れ
わ
れ
は
「
洗
濯
機
の
い
ら
な
い
洗

剤
」
を
考
え
る
（
笑
）。

結
局
、
今
後
は
ど
こ
に
技
術
の
テ
ー

マ
が
い
く
か
と
い
う
と
「
使
い
捨
て
問

題
」
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
い
つ
か

化
石
資
源
依
存
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
私
は
、
地
球
が
砂
漠
化
し
よ
う

と
し
て
い
る
時
代
に
、
い
つ
か
、
破
綻

が
来
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。
私
の
時
代
に
は
洗
剤
の
質
と
し

て
環
境
負
荷
の
問
題
を
解
決
し
ま
し
た

か
ら
、
あ
と
は
、
消
費
資
源
の
問
題
を

ど
う
解
決
す
る
か
が
問
わ
れ
ま
す
ね
。

洗うを洗う　白もの信仰と清潔な香り

石鹸の�
生産量推移�
（10年毎）�

合成洗剤の�
生産量推移�
（10年毎）�

 �
 �

第２次世界大戦終結　　　　　　　1945年�

 �
 �

�

石油系合成洗剤登場　　　　　　　1951年�

台所用合成洗剤登場　　　　　　　1956年�

住宅・家具用合成洗剤登場　　　　1960年�

ヘビー合成洗剤本格化　　　　　　1961年�

石鹸と合成洗剤の生産量が逆転　　1963年�

合成洗剤の安全性問題が発生　　　1961年～�

合成洗剤の発泡公害とソフト化　　1967年～�

合成洗剤のソフト化率 98.5%　　　1972年�

富栄養化現象が社会問題になる　　1972年�

日本石鹸洗剤工業会、�

　　　洗剤中のリン分自主規制　　1975年�

瀬戸内海環境保全特別措置法制定　1978年�

琵琶湖富栄養化防止条例制定　　　1979年�

無リン合成洗剤出現　　　　　　　1980年�

『洗剤の毒性とその評価』発刊　　1983年�

洗剤の無リン化率 95%　　　　　　1985年�

コンパクト型洗剤の出現　　　　　1987年�

コンパクト型洗剤のシェア 80%　　1989年�

石
鹸
時
代�

揺
藍
期�

高
度
成
長
期�

安
定
成
長
期�

成
熟
期�

1940年�
昭和15年�

～�

1950年�
昭和25年�

年　代� 生産量　　（千トン）� 特 記 事 項 �期�

日本における石鹸、合成洗剤の発展史�
藤井徹也『洗剤ーその化学と実際』幸書房　1991より�

1951年�
昭和26年�

～�

1960年�
昭和35年�

1961年�
昭和36年�

～�

1970年�
昭和45年�

1971年�
昭和46年�

～�

1980年�
昭和55年�

1981年�
昭和56年�

～�

1989年�
平成元年�

石鹸 206�
 �

 �

石鹸 96�
合成洗剤 2

石鹸 148�
合成洗剤 5�

 �

石鹸 347�
合成洗剤 86

石鹸 299�
合成洗剤 150 

�

石鹸 151�
合成洗剤 626

石鹸 144�
合成洗剤 647�

�

石鹸 198�
合成洗剤 775

石鹸 190�
合成洗剤 828�

 �

石鹸 180�
合成洗剤 934

206

962

34786

151 626

198 775

180 934
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「
洗
う
」
で
何
が
見
え
て
く

る
の
か

京
都
・
清
水
寺
を
訪
れ
る
と
、
音
羽

の
滝
で
水
を
飲
む
人
々
の
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
ア
ル
ミ
の
ひ
し
ゃ
く
を

使
い
、
み
ん
な
が
代
わ
る
代
わ
る
水
を

す
く
い
取
っ
て
飲
む
、
日
本
で
は
お
な

じ
み
の
風
景
で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
考

え
て
み
る
と
、
抗
菌
グ
ッ
ズ
が
売
れ
、

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
に
金
を
投
じ
る

時
代
に
な
っ
た
現
在
、
一
方
で
他
人
が

口
を
つ
け
て
い
る
ひ
し
ゃ
く
を
汚
い
と

も
思
わ
な
い
の
は
、
少
し
不
思
議
な
気

が
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
、
音

羽
の
滝
の
聖
性
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

気
に
な
ら
な
い
力
を
感
じ
る
の
か
。
そ

れ
と
も
、
多
く
の
人
が
飲
ん
で
い
る
こ

と
に
安
心
感
を
覚
え
る
の
か
。
大
い
に

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

手
を
洗
う
、
心
が
洗
わ
れ
る
、
身
を

浄
め
る
、
布
巾
を
洗
浄
す
る
、
垢
を
落

と
す
、
洗
車
を
す
る
、
野
菜
を
洗
う
‥

‥
。「
洗
う
」
と
い
う
行
為
一
つ
を
と

っ
て
も
、
そ
こ
に
は
多
様
な
「
水
と
の

つ
き
あ
い
方
」
が
存
在
す
る
。
す
べ
て

の
文
化
が
、
気
候
、
風
土
や
地
域
、
民

族
な
ど
の
背
景
を
持
っ
て
形
成
さ
れ
て

き
て
い
る
以
上
、「
洗
う
」
文
化
も
例

外
で
は
あ
り
え
な
い
。

今
号
の
テ
ー
マ
は
「
洗
う
を
洗
う
」。

洗
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
掘

り
下
げ
て
み
る
と
、
そ
の
多
様
性
に
驚

か
さ
れ
、
そ
れ
は
同
時
に
洗
う
と
い
う

言
葉
の
持
つ
多
様
性
と
も
な
っ
て
く
る
。

こ
れ
ら
を
交
通
整
理
す
る
こ
と
で
、
重

な
り
あ
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
た

も
の
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
試
み
を
し
て

み
た
。
洗
う
と
い
う
か
ら
に
は
、
落
と

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
汚
れ
」
が
あ

る
は
ず
だ
。
そ
の
落
と
す
行
為
が
「
洗

う
」
こ
と
で
あ
る
。「
洗
う
」
が
多
様

性
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
汚
れ
」

に
多
様
性
が
あ
る
ゆ
え
で
あ
る
。

2
つ
の
「
汚
れ
」
を
洗
う

1
つ
は
、
単
純
な
泥
汚
れ
、
油
汚
れ
、

垢
じ
み
た
汚
れ
な
ど
で
あ
る
。
汚
れ
が

落
ち
た
状
態
は
、
目
で
見
て
「
き
れ
い
」

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
汚
れ
は
不
純
物

が
付
着
し
た
と
考
え
ら
れ
、
付
着
物
の

性
質
に
応
じ
た
落
と
し
方
が
開
発
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
手
段
、
方
法
は
、
高
度

経
済
成
長
期
に
飛
躍
的
に
変
化
し
て
、

現
在
に
至
る
。

も
う
1
つ
は
、「
穢
れ
」（
け
が
れ
）

で
あ
る
。
穢
れ
は
精
神
性
の
汚
れ
で
あ

り
、
宗
教
や
信
仰
と
も
密
接
な
関
係
を

持
つ
。
穢
れ
が
意
識
さ
れ
る
と
、
そ
の

穢
れ
を
払
う
宗
教
的
な
機
能
も
発
達
し

て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

穢
れ
を
払
っ
た
後
の
状
態
は
「
清
い
」

と
表
現
さ
れ
る
。

日
本
で
は
清
め
の
儀
式
に
広
く
使
わ

れ
る
塩
は
、
実
際
に
防
腐
効
果
も
持
っ

て
い
る
。
葬
式
の
帰
り
に
玄
関
先
で
蒔

く
塩
は
、「
家
の
中
に
穢
れ
を
持
ち
込

ま
な
い
」
と
同
時
に
「
腐
敗
し
た
死
体
、

あ
る
い
は
伝
染
病
の
死
体
に
接
し
た
あ

と
の
消
毒
」
の
た
め
で
も
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
が
文

化
人
類
学
者
の
メ
ア
リ
ー
・
ダ
グ
ラ
ス

で
あ
り
、
今
や
古
典
と
な
っ
て
い
る

『
汚
穢
と
禁
忌
』（
塚
本
利
幸
訳
、
思
潮

社
、
1
9
9
5
）（
原
題
はP

urity

and
D
anger

:A
n
A
nalysis

of

C
oncepts

of
P
ollution

and

T
aboo

）
やM

ary
D
ouglas

&

A
aron

W
ildavsky,R

isk
and

C
ulture

”（U
niversity

of

C
alifornia

P
ress,

1
9
8
3
）
の
中

で
、
リ
ス
ク
感
覚
と
穢
れ
と
秩
序
の
関

係
に
注
目
し
て
い
る
。

穢
れ
た
も
の
は
危
険
な
も
の
で
も
あ

っ
た
が
、
そ
の
穢
れ
や
危
険
と
捉
え
る

感
覚
と
意
思
決
定
は
文
化
に
よ
り
異
な

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
彼

女
は
世
界
各
地
の
原
住
民
の
生
活
等
か

ら
導
き
出
し
た
。
要
は
、「
公
衆
衛
生
」

観
念
が
誕
生
す
る
前
は
、
安
全
の
保
証

と
「
穢
れ
を
浄
め
る
」
こ
と
が
、
同
じ

レ
ベ
ル
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
高
度
経
済
成
長
期
に
飛
躍
的

に
進
化
を
遂
げ
た
、
目
に
見
え
る
汚
れ

に
つ
い
て
も
追
っ
て
み
よ
う

清
潔
感
を
洗
う

『
水
の
文
化
』
編
集
部
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清
潔
感
は
新
し
い

私
た
ち
が
常
識
と
思
っ
て
い
る
清
潔

感
の
歴
史
は
、
実
は
意
外
と
新
し
い
。

例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
史
家
ジ
ャ

ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
グ
ベ
ー
ル
の
『
水
の

征
服
』（
パ
ピ
ル
ス
社
、
1
9
9
1
）

を
読
む
と
、
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
富
裕

層
で
も
毎
日
身
体
を
洗
う
こ
と
が
例
外

的
習
慣
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
湯
の
入
っ
た
小
さ
な
壺
が
運
ば
れ
て

き
ま
し
た
。

「
今
日
は
ど
こ
を
洗
お
う
か
し
ら
。」

「
そ
う
で
す
ね
。」

ア
ル
ザ
ス
出
身
の
女
中
が
、
た
め
ら
い

な
が
ら
、
お
国
な
ま
り
丸
だ
し
で
答
え
た
。

「
顔
に
し
ま
す
か
、
首
に
し
ま
す
か
」

「
首
で
す
っ
て
。
だ
め
よ
。
そ
こ
は
昨

日
洗
っ
た
も
の
」

「
そ
う
で
す
ね
。
じ
ゃ
腕
を
肘
ま
で
洗

っ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
・
そ
れ
じ
ゃ
袖

を
ま
く
っ
て
く
だ
さ
い
」

こ
こ
に
は
「
清
潔
」
を
、
こ
と
さ
ら

気
に
す
る
風
情
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま

あ
匂
い
が
し
な
い
ぐ
ら
い
に
洗
っ
て
お

こ
う
と
い
う
程
度
な
の
だ
ろ
う
。
水
が

豊
か
な
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
比
較
で

き
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
方
も
、
日

本
の
入
浴
史
を
見
れ
ば
納
得
で
き
る
は

ず
だ
。
入
浴
は
日
本
で
も
日
常
的
な
行

為
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な

か
っ
た
。
日
本
の
風
呂
は
、
空
間
的
に

は
ハ
レ
の
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
現
在
に
近
い
「
き
れ
い
に
な
る

た
め
の
入
浴
習
慣
」
が
現
れ
た
の
は
、

近
代
風
呂
が
家
庭
に
普
及
す
る
大
正
時

代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
風
呂
も
け
っ
し
て
清
潔
と
い
う

わ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
民
族
学

者
の
吉
田
集
而
は
『
風
呂
と
エ
ク
ス
タ

シ
ー
』（
平
凡
社
、
1
9
9
5
）
の
中
で
、

風
呂
の
本
来
の
用
途
を
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
に
お
け
る
「
恍
惚
感
」
を
得
る
た
め

と
推
測
し
、
か
つ
て
は
「
風
呂
に
入
る
」

こ
と
と
「
き
れ
い
に
な
る
」
と
い
う
価

値
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て

い
る
。

こ
の
大
正
時
代
頃
か
ら
の
風
呂
の
在

り
方
の
変
化
は
、
家
の
間
取
り
に
も
現

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
1
9
1
0
年

（
明
治
43
年
）
に
箕
面
有
馬
電
気
鉄
道

（
現
阪
急
電
鉄
）
が
大
阪
郊
外
の
池
田

町
で
開
発
し
た
住
宅
の
平
面
図
を
見
る

と
、
風
呂
は
ど
こ
も
北
の
片
隅
の
台
所

に
隣
接
し
て
置
か
れ
、
外
か
ら
入
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
外
風
呂
が
家
に
隣

