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１
９
６
０
年
代
に
は
ル
ー
ス
リ
ー
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

ド
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
（
ゆ
る
や
か
な
構
造
を
も
っ
た
社
会
）

と
い
う
言
葉
が
大
流
行
で
し
た
。
日
本
と
タ
イ
の
社
会
を

比
較
し
て
、
Ｊ
・
Ｆ
・
エ
ン
ブ
リ
ー
が
日
本
は
タ
イ
ト

（
き
っ
ち
り
し
た
）、
タ
イ
は
ル
ー
ス
（
ゆ
る
や
か
）
と
い

っ
た
の
で
す
。
タ
イ
人
は
二
人
で
歩
い
て
も
足
並
み
を
そ

ろ
え
な
い
、
タ
イ
人
の
部
屋
は
乱
雑
だ
、
タ
イ
人
は
日
和

見
主
義
だ
。
タ
イ
社
会
に
は
組
織
が
な
い
。
日
本
の
社
会

に
比
べ
る
と
こ
う
し
た
特
徴
が
あ
る
と
し
、
だ
か
ら
こ
れ

は
ル
ー
ス
に
構
造
さ
れ
た
社
会
だ
と
し
た
の
で
す
。
タ
イ

の
人
た
ち
が
聞
け
ば
不
快
に
思
う
よ
う
な
こ
う
し
た
議
論

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

地
域
研
究
を
や
っ
て
い
た
私
た
ち
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た

こ
と
が
起
こ
る
の
か
考
え
ま
し
た
。
何
度
か
タ
イ
を
歩
き

ま
わ
っ
て
、
そ
の
答
え
は
「
そ
れ
は
洪
水
の
起
こ
り
方
が

違
う
か
ら
だ
」「
雨
期
の
様
子
が
違
う
か
ら
だ
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
雨
期
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
梅
雨
の
雨
で
川
は

水
か
さ
を
増
し
ま
す
。
す
る
と
人
々
は
川
に
堰
を
か
け
、

水
路
で
水
を
引
い
て
き
て
稲
を
植
え
付
け
ま
し
た
。
井
堰

や
水
路
の
建
設
、
維
持
は
個
人
で
は
難
し
い
か
ら
共
同
作

業
で
や
り
ま
し
た
。
梅
雨
と
い
え
ば
皆
が
一
斉
に
出
動
し
、

協
力
し
て
田
植
え
を
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
常
識
で
し
た
。

私
の
字
な
ど
で
は
秋
の
台
風
時
が
ま
た
大
変
で
し
た
。
い

つ
近
く
の
堤
防
が
破
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。
だ

か
ら
、
台
風
が
来
る
と
消
防
団
が
川
の
見
廻
り
を
し
ま
し

た
。
洪
水
は
本
当
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
タ
イ
で
は
様
子
が
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

１
９
６
６
年
、
初
め
て
メ
ナ
ム
デ
ル
タ
を
訪
れ
た
私
は
本

当
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
６
月
と
い
え
ば
、
若
稲
の
時

期
の
は
ず
な
の
で
す
が
、
稲
は
見
え
ま
せ
ん
。
地
平
線
に

ま
で
広
が
る
全
面
が
草
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
何
百

頭
も
の
水
牛
が
草
を
食
ん
で
い
ま
し
た
。
な
ん
だ
、
全
面

牧
場
じ
ゃ
な
い
か
、
私
は
そ
う
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

や
が
て
私
は
土
地
の
人
達
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
洪
水
が
や
っ
て
来
る
。
す
る
と
雑
草
は
み
な
溺
れ
死
に
、

稲
だ
け
が
茎
を
伸
ば
し
て
、
水
面
に
顔
を
出
し
、
花
を
咲

か
せ
る
。
こ
こ
は
浮
稲
地
帯
だ
っ
た
の
で
す
。

１
０
０
km
四
方
が
ま
っ
平
ら
で
広
が
っ
て
い
る
デ
ル
タ

で
は
日
本
風
の
稲
作
は
で
き
な
い
の
で
す
。
５
月
に
な
る

と
人
び
と
は
ま
だ
水
の
な
い
デ
ル
タ
を
水
牛
で
す
き
起
し
、

籾
を
バ
ラ
蒔
く
の
で
す
。
や
が
て
、
稲
は
雑
草
と
一
緒
に

芽
を
吹
き
出
し
ま
す
。
だ
が
、
こ
の
時
に
は
雑
草
が
多
く

て
、
と
う
て
い
水
田
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
水
牛
が

入
っ
て
草
を
食
う
の
で
す
。
こ
う
い
う
稲
作
の
な
か
で
は
、

井
堰
作
り
の
た
め
の
共
同
労
働
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
井
堰