接
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
だ
。
こ
れ
が

住
宅
営
団
（
後
の
住
宅
都
市
整
備
公
団
）

規
格
の
集
合
住
宅
の
間
取
り
（
1
9
4

2
年
、
昭
和
17
年
）
に
な
る
と
、
ほ
ぼ

現
在
の
風
呂
の
イ
メ
ー
ジ
と
変
わ
ら
な

く
な
り
、
部
屋
の
一
つ
と
し
て
の
内
風

呂
に
な
っ
て
い
る
。
お
の
ず
と
、
風
呂

の
役
割
と
し
て
の
「
ハ
レ
性
」
は
薄
れ
、

部
屋
に
求
め
ら
れ
る
「
清
潔
性
」
が
風

呂
に
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

ど
う
も
、
風
呂
に
お
け
る
清
潔
感
覚

の
常
識
は
、
大
正
時
代
頃
に
端
を
発
し

て
い
る
よ
う
だ
。

そ
れ
で
は
、
洗
濯
は
ど
う
な
の
だ
ろ

う
か
。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
は

清
潔
感
を
変
え
る

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
激
変
す
る
と
、

人
々
の
清
潔
感
も
変
わ
っ
て
く
る
。
か

く
し
て
洗
濯
の
技
術
も
、
変
遷
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
は
、
ほ
ど
ほ
ど
に
汚
れ
が
落

ち
れ
ば
良
か
っ
た
。
服
の
素
材
は
綿
が

主
で
あ
っ
た
し
、
油
性
の
汚
れ
も
家
庭

で
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
こ
と
だ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
洗
濯
機
と
洗
剤
が

普
及
し
、
汚
れ
が
目
に
見
え
て
落
ち
る

よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
か
つ
、
そ
の
白

さ
は
き
ら
き
ら
と
光
る
「
真
っ
白
」、

漂
白
さ
れ
た
白
さ
で
あ
っ
た
し
、
青
味

付
け
し
て
強
調
さ
れ
た
白
さ
で
あ
っ
た
。

清
潔
な
「
匂
い
」
も
つ
い
て
い
た
。
い

つ
の
ま
に
か
消
費
者
は
「
白
く
」
な
ら

な
い
と
き
れ
い
に
な
っ
た
と
思
わ
な
く

な
り
、「
き
れ
い
」
を
判
断
す
る
術
が

失
わ
れ
て
い
っ
た
。

「
何
を
見
て
清
潔
と
感
じ
る
か
」
と
い

う
点
に
つ
い
て
、
ス
ー
エ
レ
ン
・
ホ
イ

は
『
清
潔
文
化
の
誕
生
』（
紀
伊
国
屋

書
店
、
1
9
9
9
）
の
中
で
興
味
深
い

指
摘
を
し
て
い
る
。
19
世
紀
後
半
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
の
中
で
清
潔
感
が

衛
生
感
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
、
白
も

の
信
仰
が
蔓
延
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
の
だ
。
こ
の
書
は
、
白
も
の
信
仰

が
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
を
教

え
て
く
れ
る
。

「
清
潔
感
」
と
は

こ
こ
ま
で
何
気
な
し
に
「
清
潔
感
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
き
た
が
、
広
辞

苑
の
「
清
潔
」
の
項
に
は
、「
茶
の
湯

は
清
潔
に
し
て
さ
は
や
か
な
る
を
本
と

し
」
と
い
う
、
1
6
6
5
年
に
浅
井
了

意
に
よ
り
書
か
れ
た
『
浮
世
物
語
』
の

用
例
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
清
潔
の

「
清
」
は
「
き
れ
い
」
と
い
う
意
味
で
、

英
語
のp

u
re

とb
eau
tifu
l

の
両
方
の

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
潔
」

は
、「
潔
斎
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
心
身
の
穢
れ
を
断
ち
、

清
浄
を
保
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
茶
の
湯
は
清
潔
・
・
」
と
い
う
の
は
、

こ
の
三
つ
の
意
味
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
、
冒

頭
で
述
べ
た
き
れ
い
と
清
い
が
登
場
す

る
。
日
本
語
の
清
潔
の
言
葉
の
中
に
は
、

両
方
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
洗
う
概
念
が
整
理
し
て
受
け
止

め
に
く
い
の
も
う
な
ず
け
る
。

も
う
一
つ
「
清
潔
」
と
同
じ
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
、「
衛
生
」

と
い
う
用
語
が
あ
る
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に

言
う
と
、
病
原
菌
や
有
機
物
、
有
害
物

質
な
ど
を
限
度
以
上
に
含
ま
な
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
「
衛
生
観
念
」
が
広
く

日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
は
、
実
は
明

治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
衛
生

と
い
う
言
葉
も
、
英
語
のh

y
g
ien
e

を
、

長
与
専
斎
が
漢
字
に
直
し
た
も
の
だ
。

長
与
専
斎
と
い
え
ば
、
幕
末
、
緒
方

洪
庵
の
適
塾
に
学
び
、
明
治
維
新
に
あ

た
っ
て
は
岩
倉
遣
欧
使
節
に
加
わ
り
帰

国
後
は
内
務
省
衛
生
局
長
を
歴
任
し
て
、

コ
レ
ラ
予
防
な
ど
日
本
に
お
け
る
医
療
、

衛
生
行
政
の
設
計
者
と
な
っ
た
人
物
で

洗うを洗う　清潔感を洗う



身
近
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

日
本
の
洗
剤
の
歴
史
に
つ
い
て
記
し

た
文
献
は
数
少
な
い
が
、
そ
の
中
で
も

秀
逸
な
も
の
に
花
王
（
株
）
が
創
業
83

周
年
記
念
に
制
作
し
た
『
日
本
清
浄
文

化
史
』（
1
9
7
1
、
非
売
品
）
が
あ

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
庶
民
は
灰
汁
な
ど

を
石
鹸
の
代
わ
り
に
用
い
て
き
た
が
、

文
明
開
化
の
1
8
7
3
年
（
明
治
6
年
）

に
は
民
間
最
初
の
石
鹸
工
場
・
堤
石
鹸

製
造
所
が
創
業
を
開
始
。
以
後
、
続
々

と
石
鹸
メ
ー
カ
ー
が
現
れ
、
日
本
中
に

石
鹸
が
普
及
し
て
い
く
。「
美
洗
粉
」

と
呼
ば
れ
る
現
在
で
い
う
シ
ャ
ン
プ
ー

も
登
場
す
る
。

大
正
〜
昭
和
時
代
に
な
る
と
家
庭
生

活
も
近
代
化
し
、
1
9
3
0
年
（
昭
和

5
年
）
に
東
京
芝
浦
電
機
（
現
東
芝
）

が
国
産
電
機
洗
濯
機
第
1
号
（
回
転
式
）

を
発
売
す
る
。
こ
れ
は
1
9
4
0
年

（
昭
和
15
年
）
ま
で
の
間
に
5
千
台
を

製
造
し
た
と
い
う
が
、
庶
民
向
け
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
第
二
次
世
界
大
戦
、
敗
戦
、

戦
後
復
興
を
は
さ
む
こ
と
と
な
る
が
、

何
と
言
っ
て
も
洗
濯
に
革
命
的
な
変
化

を
も
た
ら
し
た
の
は
昭
和
30
年
台
の
水

道
普
及
・
家
電
革
命
・
高
度
成
長
だ
っ

た
。
高
度
成
長
に
よ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
の
激
変
は
、
洗
濯
に
お
け
る
清
潔
感

を
も
大
き
く
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
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乗用車�
 9.2％�

カラーTV�
26.3％�

電気洗濯機�
 40.6％�

電気冷蔵庫�
 10.1％�

家電 �
98～99.3％�
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あ
る
。
水
道
の
整
備
も
、
元
は
と
言
え

ば
コ
レ
ラ
予
防
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
。

水
道
水
に
は
衛
生
的
な
意
味
で
清
潔
で

あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
大
腸
菌
は

ゼ
ロ
、
一
般
細
菌
も
規
準
以
上
含
ん
で

は
い
け
な
い
衛
生
的
な
水
道
水
は
、
結

果
と
し
て
「
安
全
さ
」
を
保
証
し
た
水

と
な
る
。
こ
の
「
衛
生
的
な
清
潔
」
は

約
1
5
0
年
前
の
明
治
時
代
に
な
っ
て

か
ら
入
っ
て
き
た
観
念
だ
。

衛
生
観
念
の
誕
生

そ
も
そ
も
、
明
治
維
新
ま
で
庶
民
と

汚
れ
の
距
離
は
非
常
に
近
か
っ
た
。

『
洗
う
風
俗
史
』（
未
来
社
、
1
9
8
4
）

の
著
者
、
落
合
茂
は
、
江
戸
時
代
末
期

の
洋
学
者
佐
久
間
象
山
に
よ
る
妻
の
心

得
を
説
い
た
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
夫
の
衣
類
を
ば
心
に
入
れ
て
度
々
見

及
び
垢
つ
き
た
る
を
ば
濯
ぎ
清
め
、
損

ね
た
る
を
ば
取
り
繕
い
、
い
さ
さ
か
粗

末
な
き
よ
う
あ
る
べ
し
」（『
女
訓
』）

「
夫
の
衣
類
が
汚
か
っ
た
ら
、
き
ち
ん
と

洗
い
な
さ
い
」
と
説
い
て
い
る
の
だ
が
、

わ
ざ
わ
ざ
諭
す
ぐ
ら
い
な
の
だ
か
ら
、

逆
に
暮
ら
し
の
現
場
で
は
汚
れ
が
ご
く

上：日本の洗剤消費と人口、世帯数の推移　洗剤の国内消費高推移は日本石鹸洗剤工業会
『石鹸・洗剤・油脂製品・原料油脂年報2000年版』より　下：家電及び乗用車の普及率
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家
電
革
命
と
家
事
省
力
化

ま
ず
は
、
水
道
の
普
及
。
上
水
道
が

日
本
の
各
家
に
普
及
し
た
の
は
昭
和
30

年
代
（
1
9
5
5
年
〜
1
9
6
5
年
）

だ
。
1
9
6
0
年
に
は
約
40
パ
ー
セ
ン

ト
だ
っ
た
普
及
率
が
、
10
年
後
の
70
年

に
は
80
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
ま
で
伸
び
た
。

家
に
水
道
が
引
か
れ
る
ま
で
、
水
が

ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
流
れ
て
い
く
の

か
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
者
と
身
近
な

関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
上
下
水
道

の
普
及
に
よ
り
蛇
口
と
排
水
口
以
外
に

水
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か

つ
て
は
、
用
途
に
合
っ
た
水
を
、
井
戸
、

川
、
わ
き
水
、
天
水
な
ど
異
な
る
水
源

か
ら
求
め
て
い
た
が
、
現
在
は
常
に
衛

生
的
に
き
れ
い
な
水
を
、
用
途
お
か
ま

い
な
し
に
水
道
が
供
給
し
て
く
れ
る
。

こ
の
水
道
普
及
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、

洗
濯
機
も
爆
発
的
に
普
及
し
た
。
世
帯

当
た
り
普
及
率
も
1
9
6
0
年
か
ら
の

わ
ず
か
10
年
間
に
倍
増
し
、
70
年
に
は

10
軒
に
9
軒
が
保
有
す
る
ま
で
に
な
っ

た
。同

様
に
、
洗
剤
の
消
費
量
も
爆
発
的

に
増
え
た
。
戦
後
の
洗
剤
史
は
合
成
洗

剤
の
時
代
と
も
言
え
る
も
の
で
、
そ
の

国
内
消
費
高
も
洗
濯
機
と
同
様
、
急
カ

ー
ブ
で
増
加
し
た
。

ま
さ
に
家
電
革
命
と
言
わ
れ
た
時
期
。

そ
れ
は
特
に
主
婦
に
何
を
も
た
ら
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究

所
の
『
日
本
人
の
生
活
時
間
２
０
０
０
』

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
２
０
０
２
）
は
、
主

婦
の
家
事
時
間
（
洗
濯
、
炊
事
、
掃
除
）

の
推
移
を
ま
と
め
て
い
る
。
1
9
6
0

年
、
主
婦
は
4
時
間
26
分
を
家
事
に
費

や
し
て
い
た
が
、
40
年
後
の
２
０
０
０

年
に
は
3
時
間
49
分
と
37
分
下
が
っ
て

い
る
。

家
電
製
品
が
女
性
の
家
事
省
力
化
を

も
た
ら
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
家
事

時
間
が
そ
の
分
減
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
洗
濯
を
し
な
が
ら
「
掃
除
」

「
炊
事
」
な
ど
を
す
る
、「
・
・
な
が
ら

行
動
」
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、

並
列
的
に
家
事
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
家
事
の
省
力
化
が
大

い
に
進
み
、
洗
濯
は
手
軽
に
な
っ
た
。

手
軽
化
し
た
と
い
う
と
は
、
清
潔
な
水

を
得
る
こ
と
も
手
軽
に
な
っ
た
し
、
汚

れ
の
程
度
を
判
断
す
る
必
要
も
な
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

清
潔
感
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り

戻
す
こ
と
は
で
き
る
の
か

風
呂
も
、
洗
濯
も
、
洗
い
も
の
も
、

ト
イ
レ
も
、
す
べ
て
衛
生
的
な
水
道
で

得
ら
れ
る
膨
大
な
生
活
用
水
が
ま
か
な

っ
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
い
つ
の
ま
に

か
衛
生
的
に
き
れ
い
な
水
で
な
い
と
、

す
べ
て
の
用
途
に
対
し
て
も
満
足
で
き

な
い
人
々
が
増
大
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
衛
生
感
が
客
観
的
な
装
い

を
持
っ
て
い
る
だ
け
に
、
歯
止
め
を
か

け
る
の
が
難
し
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
衛
生
感
の
膨
張

は
、
水
道
普
及
、
家
電
革
命
な
ど
、
か

な
り
人
為
的
な
条
件
が
重
な
り
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。

な
ら
ば
、
時
代
に
応
じ
て
わ
れ
わ
れ
自

身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
も
の
の
見
方

を
少
し
変
え
て
み
る
こ
と
で
、「
洗
う

こ
と
」
に
お
け
る
人
と
水
と
の
つ
き
あ

い
方
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

ま
ず
、
自
分
た
ち
が
洗
う
場
面
に
お

け
る
「
清
潔
」
感
覚
や
、
そ
こ
に
使
う

水
を
点
検
し
て
み
る
。
洋
式
ト
イ
レ
の

便
座
は
毎
回
消
毒
し
な
く
は
い
け
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
車
は
毎
週
洗
わ
な
く
て

は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
売
ら
れ
て

い
る
野
菜
に
は
泥
が
つ
い
て
い
て
は
い

け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
日
に
干
し

た
洗
濯
物
の
太
陽
の
香
り
は
心
地
よ
い

の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
、
な
ぜ
・
・
求
め
ら

れ
る
清
潔
感
が
一
様
で
な
い
こ
と
に
ち

ょ
っ
と
気
づ
く
だ
け
で
、
水
と
の
つ
き

あ
い
方
は
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

第
二
は
、
水
が
地
域
の
共
有
資
源
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
と
、
自
ず
と

「
汚
い
も
の
は
出
さ
な
い
よ
う
に
」
と

か
「
無
駄
な
水
は
使
わ
な
い
よ
う
に
」

な
ど
と
、
水
に
気
を
遣
う
よ
う
に
な
る
。

汚
い
水
を
排
出
し
な
い
よ
う
に
ル
ー
ル

も
生
ま
れ
る
し
、
自
分
の
水
の
使
い
方

が
地
元
に
適
し
て
い
る
の
か
チ
ェ
ッ
ク

さ
せ
ら
れ
る
。
滋
賀
県
長
浜
市
で
つ
い

10
年
ほ
ど
前
ま
で
は
井
戸
番
が
生
き
て

い
た
し
、
温
泉
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し

て
守
り
管
理
し
て
い
る
例
は
、
地
域
と

し
て
求
め
ら
れ
る
清
潔
感
を
残
し
て
い

く
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

第
三
は
、
衛
生
感
覚
が
膨
ら
み
す
ぎ

た
個
々
人
の
清
潔
感
を
、
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
も
の
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
衛

生
観
念
の
誕
生
は
、
明
治
か
ら
た
か
だ

か
1
5
0
年
。
そ
れ
以
前
は
、
経
験
値

か
ら
得
ら
れ
た
い
わ
ば
生
活
の
知
恵
の

範
囲
内
で
、
き
れ
い
な
状
態
の
バ
ラ
ン

ス
を
保
っ
て
い
た
。
数
値
や
流
動
す
る

価
値
観
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
自
分
の
物
差

し
と
余
裕
が
欲
し
い
気
が
す
る
。

住
宅
の
外
壁
を
洗
う
商
売
が
あ
る
が
、

付
い
た
汚
れ
は
洗
い
流
せ
て
も
、
外
壁

そ
の
も
の
が
紫
外
線
や
風
雨
に
曝
さ
れ

て
変
質
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
汚
れ
は

落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
を

「
劣
化
」
と
呼
ぶ
。
と
こ
ろ
が
面
白
い

こ
と
に
、
劣
化
と
同
様
に
素
材
本
体
を

変
質
さ
せ
な
が
ら
も
美
し
く
変
身
す
る

例
が
「
経
年
変
化
」
で
あ
る
。

何
百
年
も
の
歳
月
を
風
雪
に
耐
え
た

神
社
仏
閣
の
欅
（
け
や
き
）
の
柱
、
は

き
込
ん
で
体
に
馴
染
ん
だ
ジ
ー
ン
ズ
、

髪
の
脂
が
染
み
込
ん
で
飴
色
に
変
わ
っ

た
柘
植
（
つ
げ
）
の
櫛
。
こ
れ
ら
を
劣

化
し
た
、
き
た
な
い
、
と
感
じ
る
人
間

が
い
る
と
は
考
え
難
い
。
落
と
す
べ
き

も
の
は
汚
れ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
経
年

変
化
し
た
も
の
に
落
と
す
べ
き
も
の
は

見
当
た
ら
な
い
し
、
劣
化
し
て
し
ま
っ

た
素
材
の
き
た
な
さ
は
落
と
す
手
段
が

見
出
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

は
洗
え
な
い
汚
れ
な
の
で
あ
る
。
洗
う

必
要
が
な
い
も
の
ま
で
洗
う
こ
と
を
見

直
し
、
洗
わ
な
く
て
も
す
む
も
の
を
使

っ
て
い
く
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
の
時
代

は
選
択
肢
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

清
潔
嗜
好
が
助
長
さ
れ
つ
つ
あ
る
現

在
、
洗
う
こ
と
に
欠
か
せ
な
い
水
が
、

い
か
に
重
要
な
存
在
で
あ
る
か
が
改
め

て
認
識
さ
れ
る
。
用
途
に
合
っ
た
水
利

用
に
気
づ
く
こ
と
、
水
を
共
有
財
産
と

し
て
意
識
す
る
こ
と
、
き
れ
い
に
対
す

る
自
分
の
物
差
し
を
持
つ
こ
と
の
3
つ

が
、
と
り
あ
え
ず
今
の
段
階
で
私
た
ち

が
で
き
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。清

潔
感
が
社
会
の
水
の
消
費
を
左
右

す
る
な
ら
ば
、
少
し
ば
か
り
「
洗
う
文

化
」、「
洗
う
感
覚
」
を
見
直
し
て
、
バ

ラ
ン
ス
の
取
れ
た
も
の
に
し
て
い
き
た

い
も
の
で
あ
る
。

洗うを洗う　清潔感を洗う
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イ
タ
リ
ア
の
姑
は
家
族
の
健
康
に

気
遣
い
、
み
ん
な
で
囲
む
食
事
作
り

に
熱
心
で
、
近
所
の
ヒ
ト
の
噂
話
に

も
熱
心
で
、
買
い
物
が
好
き
で
、
サ

ッ
カ
ー
も
好
き
で
、
そ
れ
よ
り
好
き

な
の
が
美
容
院
通
い
と
い
う
、
典
型

的
な
イ
タ
リ
ア
の
主
婦
で
あ
る
。
身

の
丈
に
合
っ
た
暮
ら
し
を
好
み
、
慎

ま
し
や
か
だ
が
、
と
き
に
ド
ン
と
大

き
な
買
い
物
を
し
て
家
族
を
驚
か
せ

る
こ
と
も
あ
る
、
そ
ん
な
ヒ
ト
だ
。

暮
ら
し
を
回
す
そ
の
や
り
方
は
ク

ラ
シ
ッ
ク
で
、
と
き
に
も
ど
か
し
い

ほ
ど
手
動
を
好
む
の
だ
が
、
そ
れ
こ

そ
彼
女
の
手
に
か
か
る
と
家
の
中
は

き
ち
ん
と
片
付
き
、
洗
濯
物
は
き
れ

い
に
仕
上
が
り
、
時
間
は
か
か
る
が

肉
の
煮
込
み
は
ホ
ッ
ク
リ
で
き
る
。

秘
訣
を
聞
け
ば
「
ゆ
っ
く
り
や
る

こ
と
、
気
楽
に
や
る
こ
と
、
イ
ヤ
な

日
は
や
ら
な
い
こ
と
」
と
サ
ラ
リ
と

言
う
。
と
い
っ
て
も
彼
女
に
イ
ヤ
な

日
は
な
い
よ
う
で
、
い
つ
行
っ
て
も

姑
は
太
め
の
ウ
エ
ス
ト
に
エ
プ
ロ
ン

を
ま
き
、
手
で
も
落
ち
た
水
で
も
埃

で
も
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
ッ
と
拭
く
布
巾

を
肩
に
か
け
、
歌
を
う
た
い
な
が
ら

働
い
て
い
る
。
廊
下
の
鏡
を
見
な
が

ら
髪
に
手
を
や
り
、
近
づ
い
て
は
皺

を
嘆
き
、
嘆
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い

わ
ね
と
独
り
言
を
つ
ぶ
や
い
て
は
再

び
手
を
動
か
す
。

「
料
理
は
苦
手
よ
。
い
つ
も
母
に
お

前
は
下
手
だ
ね
っ
て
言
わ
れ
た
も

の
」い

つ
だ
っ
た
か
、
家
事
の
な
か
で

何
が
一
番
好
き
な
の
か
尋
ね
る
と
、

彼
女
は
ま
っ
さ
き
に
こ
ん
な
風
に
言

っ
た
も
の
だ
っ
た
。
意
外
な
答
え
に

「
へ
え
」
と
私
が
驚
け
ば
、
笑
っ
た

彼
女
が
こ
う
言
っ
た
。

「
一
番
好
き
な
の
は
洗
う
こ
と
」

そ
う
い
え
ば

―
、
姑
が
も
っ
と

も
楽
し
そ
う
に
す
る
家
事
は
、
洗
濯

や
ら
食
事
の
後
片
付
け
や
床
掃
除
と

い
っ
た
「
洗
う
」
作
業
で
、
思
い
出

し
て
こ
う
言
え
ば
彼
女
が
照
れ
な
が

ら
「
気
持
ち
い
い
ん
だ
も
の
」
と
さ

さ
や
い
た
。

も
ち
ろ
ん
洗
濯
機
は
あ
る
の
だ
け

れ
ど
、
姑
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
手

洗
い
を
好
む
。
洗
濯
機
は
シ
ー
ツ
や

タ
オ
ル
と
い
っ
た
彼
女
の
言
う
と
こ

ろ
の
大
物
用
で
、
使
う
日
は
「
今
日

は
洗
濯
機
を
回
す
け
ど
」
と
家
族
に

声
を
か
け
る
。
色
物
と
白
い
物
を
き

っ
ち
り
分
け
る
上
に
、
洗
濯
機
は
満

杯
に
な
ら
な
い
と
回
さ
な
い
か
ら
出

番
は
少
な
く
、
数
年
前
に
息
子
た
ち

か
ら
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
新
型
の
そ

れ
も
所
在
な
さ
げ
だ
。

「
い
ま
ど
き
、
分
け
る
な
ん
て
。
な

ん
で
も
つ
っ
こ
め
ば
い
い
じ
ゃ
な
い

か
。
せ
っ
か
く
あ
る
の
に
も
っ
た
い

な
い
」

家
族
に
こ
う
非
難
さ
れ
て
は
「
も

っ
た
い
な
い
か
ら
大
事
に
し
て
る
ん

じ
ゃ
な
い
」
と
言
い
返
す
の
は
い
つ

も
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
彼
女
独
特

の
心
遣
い
で
、
手
洗
い
が
好
き
な
の

よ
、
と
あ
る
時
、
教
え
て
く
れ
た
。

「
機
械
に
ま
か
せ
る
の
は
心
も
と
な

く
て
ね
。
き
れ
い
に
な
っ
て
い
く
の

を
見
る
の
が
い
い
の
。
ス
ト
レ
ス
発

散
か
し
ら
」

姑
と
ス
ト
レ
ス
は
ど
う
み
て
も
結

び
付
か
な
か
っ
た
か
ら
私
が
思
わ
ず

笑
う
と
、「
ア
タ
シ
に
だ
っ
て
」
と

不
満
そ
う
に
言
っ
た
彼
女
が
真
面
目

な
顔
で
こ
う
続
け
た
。

「
水
が
カ
タ
イ
か
ら
ク
ス
リ
を
入
れ

な
き
ゃ
な
ら
な
い
で
し
ょ
。
あ
れ
も

煩
わ
し
い
の
よ
。
煩
わ
し
い
け
ど
機

械
が
石
灰
だ
ら
け
に
な
っ
て
壊
れ
て

シ
ャ
ボ
ン
の
香
り

松
本
葉

くらしの まなざし
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も
ね
。
い
ろ
い
ろ
思
う
と
つ
い
、
手

に
な
っ
ち
ゃ
う
の
」

イ
タ
リ
ア
の
水
は
硬
水
で
、
石
灰

が
と
て
も
強
い
。
触
れ
る
ぶ
ん
に
は

気
が
つ
か
な
い
が
、
水
を
使
う
場
所

は
水
分
を
拭
き
取
っ
て
お
か
な
い
と
、

あ
っ
と
言
う
間
に
石
灰
が
こ
び
り
つ

く
。
蛇
口
で
も
食
器
で
も
放
っ
て
お

く
と
白
い
濁
り
が
す
ぐ
に
つ
く
の
だ
。

こ
れ
が
た
ま
る
と
厄
介
で
、
特
に
機

械
も
の
は
故
障
の
原
因
に
な
る
と
い

う
。
だ
か
ら
洗
濯
機
で
も
食
器
洗
い

機
で
も
通
常
の
洗
剤
の
ほ
か
に
石
灰

を
溶
か
す
、
彼
女
が
言
う
と
こ
ろ
の

ク
ス
リ
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
自
身
、
住
み
は
じ
め
た
頃
は
こ