な
ど
作
り
た
く
て
も
で
き
な
い
の
で
す
。
洪
水
は
あ
ま
り

に
も
広
範
囲
に
や
っ
て
く
る
の
で
、
人
び
と
は
た
だ
そ
れ

に
身
を
委
ね
て
、
生
き
る
以
外
に
手
が
な
い
の
で
す
。

メ
ナ
ム
デ
ル
タ
の
洪
水
は
雄
大
で
す
。
だ
が
、
危
険
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
堤
防
を
破
り
、
家
を
流
す
よ
う
な
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゆ
っ
く
り
と
や
っ
て
き
て
、
デ
ル
タ
全

体
を
覆
い
、
稲
を
生
育
さ
せ
、
膨
大
な
量
の
魚
を
呼
ん
で

く
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
洪
水
は
破
壊
を
も
た
ら
す
恐

ろ
し
い
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
恵
み
を
も
た

ら
し
て
く
れ
る
、
あ
り
が
た
い
も
の
な
の
で
す
。

所
変
わ
れ
ば
品
変
わ
る
。
世
界
を
広
く
見
渡
し
て
み
る

と
い
ろ
い
ろ
の
種
類
の
「
洪
水
」
が
あ
り
、
雨
期
の
風
景

が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
巧
み
に
利
用
し
た
人
び

と
の
生
活
が
あ
り
ま
す
。
政
治
・
経
済
だ
け
で
引
か
れ
た

国
境
を
一
度
取
り
払
っ
て
み
て
、
雨
期
の
風
景
を
主
題
に

し
た
世
界
地
図
を
作
っ
て
み
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
。
雨

期
の
世
界
単
位
図
で
す
。
雨
期
の
様
子
で
世
界
を
何
十
か

の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て
み
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
は
21
世

紀
中
に
現
れ
る
だ
ろ
う
超
国
家
の
時
代
の
世
界
地
図
に
近

い
も
の
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
谷
好
一
た
か
や
こ
う
い
ち

滋
賀
県
立
大
学
人
間
文
化
学
部
教
授

１
９
３
４
年
生
ま
れ
。
１
９
６
３
年
、
京
都
大
学
大
学
院
理
学
研

究
科
（
地
質
学
専
攻
）
修
了
。
理
学
博
士
。
１
９
９
５
年
、
京
都

大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
を
退
官
、
現
職
に
移
る
。
京
都

大
学
名
誉
教
授
。
著
書
に
『
熱
帯
デ
ル
タ
の
農
業
発
展
』（
創
文
社
）

『
多
文
明
世
界
の
構
図
』（
中
公
新
書
）、『
新
編
・
世
界
単
位
か
ら

世
界
を
見
る
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）
他
多
数
。

雨
期
の
世
界
単
位
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人
口
７
５
０
万
、

実
際
に
は
１
０
０
０
万
人
が
住
む

と
言
わ
れ
る
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
。

こ
の
大
都
市
の
年
中
行
事
と
な
っ
て
い
る
の
が

雨
期
の
「
洪
水
」
で
す
。

毎
年
の
よ
う
に
水
に
浸
か
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

水
に
浸
か
っ
て
も
悠
々
と
構
え
て
い
ら
れ
る
の
は

な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
。

タ
イ
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
水
と
接
し
て
い
る
か
を
知
る
と
、

リ
ス
ク
感
覚
の
違
い
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

ね
じ
伏
せ
ら
れ
る
洪
水
と
、
満
ち
溢
れ
る
満
水
。

そ
の
違
い
は
、
水
害
対
策
と
い
う

私
た
ち
の
考
え
方
を
さ
え
変
え
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
日
本
の
水
防
意
識
の
持
ち
よ
う
を
見
直
す

ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
な
の
で
す
。
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チャオプラヤー川流域
チェンマイ北部から流れるピン
川はブーミポンダム下流でワン
川と合流する。次にスコータイ
を流れるヨム川とピッサヌロー
クを流れるナーン川と、ナコー
ンサワンで合流しチャオプラヤ
ーと名前を変える。中部デルタ
の頂点と呼ばれるナコーンサワ
ンには自然湖ブンボーラペット
があり、水量調節タンクの役割
を担っているが、タイ四大河川
の水量はとても賄いきれない。
チャオプラヤー川はターチーン
川と分岐した後、アユタヤーで
パーサック川と合流し、バンコ
クを抜け海へ灌ぐ。
13世紀、王宮を中心とした都が
スコータイに建設され、タイ族
国家が成立したころ、チェンマ
イにもランナータイ王国、隣り
にはパヤオ王国があった。15世
紀にはアユタヤー王国がスコー
タイ王国を併合。アユタヤーは
14世紀半ばより約400年に渡っ
て栄えたが、18世紀ビルマに滅
ぼされる。1767年、新王がトン
ブリーに都を建設したが15年で
幕を閉じ、チャオプラヤーの対
岸バンコクに都が建設されラタ
ナコーンシン王朝が始まる。現
在に至るタイ王朝の歴史はチャ
オプラヤー川に沿って流れてき
たともいえる。

デルタ
デルタとは河口にできた三角州
のこと。インドシナ半島には、
イラワジデルタ（ミャンマー）、
メコンデルタ（ベトナム）、チャ
オプラヤーデルタ（タイ）とい
う、三つの大きなデルタがある。
イラワジ川は雨期と乾期の水位
差が10mにも及び、洪水の流量
はチャオプラヤー川の10倍を越
える。このため、デルタ開発は、
洪水に備え、農地を堤防で囲う
輪中建設から始められた。メコ
ンデルタは、洪水の流量はイラ
ワジ川と同じ程度だが、途中に
トンレ・サップ湖という巨大な
遊水池を持っていたため、運河
網建設を中心に開発が行われた。
チャオプラヤー川の開発は19世
紀中頃から、縦横に運河を掘る
ことで行われた。
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雨期と乾期
「雨が多いのは、バンコクと名古屋のどちらか？」と聞かれたら、
たいていの人は「バンコク」と答えるだろう。ところが、ここ30
年間の年間降水量の平均を比べると、実際はバンコク（1530mm）
よりも名古屋（1564mm）のほうが多い。東京（1467mm）と比
べても、バンコクは70mm程度多いだけだ。しかし、バンコクの
場合は降り方が偏っている。モンスーン地帯特有の気候のため、
乾期には水が足りなくなり、雨期には東京の倍近くの降雨がある。
だから雨期には浸水が発生する。バンコクを水の都というイメー
ジでとらえるのは、こうした雨期の印象が強いせいだろう。