の
石
灰
の
強
さ
に
仰
天
し
た
。
こ
れ

が
噂
に
聞
い
た
硬
水
と
ば
か
り
に
白

い
濁
り
を
眺
め
た
も
の
だ
っ
た
。
お

湯
を
わ
か
す
ポ
ッ
ト
の
内
側
を
こ
す

る
と
白
い
粉
が
ポ
ロ
ポ
ロ
と
落
ち
て
、

こ
れ
が
体
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
の

か
と
ゾ
ッ
と
し
た
。
そ
う
い
え
ば
こ

の
話
を
姑
に
す
る
と
彼
女
は
「
ニ
ホ

ン
の
水
に
は
な
い
の
？
」
と
び
っ
く

り
し
た
声
を
出
し
な
が
ら
「
こ
れ
で

洗
う
と
い
い
の
よ
」
と
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
ボ
ト
ル
を
差
し
出
し
た
。

「
口
に
入
れ
る
も
の
は
ね
、
ク
ス
リ

を
使
う
の
も
ナ
ン
だ
か
ら
、
ア
タ
シ

は
い
つ
も
お
酢
と
お
塩
で
洗
う
の
。

し
ば
ら
く
浸
け
て
お
く
と
ピ
カ
ピ
カ

に
な
る
わ
よ
」

試
し
に
使
う
と
彼
女
の
言
う
と
お

り
だ
っ
た
。
そ
う
い
え
ば
彼
女
は
汚

れ
た
食
器
も
お
酢
を
入
れ
た
水
で
洗

う
。
漂
白
の
効
果
が
あ
る
の
だ
と
い

う
。
彼
女
の
台
所
に
は
手
の
届
く
と

こ
ろ
に
お
酢
が
置
い
て
あ
っ
て
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
フ
タ
に
は
キ
リ
で

穴
が
あ
け
て
あ
る
。
ボ
ト
ル
を
逆
さ

ま
に
し
て
お
腹
を
押
す
と
中
身
が
ピ

ュ
ー
ッ
と
勢
い
よ
く
飛
び
出
す
。

「
汚
れ
で
も
匂
い
で
も
自
分
の
目
と

鼻
を
使
っ
て
手
で
確
か
め
な
が
ら
洗

っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
洗
い
方
が
好

き
な
の
よ
。
古
い
わ
ね
」

古
い
わ
ね
、
と
自
ら
を
笑
い
な
が

ら
も
、
着
る
も
の
で
も
お
皿
で
も
な

ん
で
も
、
洗
う
作
業
を
す
る
と
き
の

姑
は
と
て
も
楽
し
そ
う
だ
。
圧
巻
は

お
じ
い
さ
ん
の
代
か
ら
使
わ
れ
て
い

る
と
い
う
木
製
の
テ
ー
ブ
ル
を
洗
う

と
き
で
、
こ
の
日
ば
か
り
は
舅
も
駆

り
出
さ
れ
る
。

月
に
一
度
、
天
気
の
い
い
日
を
選

ん
で
、
ふ
た
り
は
ヨ
イ
コ
ラ
シ
ョ
と

ば
か
り
に
大
き
な
テ
ー
ブ
ル
を
庭
に

運
び
出
す
。
太
陽
が
も
っ
と
も
当
た

る
場
所
に
そ
れ
を
置
い
て
、
バ
ケ
ツ

に
作
っ
た
薄
い
石
鹸
水
を
ブ
ラ
シ
に

つ
け
て
ゴ
シ
ゴ
シ
洗
う
。

は
じ
め
て
こ
の
作
業
を
見
た
と
き
、

そ
の
豪
快
な
や
り
方
に
仰
天
し
た
。

木
は
水
分
を
嫌
う
と
思
っ
て
い
た
か

ら
驚
い
た
の
だ
が
、
そ
う
告
げ
る
と
、

姑
は
洗
い
方
と
同
じ
く
ら
い
豪
快
に

笑
い
、
そ
し
て
言
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

「
ず
っ
と
こ
う
し
て
き
た
の
よ
。
お

ば
あ
さ
ん
も
ア
タ
シ
の
姑
も
。
こ
う

や
る
と
長
持
ち
す
る
っ
て
。
ア
タ
シ

も
最
初
は
驚
い
た
わ
ね
え
。
今
じ
ゃ
、

コ
レ
な
し
に
ひ
と
つ
き
は
終
わ
ら
な

い
け
ど
」

作
業
が
終
わ
る
と
、
テ
ー
ブ
ル
の

横
に
椅
子
を
持
ち
出
し
て
、
舅
が
ド

カ
ン
と
腰
を
下
ろ
す
。
体
が
痛
く
て

た
ま
ら
ん
と
ブ
ツ
ブ
ツ
呟
く
の
は
い

つ
も
こ
と
だ
が
、
聞
こ
え
て
い
る
の

か
い
な
い
の
か
、「
来
月
も
よ
ろ
し

く
」
と
姑
が
言
う
の
も
い
つ
も
の
こ

と
だ
。

「
結
局
、
ア
タ
シ
は
自
分
の
コ
コ
ロ

を
洗
っ
て
い
る
の
よ
。
コ
コ
ロ
の
濁

り
を
取
っ
て
る
の
。
だ
か
ら
洗
う
の

が
好
き
な
の
ね
。
人
生
っ
て
い
ろ
い

ろ
、
あ
る
か
ら
」

姑
の
心
の
淵
を
の
ぞ
い
た
よ
う
で
、

私
は
彼
女
の
台
詞
に
ハ
ッ
と
し
た
。

彼
女
が
過
ご
し
て
き
た
私
の
知
ら
な

い
長
い
時
間
を
想
っ
て
返
す
言
葉
を

失
っ
た
。
横
で
は
姑
が
き
れ
い
に
な

っ
た
テ
ー
ブ
ル
を
嬉
し
そ
う
に
眺
め

な
が
ら
、
ひ
と
り
静
か
に
笑
っ
て
い

た
。

ESSAY  シャボンの香り

松本 葉（まつもとよう）
神奈川県鎌倉市生まれ。1984年自動車雑誌『NAVI』
の創刊スタッフとして（株）二玄社入社。編集記者
のかたわら「カーグラフィックTV」のキャスターを
へて、1990年渡伊。トリノにて、自動車を中心とし
た取材活動や『AUTO&DESIGN』の翻訳を行う。
2000年より南仏在住。フリーライターとして、NHK
イタリア語講座などに連載中。著書に『愛しのティ
ーナ』『伊太利のコイビト』（新潮文庫）ほか。
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アメリカの自然教育プログラムが仙台の屋敷林＜イグネ＞文化の

知恵を伝えるために「地元化」するとき

おとなが楽しまないと
子どもに伝わらない

今回取り上げたのは、仙台を拠点に活動展開してい

る特定非営利活動法人（NPO）「水環境ネット東北」。

「水360度！水に関わることは何でもテーマにしよう」

と肩肘張らずに活動を続けてきた団体です。

水環境ネット東北が取り組んでいる主な事業に、「プ

ロジェクト・ワイルド」という環境教育研修会の実施

があります。これは野生生物から生態系保全や人間の

果たすべき役割を考えようという、米国生まれの「環

境教育プログラム」。この環境教育プログラムを体験し

た人が地元に戻り、仙台の屋敷林（イグネ）に残る昔

の暮らしを子どもたちに伝えようとがんばっています。

米国の環境教育プログラムがどのように「地元化」さ

れていったのかを興味深く見てきました。

第四回 水の文化楽習 実践取材

上右：特定非営利活動法人「水環境ネット東北」専務理事の高橋万里子さん。
上左：仙台市内に設計事務所を開き、まちづくり活動を行っている西條芳郎さん。
左：屋敷林の中にそびえ立つ樹齢200年の欅。
下：その欅の下で、イグネの暮らしを体験する子供たち。
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イグネ（居久根）
仙台では屋敷林を「イグネ」と呼んでいる。屋敷林とは、家屋の敷

地内に、防風などの目的をもって植えられた樹木帯のこと。仙台平野

は山から吹き降ろす北西からの風が強く、主に杉、欅
けやき

、桧
ひのき

等が植えら

れた。加えて、防風という目的以外にも、家普請の材料としたり、ざ

るやかご、桶など、日常に使われるものの素材を植えた。

屋敷林は全国にあるが、その名称は「クネ（秋田、山形など）」「カ

ゼグネ（八丈島）」「カイニョ（富山）」「ツイジマツ（島根）」など、土

地により様々。

仙台市若林区には、このイグネに囲まれた大規模農家集落「長喜城
ちょうきじょう

」

が残っている。垣根を越えてイグネに足を踏み入れると、しっとりと

した土や枯葉があり、用水路が内外を巡っている。中には、母屋や蔵

の他にも屋敷神を祀る祠があり、イグネの北西の外側には先祖代々の

墓がまとまってある。長喜城では200年以上も前から「木を伐ったら、

必ず植えろ」と言い伝えられてきたという。

上：若林区でも、もっとも
大規模なイグネが残る農家
集落「長喜城」、庄子家の
入口。

左：屋敷の北側には東西に
流れる水路を中心に、竹林、
杉などの常緑樹、落葉樹が
渾然一体の体を成す。屋敷
林と呼ばれてはいるが、そ
の密度は森レベル。この水
路は、道に面した側溝とつ
ながっているが、コンクリ
ートで固められたそれとは、
その機能が同じものとは到
底思えない。

右：母家の玄関に使われて
いる建材は、すべて屋敷林
から調達したもの。下駄箱
の戸板も、板戸も、上がり
框（あがりかまち　土間か
ら座敷に上がる間に設けら
れた板敷）も継ぎ目のない
一枚物。

水路に隣接した水場（右）
や独立した厠（左）の配置
も、他ではなかなか見るこ
とができない、貴重な存在
だ。

欅�

祠�

倉�
N

道
路�

側
溝�

厠�外の台所�

母家�

玄関�

はたけ�

はたけ�墓�

納屋�

納屋�

屋敷林�
水路�
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「
い
づ
い
」
こ
と
は

し
て
こ
な
か
っ
た

1
9
9
3
年
に
市
民
や
行
政
・
専
門

家
が
意
見
を
交
換
す
る
「
東
北
水
環
境

交
流
会
」
が
白
石
（
宮
城
県
）
で
開
催

さ
れ
た
の
を
機
に
、
特
定
非
営
利
活
動

法
人
水
環
境
ネ
ッ
ト
東
北
は
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
毎
年
1
回
の
交
流
会
を
重

ね
な
が
ら
着
実
に
活
動
を
広
げ
、
い
わ

ば
、
市
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
を
当
初
か
ら
意
図
し
て
動
い
て
き
た

団
体
で
す
。
1
9
9
9
年
に
は
N
P
O

法
人
の
登
録
を
行
い
、
現
在
、
N
P
O

社
員
と
し
て
は
20
数
名
、
そ
の
他
の
会

員
は
約
1
7
0
名
、
周
囲
の
サ
ポ
ー
タ

ー
ま
で
合
わ
せ
る
と
数
百
名
も
の
大
所

帯
に
な
り
ま
す
。

専
務
理
事
の
高
橋
万
里
子
さ
ん
は
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
広
瀬
川
と
と
も
に
育

っ
て
き
ま
し
た
。
市
民
活
動
を
結
び
つ

け
る
役
割
を
果
た
す
「
イ
ン
タ
ー
ミ
デ

ィ
ア
リ
ー
」
を
20
年
も
前
か
ら
実
践
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
水
に
関
わ
る
市
民
活
動
団

体
を
、
今
も
仙
台
を
拠
点
に
結
び
つ
け

て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
言
葉
で

『
居
心
地
の
悪
い
』
と
い
う
意
味
で
使

わ
れ
る
『
い
づ
い
』
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
い
づ
い
こ
と
は
や
め
よ
う
と

言
い
な
が
ら
、
人
と
の
出
会
い
を
楽
し

み
に
続
け
て
き
ま
し
た
と
、
高
橋
さ
ん

は
言
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
自
然
体
を

崩
さ
な
い
。
こ
の
肩
肘
は
ら
な
い
姿
勢

が
、
水
に
思
い
を
も
つ
人
々
を
惹
き
つ

け
て
い
る
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
高
橋
さ
ん
の
こ
の
自
然
体

に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
子
供
を
育
て

て
い
た
頃
に
、
P
T
A
の
先
輩
に
声
を

掛
け
ら
れ
て
、
生
協
な
ど
の
役
員
に
推

挙
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
活
動
の
携

わ
り
の
中
で
、
石
鹸
運
動
や
食
品
添
加

物
な
ど
、
環
境
問
題
に
出
会
っ
た
の
で

す
。

「
社
会
活
動
を
し
て
い
た
頃
、
県
庁
の

人
に
会
っ
て
、
こ
ち
ら
の
要
望
を
伝
え

る
と
そ
れ
だ
け
で
満
足
し
て
し
ま
う
と

い
う
人
も
い
ま
し
た
。
一
方
、
市
民
活

動
で
し
っ
か
り
と
し
た
提
案
を
し
て
い

る
人
も
い
る
の
に
、
行
政
の
側
で
は
早

く
帰
れ
ば
い
い
と
い
う
姿
勢
が
見
え
る

こ
と
も
あ
り
、
自
分
の
活
動
へ
の
む
な

し
さ
を
感
じ
た
り
。
一
緒
に
活
動
を
し

て
い
る
人
達
に
『
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で

は
な
い
か
』
と
言
う
と
、
私
た
ち
お
ば

さ
ん
に
は
わ
か
ら
な
い
理
屈
を
言
わ
れ

ま
し
た
」

そ
う
い
う
頃
に
、
広
松
伝
さ
ん
の
映

画
『
柳
川
掘
割
物
語
』
を
上
映
し
た
り

し
て
、
次
第
に
運
動
の
輪
が
広
が
っ
て

き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
1
9
9
2
年
頃

か
ら
、
行
政
の
側
に
も
市
民
と
共
に
自

治
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
動
き
も

生
ま
れ
て
き
た
そ
う
で
、
そ
こ
か
ら
市

民
と
行
政
が
協
力
し
て
『
東
北
水
環
境

交
流
会
』
が
、
そ
し
て
東
北
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。

集
ま
っ
て
く
れ
た
人
々
は
、
口
を
そ

ろ
え
て
「
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
言
っ

て
く
れ
た
そ
う
で
す
。
当
時
は
市
民
と

行
政
の
間
に
は
暗
黙
の
対
立
が
あ
り
、

一
緒
に
な
っ
て
お
も
し
ろ
が
る
と
い
う

の
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
時
代
。
高

橋
さ
ん
た
ち
の
自
然
体
と
い
う
姿
勢
に

は
、
長
い
市
民
活
動
の
経
験
か
ら
出
て

く
る
知
恵
が
光
っ
て
い
る
の
で
す
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド

水
環
境
ネ
ッ
ト
東
北
の
活
動
は
、

「
東
北
水
環
境
交
流
会
の
開
催
」、「
水

環
境
研
究
会
の
開
催
」、「
川
づ
く
り
の

プ
ロ
育
成
セ
ミ
ナ
ー
開
催
」、「
東
日
本

水
回
廊
舟
運
調
査
研
究
会
」
な
ど
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
ま
す
が
、
中
で

も
、
昨
年
か
ら
始
め
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

「『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
』
指
導

者
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
が
あ
り
ま
す
。

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
」
は
米

国
で
開
発
さ
れ
た
、
生
き
物
を
題
材
と

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
幼
稚
園
か
ら
高
校

ま
で
の
生
徒
を
指
導
す
る
教
育
者
向
け
に
開
発
さ
れ
た
、
生
き
物
を
題
材
と

す
る
環
境
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
参
加
者
の
気
づ
き
や
理
解
か
ら
始
ま
り
、
段

階
的
に
生
態
系
の
原
理
や
文
化
な
ど
の
知
識
、
管
理
や
保
全
な
ど
へ
の
人
間

の
役
割
、
価
値
観
の
多
様
性
や
環
境
問
題
の
構
造
を
認
識
し
た
上
で
、
野
生

生
物
と
自
然
資
源
に
対
し
て
責
任
あ
る
行
動
や
建
設
的
な
活
動
を
身
に
つ
け

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
全
米
各
州
の
教
育
局
及
び
資
源
管
理
局

の
代
表
者
に
よ
り
組
織
さ
れ
て
い
る
環
境
教
育
協
議
会
（C

ou
n
cil
of

E
nvironm

ental
E
ducation：

C
E
E

）
が
運
営
し
て
お
り
、
今
で
は
、
ア
メ

リ
カ
で
も
っ
と
も
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
環
境
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
で

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
他
に
も
、
カ
ナ
ダ
、
チ
ェ
コ
、
イ
ン
ド
、
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
導
入
さ
れ
て
い
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
で
は
「
生
息
地
の
重
要
性
」
を
基
本
的
な
テ

ー
マ
と
し
て
い
る
。
生
息
地
と
は
「
あ
る
生
物
の
生
息
条
件
を
満
た
す
、
食

料
、
水
、
隠
れ
家
、
空
間
が
適
切
に
配
置
さ
れ
た
も
の
」
と
定
義
す
る
。
野

生
生
物
が
生
き
残
る
た
め
に
必
要
な
の
は
「
生
息
地
」。

生
物
が
絶
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
最
大
の
原
因
は
「
生
息
地
の
消
失
」

だ
。「
生
息
地
」
や
「
生
息
地
消
失
の
問
題
」
に
気
づ
き
、
そ
し
て
、
最
終
的

に
自
分
た
ち
が
環
境
や
生
物
に
対
し
て
、
責
任
あ
る
行
動
が
で
き
る
よ
う
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
は
、
次
の
７
つ
の
ス
テ
ッ
プ
の
項
目
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。

１．

気
づ
き
と
理
解
、
２．

さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
、
３．

生
態
系
の
原
理
、

４．

管
理
と
保
全
、
５．

文
化
と
野
生
生
物
、
６．

傾
向
、
問
題
点
及
び
結

果
、
７．

人
間
の
責
任
あ
る
行
動

※
（
財
）
公
園
緑
地
管
理
財
団
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
Ｈ
Ｐ
よ
り
引
用
。

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
」
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は

（
財
）
公
園
緑
地
管
理
財
団
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
事
務
局
に
お
願
い
し
ま
す
。

電
話：

０
３
‐
３
４
３
１
‐
４
８
６
５

Ｅ
‐
メ
ー
ル：

p
rojectw

ild
@
p
rfj.or.jp

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ：

h
ttp
://P
rojectW

ild
.p
rfj.or.jp

/
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水の文化楽習実践取材 おとなが楽しまないと子どもに伝わらない

す
る
環
境
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
環
境
を

「
教
え
る
」
の
で
は
な
く
、
ど
う
考
え

る
か
、
ど
う
対
処
す
る
か
、「
考
え
る

こ
と
」
を
伝
え
る
の
が
特
色
で
、
そ
こ

が
普
通
の
環
境
教
育
と
は
違
う
点
で
す
。

そ
れ
を
水
環
境
ネ
ッ
ト
東
北
が
、
講
習

会
と
し
て
取
り
入
れ
ま
し
た
。
第
2
回

は
一
泊
二
日
で
小
岩
井
農
場
で
行
わ
れ
、

市
民
、
学
校
の
先
生
な
ど
約
30
名
が
参

加
し
ま
し
た
。

水
環
境
ネ
ッ
ト
東
北
は
、
産
・
官
・

学
・
野
の
連
携
を
目
指
し
て
い
る
の
で
、

企
業
と
ど
の
よ
う
な
提
携
が
で
き
る
か

と
い
う
の
も
大
き
な
検
討
課
題
で
し
た
。

幸
い
、
小
岩
井
農
場
は
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ

ー
ム
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
集
客
活
動

に
活
か
し
て
お
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

ワ
イ
ル
ド
の
開
催
協
力
に
快
く
応
じ
て

く
れ
、
9
人
の
職
員
が
参
加
し
た
そ
う

で
す
。

「
考
え
る
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
の
が

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
の
真
髄
で

す
ね
。
気
づ
き
を
生
む
よ
う
に
、
う
ま

く
組
ま
れ
て
い
ま
す
。『
オ
ー
デ
ィ
ア

（
鹿
）
！
』
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
フ

ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
先
生
が
『
人
間
は

何
が
必
要
か
な
』
と
部
屋
の
中
で
聞
き

ま
す
。
参
加
者
は
『
家
、
食
べ
物
、
水
、

衣
服
』
と
か
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
い
ま

す
ね
。『
で
は
、
鹿
に
必
要
な
も
の
は
？
』

と
続
け
て
考
え
さ
せ
、
共
通
し
て
必
要

な
の
が
、
水
と
食
べ
物
と
住
ま
い
だ
と

気
づ
い
た
ら
戸
外
へ
出
ま
す
。
そ
こ
で

半
分
の
人
は
鹿
に
、
半
分
の
人
は
水
と

食
べ
物
と
棲
み
家
に
な
り
ま
す
。『
鹿
』

の
人
は
自
分
が
今
欲
し
い
も
の
、『
水
・

棲
み
家
・
食
べ
物
』
の
役
割
の
人
々
は
、

自
分
が
な
り
た
い
も
の
、
こ
れ
を
同
時

に
ゼ
ス
チ
ャ
ー
し
ま
す
。
鹿
が
『
自
分

が
欲
し
い
』
と
思
っ
た
も
の
が
『
水
・

棲
み
家
・
食
べ
物
』
の
中
に
あ
っ
た
ら

連
れ
て
き
て
、
今
度
は
そ
の
人
々
も
鹿

に
な
る
し
、
残
っ
た
ら
死
ん
で
し
ま
う

い
う
決
ま
り
を
作
る
。
そ
れ
を
何
度
か

繰
り
返
し
、
鹿
の
数
、
棲
み
家
の
数
、

水
の
数
、
食
べ
物
の
数
の
記
録
を
と
っ

て
グ
ラ
フ
化
し
て
い
く
の
で
す
。

様
子
を
見
て
い
る
先
生
は
途
中
で
や

っ
て
き
て
、『
み
ん
な
で
水
に
な
ら
な

い
？
食
べ
物
に
な
ら
な
い
？
』
と
提
案

し
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
為
的
に
開
発
が

入
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
こ

と
は
、
鹿
の
人
に
は
わ
か
ら
な
い
よ
う

に
し
て
、
1
、
2
の
3
と
始
め
る
。
す

る
と
た
く
さ
ん
の
鹿
が
死
ぬ
け
れ
ど
、

ゼ
ロ
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と

を
繰
り
返
し
て
、
終
わ
っ
た
後
に
、
み

ん
な
で
考
え
ま
す
。

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
か
ら
は
『
ゲ
ー

ム
に
し
ち
ゃ
だ
め
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

ゲ
ー
ム
に
す
る
と
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し

ま
う
。
つ
ま
り
、
ゲ
ー
ム
は
ハ
レ
の
場

で
、
そ
の
瞬
間
に
意
識
が
高
揚
し
て
終

わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ

こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
動
き
と
し
て
は
ハ
レ
だ
け
れ
ど
、

そ
の
後
に
、
日
常
に
戻
し
て
や
る
こ
と

が
重
要
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
環
境
教
育

を
、
自
分
の
日
常
の
場
で
ど
う
や
っ
て

生
か
す
か
が
重
要
な
の
で
す
」

体
を
動
か
す
と
、
心
も
動
く

実
際
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド

に
参
加
し
た
中
に
は
、
学
校
の
先
生
も

い
ま
し
た
。
大
友
佳
代
子
さ
ん
は
女
子

高
で
社
会
科
を
教
え
て
い
る
教
師
で
、

高
橋
さ
ん
と
は
15
年
来
の
友
人
で
す
。

ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
自
分
が
楽
し
く
て
、

子
ど
も
の
頃
に
帰
っ
た
み
た
い
だ
っ
た

と
振
り
返
り
ま
す
。

「
子
ど
も
の
頃
、
学
校
の
周
り
に
田
圃

と
か
小
川
と
か
学
校
の
森
が
あ
っ
て
、

そ
こ
を
掃
除
し
た
の
が
楽
し
か
っ
た
。

で
も
、
今
の
子
は
そ
う
い
う
体
験
が
な

い
の
ね
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド

に
参
加
し
て
み
て
、
自
分
の
考
え
方
が

変
わ
り
ま
し
た
よ
。
今
ま
で
は
屁
理
屈

だ
け
。
新
聞
読
ん
で
、
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー

ス
見
て
、
教
員
用
の
指
導
書
読
ん
で
、

10
数
年
間
環
境
問
題
に
携
わ
っ
て
き
た

け
れ
ど
も
、
屁
理
屈
だ
け
で
は
人
に
何

か
を
伝
え
ら
れ
な
い
と
分
か
っ
た
こ
と

大
友
佳
代
子
さ
ん

上：水環境ネット東北の活動報告書　左から『東北水環境
交流会1994』『`97東北水環境交流会inふくしま』『東北の
「川」ワークショップ』『第２回東北の「川」ワークショッ
プ』『東日本水回廊構想検討会』

左：みんなの情報交換の場となっている水環境ネット東北
の事務局。
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雲�

雲�

地下水�川�休み�

植物�

雲�

雲�

雲�休み�雲�

休み�

雲�

海�

地下水�湖�休み�

動物�

海�

海�

土�川�休み�

湖�

休み�

休み�

休み�雲�休み�

雲�

休み�

休み�

地下水�川�雲�

動物�

雲�

休み�

雲�土�雲�

土�

休み�

川�

休み�湖�休み�

湖�

参加者と水の物語をつくるための双六

動物、植物、地下水、土、湖、雲、川、海の陣地の間を、サ

イコロを振って移動する。各陣地にはそれぞれ、次の行き先が

書いたサイコロが用意されており、そのサイコロをふって『土』

が出たら『土』に行く。『土』から『雲』に行く場合は、その水

の形状、つまり水蒸気になりきって、水の動きを真似をする。

それを記録して旅行記を書いてもらう。その後に、種明かし。

サイコロを降ってみてどうだったかを聞く。海に行った人は川

に行けましたか？気づいている人もいるわけですが、海に行っ

たら休みか雲にしかいけない。実は、各陣地に置いてあるサイ

コロの目も、水の循環比率を反映させて作られている。

上：陣地とサイコロの展開図　海のサイコロを振っても、6分の4の確立で
そこに留まることになる。
『ファシリテーター入門』には、サイコロと陣地を上のイラスト図のように
絵画で表現してあったが、高橋さんたちは、簡単にできる文字表現とした。
サイコロと陣地は、淡い色彩で区別されており、陣地とサイコロがばらば
らにならぬよう配慮されている。

NPOエコ・コミュニケーションセンターが制作した
『ファシリテーター入門』

問い合せ先：TEL.03-5982-8081
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が
、
青
天
の
霹
靂
だ
っ
た
。
頭
だ
け
で

は
な
く
て
、
体
を
動
か
す
と
心
も
動
く

ん
だ
な
と
思
っ
て
、
生
徒
と
の
接
し
方

が
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
の
が
自
分
に

と
っ
て
一
番
の
収
穫
」

日
頃
は
「
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
立
場

の
有
識
者
と
、
似
た
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
、
と

高
橋
さ
ん
。「
そ
う
い
う
人
た
ち
も
、

人
に
何
か
を
伝
え
る
と
い
う
側
面
で
見

る
と
、『
あ
あ
、
頭
だ
け
な
ん
だ
な
』

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
生
徒
は
、

学
校
の
先
生
で
し
た
が
、
私
に
は
、
も

の
す
ご
く
覇
気
の
な
い
お
じ
さ
ん
、
お

ば
さ
ん
ば
か
り
に
見
え
ま
し
た
。
参
加

意
欲
は
薄
い
の
に
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ

ー
か
ら
指
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
ぐ
に

こ
な
す
ん
で
す
ね
。
わ
た
し
は
、
一
つ

一
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
す
ご
い
お
も
し

ろ
か
っ
た
の
に
、
そ
の
人
た
ち
は
た
だ

淡
々
と
こ
な
し
て
い
た
と
い
う
、
妙
な

と
こ
ろ
に
感
心
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」

と
に
か
く
、
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
と

思
い
、
東
京
の
N
P
O
エ
コ
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
制
作
し
た

『
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
入
門
』
の
「
水

の
旅
」
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
参
考
に
、

さ
っ
そ
く
水
の
循
環
を
理
解
し
て
も
ら

う
た
め
の
キ
ッ
ト
を
作
り
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
の
目
か
ら
見

る
とプ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
に
参
加

し
て
得
た
「
人
に
伝
え
る
技
術
」
を
、

水
の
文
化
の
伝
承
に
生
か
し
て
い
る
の

が
、
地
元
で
設
計
事
務
所
を
開
き
、
ま

ち
づ
く
り
活
動
を
行
っ
て
い
る
西
條
芳

郎
さ
ん
で
す
。

西
條
さ
ん
は
仕
事
で
ま
ち
づ
く
り
活

動
を
行
っ
て
い
る
だ
け
に
、
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
に
は
縁
が
深
い
人
。
そ
れ
で
も

「
環
境
教
育
と
い
う
と
、
本
当
の
自
然

環
境
の
中
で
教
え
る
こ
と
し
か
イ
メ
ー

ジ
し
て
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
い
ろ

い
ろ
と
道
具
立
て
を
す
れ
ば
、
山
や
川

に
行
か
な
く
て
も
、
場
所
を
選
ば
ず
、

大
勢
の
人
に
、
環
境
に
つ
い
て
考
え
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
思
い
驚

き
ま
し
た
」
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ

ル
ド
が
教
え
て
く
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
の
す

ご
さ
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、「
環
境
教

育
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
『
開
発
は
良
く

な
い
』
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
の
中
で
は
、
開
発

で
も
ど
の
程
度
な
ら
よ
い
か
、
そ
の
場

合
は
ど
の
よ
う
な
結
果
を
招
く
の
か
考

え
る
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る
。
そ
こ
が
参
考

に
な
っ
た
し
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す

ね
。
子
ど
も
た
ち
に
話
す
と
き
に
も
説

得
力
が
あ
り
ま
す
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
の
持
つ

「
気
づ
き
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
将
来
の

あ
る
べ
き
町
を
想
像
し
、
そ
こ
に
い
た

る
い
く
つ
も
の
シ
ナ
リ
オ
づ
く
り
を
行

う
ツ
ー
ル
と
な
る
こ
と
に
西
條
さ
ん
は

気
が
つ
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
西
條
さ

ん
が
取
り
組
ん
だ
の
が
、
屋
敷
林
と
子

ど
も
た
ち
を
結
び
つ
け
る
「
イ
グ
ネ
探

検
」
活
動
で
す
。

イ
グ
ネ
は
家
だ
け
で
は
な

く
家
族
を
守
る
輪

イ
グ
ネ
と
は
屋
敷
林
の
こ
と
で
、
こ

の
地
方
特
有
の
呼
び
名
で
す
。
屋
敷
林

そ
の
も
の
は
、
主
に
防
風
を
目
的
に
家

を
囲
ん
で
植
え
ら
れ
た
も
の
で
、
全
国

に
見
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
仙
台
の
イ
グ

ネ
が
他
の
地
域
の
屋
敷
林
と
異
な
る
の

は
、
広
瀬
川
か
ら
取
り
込
ん
だ
用
水
堀

が
イ
グ
ネ
に
囲
ま
れ
た
農
家
の
内
外
を

巡
っ
て
い
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
イ
グ
ネ

と
は
屋
敷
林
と
用
水
堀
が
一
体
と
な
っ

た
も
の
な
の
で
す
。
あ
え
て
言
う
な
ら

ば
「
水
の
文
化
遺
産
」（
今
も
利
用
さ

れ
て
い
る
の
で
、
正
確
に
は
「
遺
産
」

で
は
な
い
の
で
す
が
）
と
呼
ん
で
も
過

言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

仙
台
市
若
林
区
に
は
、
こ
の
イ
グ
ネ

が
約
60
戸
程
残
っ
て
い
ま
す
。
若
林
区

は
仙
台
駅
か
ら
広
瀬
川
添
い
に
仙
台
湾

に
向
け
て
平
坦
な
土
地
が
広
が
っ
た
区

域
で
、
約
13
万
人
が
居
住
し
て
い
ま
す
。

典
型
的
な
住
宅
地
域
で
、
仙
台
の
「
水

の
ふ
る
さ
と
」
と
言
わ
れ
、
広
瀬
川
か

ら
水
を
引
い
た
用
水
堀
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。

西
條
さ
ん
は
10
年
以
上
前
か
ら
イ
グ

ネ
に
注
目
し
て
い
ま
し
た
。
イ
グ
ネ
は

家
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
の
歴

水の文化楽習実践取材 おとなが楽しまないと子どもに伝わらない

右：

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
の
講
習
会
に
参
加
し
た

エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
小
山
田
準
さ
ん

左：

水
環
境
ネ
ッ
ト
東
北
の
事
務
局
長
富
永
恵
子
さ
ん

長喜城庄子家でのイグネ探検。
上：屋敷林では収穫まで体験できる。
右：庄子さんに、敷地内にある祠の前で「中
にはとぐろを巻いている蛇の像とお札が並ん
でいます」と説明を受ける。
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史
を
も
守
る
輪
。
地
域
住
民
の
心
を
つ

な
ぎ
、
あ
た
た
か
く
囲
む
こ
と
で
、
地

域
の
心
の
イ
グ
ネ
を
作
れ
た
ら
い
い
と
、

「
イ
グ
ネ
の
再
興
」
を
唱
え
た
の
で
す
。

た
だ
、
当
時
は
ま
だ
バ
ブ
ル
の
余
韻
が

残
っ
て
い
た
頃
で
、
イ
グ
ネ
の
持
つ
価

値
は
地
元
の
人
々
た
ち
に
充
分
に
理
解

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
郊
外
に
は

イ
グ
ネ
が
ま
だ
か
な
り
残
っ
て
い
た
た

め
、
あ
た
り
ま
え
の
も
の
と
思
わ
れ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

や
が
て
イ
グ
ネ
は
ど
ん
ど
ん
無
く
な
っ

て
い
き
、「
若
林
区
の
住
み
心
地
の
良

さ
」
を
ま
ち
ぐ
る
み
で
考
え
た
い
と
い

う
思
い
も
強
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
西
條
さ
ん
た
ち
は
2
年
前

か
ら
若
林
区
と
と
も
に
「
青
年
や
子
ど

も
た
ち
に
ま
ち
の
こ
と
を
考
え
て
も
ら

う
場
を
作
ろ
う
」
と
、
地
元
の
商
店

主
・
学
校
の
先
生
・
主
婦
・
土
木
関
係

者
な
ど
約
10
名
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
で
、

若
林
区
の
郷
土
の
自
然
を
知
っ
て
も
ら

う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
、
そ
の
一
つ

が
「
イ
グ
ネ
探
検
」
だ
っ
た
の
で
す
。

イ
グ
ネ
に
残
る
水
の
文
化
を

子
ど
も
た
ち
へ

イ
グ
ネ
探
検
が
終
わ
る
と
、
一
カ
所

に
集
ま
っ
て
コ
ア
メ
ン
バ
ー
や
子
ど
も

た
ち
が
「
よ
か
っ
た
こ
と
、
悪
か
っ
た

こ
と
、
こ
う
し
た
い
こ
と
」
と
い
っ
た

意
見
や
感
想
を
出
し
合
い
ま
す
。
何
よ

り
も
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、「
家

が
水
で
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
」
が
驚
き

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
水
道
が
完
備
さ
れ

な
が
ら
、
水
が
見
え
な
い
普
段
の
生
活

と
は
違
う
世
界
を
、
子
ど
も
た
ち
は
自

分
の
目
で
発
見
し
た
の
で
す
。

「
た
と
え
ば
、
今
は
ど
ろ
ど
ろ
に
な
っ

た
用
水
堀
も
、『
こ
れ
が
き
れ
い
に
な

っ
た
ら
、
何
し
て
遊
べ
る
？
』
た
ず
ね

る
と
、
こ
ち
ら
か
ら
押
し
つ
け
る
の
で

は
な
く
、
自
分
た
ち
で
考
え
て
感
じ
て

も
ら
え
る
。
子
ど
も
た
ち
が
考
え
る
き

っ
か
け
を
作
れ
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
子

ど
も
た
ち
に
、
ま
ち
の
歴
史
や
環
境
、

文
化
に
ふ
れ
る
機
会
を
提
供
す
る
。
大

人
の
役
目
は
そ
こ
ま
で
。
そ
れ
を
も
と

に
ど
の
よ
う
に
将
来
を
考
え
て
も
ら
う

か
は
、
子
ど
も
の
自
由
で
す
」

西
條
さ
ん
は
、
屋
敷
林
「
イ
グ
ネ
」

を
、
望
ま
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。

「
今
ま
で
の
よ
う
に
開
発
を
ス
ク
ラ
ッ

プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
で
と
ら
え
る
の
で
は

な
く
、
ま
ち
の
歴
史
を
知
り
、
イ
グ
ネ

の
よ
う
に
み
ん
な
で
囲
ん
で
、
世
代
を

つ
な
い
だ
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作

る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の

考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
す
る
と
、
仙

台
・
若
林
区
の
場
合
は
、
や
は
り
広
瀬

川
の
活
用
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
。
水

の
流
れ
を
地
元
か
ら
考
え
る
と
、
グ
ロ

ー
バ
ル
な
ま
ち
づ
く
り
に
通
じ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

水
の
文
化
遺
産
は

一
人
で
は
守
れ
な
い

2
0
0
0
年
10
月
、
2
0
0
1
年
8

月
に
実
施
さ
れ
た
イ
グ
ネ
探
検
に
参
加

し
た
の
は
、
若
林
区
の
小
学
生
（
1
〜

6
年
生
）
延
べ
人
数
で
約
30
名
。
訪
れ

た
の
は
、
若
林
区
で
も
、
も
っ
と
も
大

規
模
な
イ
グ
ネ
が
残
る
農
家
集
落
「
長

喜
城
」
の
庄
子
さ
ん
の
お
宅
。
庄
子
家

は
2
0
0
年
以
上
も
こ
の
地
で
農
家
を

営
ん
で
お
り
、
4
世
代
が
共
に
暮
ら
し

て
い
ま
す
。

「
自
分
た
ち
の
区
に
ど
う
い
う
環
境
が

残
っ
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
子
が
た
く

さ
ん
い
る
。
昔
の
暮
ら
し
が
残
っ
て
い

る
イ
グ
ネ
の
中
を
見
せ
て
、
用
水
堀
で

大
根
を
洗
っ
た
こ
と
と
か
、
ザ
リ
ガ
ニ

を
と
っ
た
こ
と
を
話
し
た
り
、
庄
子
さ

ん
か
ら
先
祖
か
ら
の
暮
ら
し
を
う
か
が

っ
た
り
し
ま
す
。
ブ
ナ
の
木
に
聴
診
器

を
当
て
て
、
水
の
音
も
聞
き
ま
し
た
」

庄
子
さ
ん
も
、
蔵
の
中
の
昔
の
蝋
燭

台
や
生
活
用
具
や
農
具
を
出
し
て
、
子

ど
も
た
ち
に
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
肥
え
だ
め
を
見
た
り
、
木
の
つ
た

で
ブ
ラ
ン
コ
を
し
た
り
、
七
夕
か
ざ
り

の
竹
を
も
ら
っ
て
き
て
道
具
を
作
っ
た

り
、
昔
の
五
右
衛
門
風
呂
も
見
せ
て
も

ら
っ
た
り
、
現
代
っ
子
に
と
っ
て
は
初

め
て
の
経
験
ば
か
り
。

「
イ
グ
ネ
は
用
水
堀
と
一
体
と
な
っ
た

シ
ス
テ
ム
で
、
昔
か
ら
か
な
り
高
度
な

長喜城のイグネは、数少ない『水』との境界線が見当らない住宅環境と呼べるでしょう。
日本の原風景をしっかり心に焼きつけてほしいと「イグネ探検」は開催されました。
右：水路にはザリガニが沢山いるのだが、近づくと泥の中に隠れてしまう。写真中央に、
泥の中からハサミを2本右下の方へ突き出しているのが見えるでしょうか。
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水
利
用
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
は
水

道
だ
け
で
す
が
、
用
水
堀
が
あ
っ
て
、

そ
の
流
れ
と
家
庭
の
生
活
が
つ
な
が
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
こ

と
が
一
番
良
か
っ
た
で
す
ね
」

一
方
、
子
ど
も
た
ち
に
イ
グ
ネ
を
案

内
し
た
庄
子
さ
ん
も
喜
ん
で
く
れ
ま
し

た
。
イ
グ
ネ
を
守
っ
て
い
く
に
は
、
大

き
な
手
間
と
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
イ

グ
ネ
を
伐
採
し
住
宅
用
地
に
し
て
し
ま

っ
た
農
家
も
多
く
、
イ
グ
ネ
を
残
し
て

い
く
こ
と
が
い
か
に
大
変
か
を
物
語
っ

て
い
ま
す
。
長
喜
城
で
も
、
住
民
が
高

齢
化
し
、
は
た
し
て
現
在
の
よ
う
な
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
か
ど
う
か
確
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
庄
子
さ
ん
も
、
も
う
自
分
た
ち

だ
け
で
長
喜
城
の
よ
う
な
イ
グ
ネ
を
守

り
、
後
世
に
残
し
て
い
く
こ
と
は
無
理

か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
む

し
ろ
、
次
の
世
代
の
子
ど
も
た
ち
に
イ

グ
ネ
の
価
値
を
知
っ
て
も
ら
い
、
み
ん

な
で
守
っ
て
く
れ
れ
ば
心
強
い
と
思
い
、

子
供
た
ち
の
体
験
学
習
の
申
し
出
に
積

極
的
に
応
じ
て
く
れ
た
の
で
す
。

運
河
で
子
ど
も
た
ち
と

船
に
の
る

西
條
さ
ん
た
ち
は
、
今
年
は
子
ど
も

た
ち
と
運
河
で
遊
ぼ
う
と
計
画
し
て
い

ま
す
。

「
若
林
区
に
は
貞
山
運
河
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
木
曳
堀
、
新
堀
、
御
舟

入
堀
の
総
称
で
、
木
曳
堀
は
1
6
0
1

年
に
開
削
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
北
上

川
か
ら
松
島
湾
を
通
っ
て
続
い
て
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
一
部
が
現
在
も
残
っ

て
い
ま
す
。
秋
に
は
そ
こ
で
子
ど
も
た

ち
と
船
に
乗
り
、
地
引
き
網
を
引
い
て

楽
し
も
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
運
河
が

で
き
た
の
は
今
か
ら
4
0
0
年
ほ
ど
前
。

そ
う
い
う
ま
ち
の
歴
史
と
ま
ち
づ
く
り

を
考
え
る
の
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ

イ
ル
ド
の
技
術
は
参
考
に
な
り
ま
す
。

仙
台
の
人
々
で
も
、
北
上
川
か
ら
こ
の

運
河
を
使
っ
て
米
を
運
ん
だ
と
い
う
こ

と
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
意
外
と
い
ま

せ
ん
。
仙
台
港
を
作
っ
た
た
め
に
、
途

中
で
途
切
れ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
は

阿
武
隈
川
と
北
上
川
が
運
河
で
つ
な
が

っ
て
い
た
こ
と
も
、
知
ら
な
い
人
の
ほ

う
が
多
い
」

西
條
さ
ん
は
、
子
ど
も
に
期
待
し
て

い
ま
す
。「
や
は
り
、
ふ
れ
あ
う
機
会

を
増
や
さ
な
い
と
ね
。
子
ど
も
は
お
も

し
ろ
い
こ
と
を
考
え
る
か
ら
。
子
ど
も

た
ち
が
自
分
た
ち
の
ま
ち
、
若
林
区
を

ど
う
し
て
い
く
の
か
考
え
て
も
ら
わ
な

い
と
、
わ
れ
わ
れ
大
人
の
明
日
も
な
い

で
す
か
ら
」

こ
う
語
る
西
條
さ
ん
に
、
高
橋
さ
ん

は
一
見
正
反
対
の
言
葉
を
返
し
ま
す
。

「
将
来
を
子
ど
も
に
託
す
る
の
は
、
今

の
大
人
の
エ
ゴ
。
今
の
大
人
が
、
き
ち

ん
と
自
分
た
ち
の
住
み
良
い
環
境
を
作

ら
な
か
っ
た
ら
将
来
は
な
い
の
に
、
将

来
の
大
人
に
将
来
の
こ
と
を
考
え
て
も

ら
お
う
と
い
う
の
は
、
責
任
放
棄
も
い

い
と
こ
ろ
。
大
人
が
自
分
の
責
任
を
果

た
し
て
、
子
ど
も
は
自
由
に
次
を
生
き

て
い
く
。
渡
す
人
が
、
次
の
こ
と
を
子

ど
も
に
考
え
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
、

虫
が
い
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
そ

し
て
、
水
環
境
ネ
ッ
ト
と
し
て
は
、
大

人
た
ち
が
今
や
る
べ
き
こ
と
を
き
ち
ん

と
や
る
と
い
う
こ
と
が
、
未
来
を
作
る

こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
伝
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
教
え
た

り
変
え
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

だ
い
た
い
お
こ
が
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
自
分
が
楽
し
い
こ
と
は
、

積
極
的
に
す
る
の
で
す
。
決
し
て
『
あ

な
た
も
楽
し
い
で
し
ょ
う
』
と
は
押
し

つ
け
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
」
と
高
橋

さ
ん
は
言
い
ま
す
。

で
も
、
実
は
二
人
の
言
っ
て
い
る
こ

と
は
「
大
人
が
楽
し
ま
な
い
と
、
子
ど

も
に
伝
わ
る
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
共

通
し
た
思
い
。
そ
れ
こ
そ
が
「
子
ど
も

に
ど
う
し
た
ら
伝
わ
る
か
」
と
い
う
こ

と
を
考
え
抜
い
て
達
し
た
結
論
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
と
い
う

環
境
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
イ
グ
ネ
を

題
材
に
し
た
水
の
文
化
を
子
ど
も
た
ち

に
伝
え
る
活
動
と
し
て
「
地
元
化
」
し

て
い
っ
た
秘
密
。
そ
れ
は
、「
自
分
が

楽
し
い
と
思
っ
た
こ
と
を
す
る
」
と
い

う
大
人
が
忘
れ
か
け
た
、
人
間
本
来
の

姿
に
あ
る
よ
う
で
す
。

水の文化楽習実践取材 おとなが楽しまないと子どもに伝わらない

青葉城跡�
仙台駅�

若林区�
貞
山
運
河�

新
堀�

御
舟
入
堀�

長喜城�

名取川�

広瀬川�

七北田川�

仙台港�

塩竃� 松島�

阿武隈川�

北上川�
仙台�
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雨
雫

雪
雲

雰
電

雷
零

雹
需

震
霊

霄
霆

霈
霍

霓
霎

霑
霏

２
０
０
３
年
３
月
、
大
阪
・
京
都
・
滋
賀
に
お
い
て

「
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
開
か
れ
る
。
世
界
水
フ
ォ
ー

ラ
ム
成
功
の
祈
願
祭
が
２
０
０
２
年
４
月
29
日
、
京
都

の
貴
船
神
社
に
て
行
わ
れ
た
。
翌
日
の
京
都
新
聞
は

「
晴
乞
、
雨
乞
の
神
事
が
千
年
振
り
に
再
現
さ
れ
た
。
皇

室
が
平
安
中
期
ま
で
晴
天
を
願
っ
て
白
馬
を
、
雨
を
願

っ
て
は
黒
馬
を
奉
納
し
た
。
二
頭
の
神
馬
が
神
職
に
手

綱
を
と
ら
れ
て
拝
殿
の
周
り
を
三
周
し
た
」
と
報
じ
た
。

生
き
た
馬
は
、
や
が
て
描
か
れ
た
馬
に
変
わ
り
、
願
い

事
を
書
い
て
奉
納
す
る
現
代
の
絵
馬
に
変
遷
し
て
い
く
。

高
原
三
郎
著
・
発
行
『
大
分
の
雨
乞
』（
１
９
８
４
年
）

で
は
、
絵
馬
と
雨
乞
に
つ
い
て
、「
農
耕
時
代
に
入
り
、

支
配
権
力
が
あ
ら
わ
れ
る
と
彼
等
は
君
主
水
徳
の
観
念

に
よ
り
、
水
、
雨
の
順
調
に
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

旱
魃
が
激
甚
と
な
る
と
、
人
を
殺
し
て
神
へ
供
え
、
さ

ら
に
時
代
が
下
が
る
と
人
に
代
わ
っ
て
牛
・
馬
が
犠
牲

と
さ
れ
、
さ
ら
に
生
き
馬
に
代
わ
っ
て
木
馬
、
紙
馬
を

献
上
し
、
そ
し
て
今
日
の
よ
う
に
神
社
に
絵
馬
を
献
上

す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
書
は
雨

乞
の
歴
史
、
雨
乞
の
習
俗
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
、
大
分

の
雨
乞
を
く
ま
な
く
調
査
し
た
結
果
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
中
国
、
朝
鮮
、
台
湾
、
琉
球
王
朝
、
ア
イ

ヌ
の
雨
乞
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
点
が
お
も
し
ろ
い
。

日
本
各
地
の
古
来
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
た
雨
乞
儀

式
に
つ
い
て
、
膨
大
な
資
料
に
基
づ
き
、
歴
史
的
、
体

系
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
が
高
谷
重
夫
著
『
雨
乞

習
俗
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
１
９
８
２
年
）
で
、
い
わ

ば
雨
乞
研
究
に
関
す
る
バ
イ
ブ
ル
で
あ
る
。
こ
の
中
で

「『
扶
桑
略
記
』（
平
安
時
代
末
期
に
書
か
れ
た
歴
史
書
　
仏
教
史
が
中
心
）

の
推
古
天
皇
33
年
（
６
２
５
年
）
の
条
に
、
高
麗
僧
恵
灌

に
命
じ
て
雨
を
降
ら
せ
た
と
い
う
記
事
、
お
よ
そ
年
代

記
の
存
す
る
限
り
で
は
、
日
本
の
雨
乞
資
料
と
し
て
最

も
古
い
も
の
で
あ
る
。
雨
乞
が
仏
教
に
よ
っ
て
始
ま
っ

た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
古
代
人
が
雨
を
祈
っ
た
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
神
々
に
関
す
る
伝
承
が
わ
ず
か
に

存
す
る
限
り
で
あ
る
」
と
、
雨
乞
の
由
来
が
記
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
各
地
の
雨
乞
儀
式
が
類
型
化
さ

れ
て
い
る
。
宮
に
籠
る
ア
マ
ゴ
モ
リ
。
水
を
浴
び
る
ミ

ソ
ギ
。
地
蔵
を
水
に
つ
け
、
縄
で
し
ば
る
雨
乞
地
蔵
。

動
物
、
魚
類
の
供
儀
。
池
や
泉
の
水
を
代
え
て
乾
か
す

水
か
え
行
事
。
池
に
牛
・
馬
の
糞
、
不
浄
の
物
を
入
れ

雨
の
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
す
。
山
に
登
り
雨
乞
の

火
焚
き
。
雨
の
神
を
喜
ば
せ
て
雨
を
降
ら
す
雨
乞
踊
り
、

能
楽
、
獅
子
舞
、
雨
乞
太
鼓
踊
り
、
等
々
。

同
じ
著
者
に
よ
る
『
雨
の
神
』（
岩
崎
美
術
社
、
１
９
８
４

年
）
で
は
、
飲
用
水
や
灌
漑
用
水
を
水
害
か
ら
守
る
た
め

水
神
を
祀
る
こ
と
が
習
俗
化
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

雨
水
を
司
る
雨
の
神
と
し
て
龍
王
や
龍
神
が
祀
ら
れ
、

各
地
に
雨
乞
社
、
雨
の
宮
、
雨
降
社
、
龍
王
社
が
分
布

す
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
有
明
海
北
岸
佐
賀
県
川
副
町

は
干
拓
で
開
か
れ
た
地
域
だ
が
、
こ
の
町
に
は
雨
の
神

と
海
の
神
の
両
方
を
祀
る
龍
王
社
が
存
す
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
書
で
は
、
泉
鏡
花
で
有
名
な
夜
叉
が
池
伝
説
に
つ

い
て
も
論
じ
て
い
る
。

平
安
の
初
め
、
美
濃
地
域
に
日
照
り
が
続
き
、
美
濃

郡
司
安
八
太
夫
安
次
は
田
ん
ぼ
に
い
た
蛇
に
、「
水
が
欲

し
い
。
も
し
、
雨
を
降
ら
せ
た
ら
俺
の
娘
八
叉
姫
を
嫁

に
や
ろ
う
」
と
つ
ぶ
や
い
た
。
蛇
は
即
座
に
慈
雨
を
も

た
ら
し
、
蛇
は
八
叉
姫
を
夜
叉
が
池
に
む
か
え
る
。
こ

の
伝
説
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
坂
内
村
誌
編
集
委
員
会

編
『
夜
叉
が
池
』（
坂
内
村
教
育
委
員
会
、
１
９
８
７
年
）
や
、

安
八
太
夫
安
次
の
子
孫
と
い
わ
れ
る
岐
阜
県
神
戸
町
の

石
原
傳
兵
衛
著
・
発
行
『
夜
叉
が
池
説
』（
１
９
９
１
年
）

の
書
が
あ
る
。
夜
叉
が
池
は
岐
阜
県
坂
内
村
の
標
高
１

１
０
５
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、
今
で
も
雨
沢
の
恵
み
の

源
泉
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。

先
に
紹
介
し
た
高
谷
重
夫
氏
に
よ
る
と
、
龍
と
か
大

水の文化書誌 《雨乞い》②
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洗うを洗う　涙はなぜ美しいのか 霑
霏

霖
霙

霞
霜

霤
霧

霪
露

霸
霰

霹
霽

霾
靄

靈
靂

蛇
と
い
う
型
を
つ
く
り
雨
を
乞
う
祈
願
法
は
、
東
北
か

ら
九
州
ま
で
広
く
分
布
す
る
と
い
う
。
埼
玉
県
鶴
ヶ
島

市
教
育
委
員
会
編
・
発
行
『
脚
折
雨
乞
』（
２
０
０
０
年
）

で
は
、
長
さ
30
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
麦
藁
の
龍
を
雷
電
神

社
の
カ
ン
ダ
チ
の
池
に
入
れ
『
雨
ふ
る
た
ん
じ
ゃ
い
』

と
唱
え
る
祭
り
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
川
崎
市
博
物
館

資
料
調
査
室
編
『
川
崎
の
雨
乞
い
』（
川
崎
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
準
備
室
・
１
９
８
８
年
）
の
中
で
も
、
市
内
の
中
原
地
区

で
は
、
か
つ
て
大
蛇
を
担
い
で
田
の
中
を
練
り
歩
い
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
各
地
に
は
雨
乞
山
、
雨
乞

岳
が
存
す
る
。
日
照
り
が
続
く
と
、
山
に
登
り
、
鉦
を

な
ら
し
、
雨
の
神
に
祈
る
。
西
尾
寿
一
著
『
鈴
鹿
山
地

の
雨
乞
』（
京
都
の
山
の
会
出
版
、
１
９
８
８
年
）
に
は
、
こ
の

有
様
が
記
さ
れ
て
い
る
。

少
雨
と
い
う
と
讃
岐
、
現
在
の
香
川
県
だ
。
瀬
戸
内

海
気
候
の
た
め
年
間
平
均
降
雨
量
が
１
２
０
０
ミ
リ
に

過
ぎ
な
い
。
山
地
は
県
土
の
40
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、

大
き
な
山
と
河
川
が
な
い
た
め
、
昔
か
ら
水
に
難
儀
し
、

旱
魃
に
は
泣
か
さ
れ
、
た
め
池
が
多
く
造
ら
れ
て
き
た
。

昭
和
49
年
、
徳
島
県
池
田
町
か
ら
、
吉
野
川
の
水
が
香

川
用
水
に
よ
っ
て
導
水
さ
れ
て
か
ら
、
河
川
、
た
め
池
、

香
川
用
水
の
水
を
併
せ
有
効
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、

水
を
大
事
に
す
る
県
民
性
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

菅
原
道
真
公
が
讃
岐
の
国
司
で
あ
っ
た
時
、
彼
の
祈
雨

で
潤
雨
を
得
、
そ
の
喜
び
に
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
香

川
県
綾
歌
郡
綾
南
町
の
「
滝
宮
雨
乞
踊
り
」
が
今
で
も

滝
宮
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
香
川
県
教
育
委
員
会

編
・
発
行
『
讃
岐
の
雨
乞
踊
調
査
報
告
書
』（
１
９
７
９
年
）

に
は
、
讃
岐
地
域
の
雨
乞
踊
り
に
つ
い
て
詳
し
く
調
査

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
香
川
県
大
野
原
町
田
野
々
雨
乞

保
存
会
編
・
発
行
『
雨
乞
踊
今
昔
と
保
存
会
春
秋
』（
１
９

９
２
年
）
は
、
昭
和
８
年
の
大
旱
魃
に
よ
り
一
時
途
絶
え

た
、
慶
長
年
間
か
ら
続
く
踊
り
が
昭
和
46
年
に
復
活
し

た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
正
岡
子
規
は
「
月
赤
し
雨
乞

踊
り
見
に
行
か
ん
」
と
詠
ん
で
い
る
。

雨
乞
太
鼓
踊
り
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
月
ヶ
瀬
村
石

打
太
鼓
保
存
会
編
・
発
行
『
石
打
太
鼓
踊
復
活
記
念
誌
』

（
１
９
８
９
年
）、
同
県
都
部
村
教
育
委
員
会
編
・
発
行
『
吐

山
太
鼓
お
ど
り
』（
１
９
８
３
年
）、
熊
本
県
宇
土
市
教
育
委

員
会
編
発
行
『
宇
土
雨
乞
い
大
太
鼓
調
査
報
告
書
』
な

ど
が
あ
る
。
宇
土
は
、
江
戸
時
代
、
細
川
三
万
石
の
陣

屋
が
置
か
れ
、
農
村
地
区
で
は
集
落
ご
と
に
大
太
鼓
を

所
有
し
、
雨
乞
い
祭
り
、
虫
追
い
行
事
に
大
太
鼓
を
使

っ
て
き
た
。
昭
和
61
年
か
ら
宇
土
大
太
鼓
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
で
は
雨
乞
大
太
鼓

が
地
域
起
こ
し
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

さ
て
、
朝
鮮
の
雨
乞
儀
式
は
、
動
物
を
あ
く
ま
で
も

供
え
物
、
供
儀
で
、
日
本
の
よ
う
に
雨
の
神
を
怒
ら
せ

る
不
浄
物
を
与
え
る
考
え
は
な
か
っ
た
と
高
谷
重
夫
氏

は
推
論
し
て
い
る
。
韓
国
の
研
究
者
、

『
祈

雨
祭
』（
岩
田
書
院
、
２
０
０
１
年
）
は
、
雨
乞
儀
式
に
関
す

る
韓
日
比
較
民
俗
学
的
研
究
の
書
で
あ
り
、
雨
乞
い
の

国
際
比
較
を
行
っ
た
初
の
書
で
あ
る
。
古
代
の
韓
国
で

は
、
旱
魃
に
よ
る
雨
乞
儀
礼
と
そ
の
対
策
は
王
の
責
任

で
行
わ
れ
た
。
こ
の
災
害
が
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

は
、
そ
の
責
任
を
と
ら
さ
れ
、
王
は
殺
さ
れ
た
と
い
う
。

日
本
で
は
、
旱
魃
解
消
の
責
任
が
天
皇
の
死
ま
で
は
つ

な
が
ら
な
か
っ
た
。

雨
乞
習
俗
を
考
え
る
と
、
古
代
か
ら
日
本
人
と
水
と

の
関
わ
り
方
は
深
く
、
水
の
文
化
、
食
の
文
化
、
芸
能

の
文
化
と
大
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

日
本
各
地
の
雨
乞
習
俗
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
、
絶
え
て

い
る
も
の
は
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
水
の
文
化
の
発
展
に

つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、
世
界
の
雨
乞
習
俗
の
調
査
研
究
、

そ
の
国
際
比
較
も
ま
た
、
水
の
文
化
の
未
来
に
つ
な
が

る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

水・河川・湖沼関係文献研究会古賀邦雄　1967（昭和42）年水資源開発公団に入社。勤務のかたわら30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集。
昨年退職し現在、日本河川開発調査会、筑後川水問題研究会に所属。水に関わる啓蒙活動に専念している。
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陣
内
秀
信
・
岡
本
哲
志

『
水
辺
か
ら
都
市
を
読
む
〜
舟
運
で
栄
え
た
港
町
〜
』
発
刊

『
水
の
文
化
』
創
刊
時
よ
り
適
時
連
載
・
好
評
を
博
し
て
き
た
「
舟
運
か

ら
都
市
の
水
の
文
化
を
読
む
」
が
法
政
大
学
出
版
局
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

1
9
9
7
年
よ
り
継
続
し
て
き
た
五
年
間
の
活
動
結
果
の
集
大
成
と
な
っ
て

い
ま
す
。

訪
れ
た
都
市
は
数
知
れ
ず
。
日
本
の
佐
原
に
始
ま
り
、
大
阪
、
足
羽
川
、

最
上
川
流
域
、
瀬
戸
内
海
、
伊
勢
湾
な
ど
を
起
点
に
、
中
国
・
蘇
州
、
タ

イ
・
バ
ン
コ
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
イ
タ
リ
ア
・
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
・
・
・
。
舟
運
に
よ
っ
て
発
展
し
た
都
市
を
訪
れ
、
徹
底
し
た
フ
ィ
ー

ル
ド
調
査
を
通
し
て
、
往
時
の
都
市
の
構
造
、
そ
の
豊
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

今
に
続
く
活
気
に
あ
ふ
れ
た
人
び
と
の
暮
ら
し
の
営
み
な
ど
を
重
層
的
に
明

ら
か
に
し
て
い
ま
す
。「
心
地
よ
い
都
市
の
水
辺
」
作
り
の
解
説
書
と
し
て

き
わ
め
て
現
代
的
な
読
み
方
が
で
き
る
必
読
書
と
な
っ
て
い
ま
す
。

目
次
よ
り

第
一
部
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
編
　
水
が
彩
る
交
易
都
市

オ
ラ
ン
ダ
の
港
町

ホ
ー
ル
ン
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
　
　
イ
タ
リ
ア
の
港
町

ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
、
ブ
ラ
ー
ノ
島
、
キ
オ
ッ
ジ
ア
、
ト
レ
ヴ
ィ
ー
ゾ
と
シ
ー
レ
川

第
二
部
　
ア
ジ
ア
編
　
現
代
に
生
き
る
水
の
都

中
国
・
江
南
の
水
郷
都
市

蘇
州
、
江
南
の
運
河
を
巡
る
、
周
庄
、
同
里

タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
の
水
辺
空
間

バ
ン
コ
ク
の
水
文
化
を
探
る
、
元
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川

を
巡
る
、
百
年
前
に
開
削
さ
れ
た
運
河
を
行
く
、
バ
ン
コ
ク
水
の
都
の
城
郭
都
市

第
三
部
　
日
本
編
　
埋
も
れ
た
魅
力
の
再
発
見

瀬
戸
内
海
の
港
町

庵
治
、
尾
道
、
鮴
崎
、
御
手
洗
、
鞆
、
笠
島
、
下
津
井
、
牛
窓
、
柳

井
　
　
伊
勢
湾
の
港
町

大
湊
、
神
社
、
伊
勢
湾
横
断
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
、
内
海
、
大
井
、

亀
崎
、
半
田
　
他

水の文化
Information

■
『
水
の
文
化
』
に
関
す
る
情
報
を

お
寄
せ
下
さ
い

本
誌
『
水
の
文
化
』
で
は
、
今
後
も
引
き
続
き
「
人
と
水
と
の
関
わ
り
」
に

焦
点
を
当
て
た
活
動
や
調
査
・
研
究
な
ど
を
ご
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
す
。

・
ユ
ニ
ー
ク
な
水
の
文
化
楽
習
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

・
「
水
の
文
化
」
に
関
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
下
さ
い
。

ミツカン水の文化
交流フォーラム
2002

～もしも蛇口が止まったら～

開催のお知らせ

みなさん。もしも蛇口から水が出なくなったらどうしま

すか。こんな疑問を出発点に、地域で利用できる水はどこ

にあるのか？　その利用法は？　もしもに備え日頃からど

のように水と関わるとよいのか？　様々な疑問をみんなで

考えてみようと、当センターでは『水の文化交流フォーラ

ム』を開催します。

日時：10月29日（火）
17時30分～21時（予定）

会場：江戸東京博物館ホール（１階）
東京都墨田区横網１－４－１
地下鉄都営大江戸線「両国」駅Ａ３出口より徒歩１分
ＪＲ総武線両国駅西口より徒歩３分

水
辺
の
都
市
を
読
む

〜
舟
運
で
栄
え
た
港
町
〜

編
著
者：

陣
内
秀
信
・
岡
本
哲
志
編
著

発
行
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法
政
大
学
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局
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体
４
９
０
０
円
＋
税
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化

第11号

※禁無断転載複写

■水の文化バックナンバーを
ホームページで

ホームページアドレス
http: //www.mizu.gr.jp/
本誌はモノクロでみなさま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ホームページでは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下さい。

■水の文化12号予告
特集「水道の文化」

くらしと水を直結するのが水道です。

水道の普及によりわたしたちの考え方や

行動はどのように変わったのでしょうか。

水道が普及する前は、

どのように水を管理していたのでしょうか。

編
集
後
記

本
誌
も
発
行
丸
3
年
を
経
て
、
今
回
誌
面

を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。
創
刊
号
か
ら

10
号
ま
で
「
水
の
文
化
と
は
何
だ
ろ
う
」
と

編
集
部
も
手
探
り
で
進
め
て
参
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
以
上
に
社
会
の
動
き
は
早
く
、「
水
の

文
化
」
の
意
味
を
一
か
ら
説
明
す
る
必
要
も

な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
、
読
者
の

み
な
さ
ま
か
ら
も
数
々
の
応
援
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
後
も
、
み
な
さ
ま
の
忌
憚
の
な

い
ご
意
見
・
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。（
編
集
部
一
同
）



表紙上：タイのピサヌローク、ナーン川に浮ぶ水上住宅。川の水が生活のすべてを賄っている。
表紙下：京都、貴船神社の手水所
下：ガンジス川の水の缶詰
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