5

水辺空間の価値を変えた交通モード

柿
崎
一
郎

か
き
ざ
き
い
ち
ろ
う

横
浜
市
立
大
学
国
際
文
化
学
部
講
師

１
９
７
１
年
生
ま
れ
。
東
京
外
国
語
大
学
大
学

院
地
域
文
化
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
主

な
著
書
に
『
タ
イ
経
済
と
鉄
道
』（
日
本
経
済
評

論
社
、
２
０
０
０
）、
共
訳
書
に
リ
ス
ベ
ス
・
ス

ル
イ
タ
ー
『
母
な
る
メ
コ
ン
、
そ
の
豊
か
さ
を

蝕
む
開
発
』（
め
こ
ん
、
１
９
９
９
）
等
が
あ
る
。

水
辺
空
間
の
価
値
を
変
え
た

交
通
モ
ー
ド

公
文
書
史
料
と
格
闘

埋
も
れ
た
宝
を
探
す

―
―
　
柿
崎
さ
ん
が
、
タ
イ
と
か
か
わ
り

始
め
た
き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

父
親
が
タ
イ
に
赴
任
し
た
こ
と
で
、
中

学
校
時
代
に
３
年
間
を
タ
イ
で
過
ご
し
ま

し
た
。
の
ち
に
進
路
を
決
め
る
と
き
に
、

タ
イ
に
か
か
わ
る
研
究
が
し
た
い
と
思
っ

た
の
で
す
が
、
元
来
の
鉄
道
好
き
か
ら
タ

イ
の
交
通
を
専
門
に
し
よ
う
と
思
い
立
ち

ま
し
た
。
た
だ
、
誰
も
手
を
つ
け
て
い
ま

せ
ん
し
、
一
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
、
鉄
道
の
造
ら
れ

る
前
の
状
況
と
鉄
道
敷
設
後
を
比
較
し
よ

う
と
し
て
も
、
先
行
研
究
が
存
在
し
な
か

っ
た
の
で
、
敷
設
前
の
状
況
が
さ
っ
ぱ
り

わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

例
え
ば
、
バ
ン
コ
ク
に
ど
の
よ
う
な
モ

ノ
が
、
ど
れ
く
ら
い
の
量
集
ま
っ
て
く
る

の
か
。
地
方
に
行
く
に
は
ど
の
よ
う
な
手

段
が
あ
り
、
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
か
か

っ
た
の
か
。
こ
ん
な
こ
と
さ
え
も
、
き
ち

ん
と
し
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で

わ
か
ら
な
い
。
で
す
か
ら
、
鉄
道
を
調
べ

る
た
め
に
は
鉄
道
以
外
の
こ
と
を
知
る
必

要
が
生
じ
、
期
せ
ず
し
て
、
物
流
全
般
を

調
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
　
ど
の
よ
う
な
方
法
で
調
べ
て
い
っ

た
の
で
す
か
。

ま
ず
、
資
料
は
主
に
タ
イ
の
公
文
書
で

す
。
１
０
０
年
前
の
史
料
を
１
枚
ず
つ
め

く
っ
て
、「
何
か
出
て
こ
な
い
か
」
と
探

し
ま
す
。

タ
イ
で
は
古
い
資
料
を
探
す
こ
と
が
難

し
い
。
今
で
も
そ
う
で
、
役
所
に
行
き

「
こ
の
デ
ー
タ
過
去
10
年
分
欲
し
い
」
と

言
い
ま
す
と
、
２
年
く
ら
い
し
か
残
っ
て

い
な
い
こ
と
は
ざ
ら
で
す
。
古
い
デ
ー
タ

を
史
料
と
し
て
残
す
と
い
う
習
慣
が
な
か

っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
ビ
ル
マ
な
ど
の
国

で
は
、
当
時
の
宗
主
国
に
史
料
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
タ
イ
は
植

民
地
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
そ
う
い
っ
た

こ
と
も
な
い
の
で
す
。

ラ
ー
マ
５
世
（
在
位
１
８
６
８
〜
１
９

１
０
年
）
に
な
っ
て
か
ら
、
公
文
書
を
意

識
し
て
残
そ
う
と
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
き
ち
ん
と
そ
ろ
っ
て
い
る
の
は
１
８

８
０
年
代
以
降
で
す
。
そ
れ
も
、
す
べ
て

が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
残
す
史
料

を
取
捨
選
択
し
、
後
生
の
人
が
勉
強
で
き

る
よ
う
に
「
サ
ン
プ
ル
」
と
し
て
残
し
て

い
る
例
が
多
い
気
が
し
ま
す
。

で
も
、
探
せ
ば
け
っ
こ
う
出
て
く
る
ん

で
す
よ
。
公
文
書
と
い
う
の
は
一
応
タ
イ

ト
ル
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
中
身

と
タ
イ
ト
ル
が
一
致
し
な
い
。
結
果
と
し

て
中
身
を
全
部
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
ま
す
。
お
も
し
ろ
い
内
容
が
見
つ
か
る

と
き
に
は
、
タ
イ
ト
ル
を
見
た
だ
け
で
は

予
測
が
つ
か
な
い
場
合
の
ほ
う
が
多
い
の

で
す
。
宝
探
し
と
同
じ
で
す
ね
。
タ
イ
の

公
文
書
館
に
は
、
正
味
３
年
か
４
年
の
時

間
を
か
け
て
通
っ
て
い
ま
す
。
日
本
人
で

タ
イ
の
公
文
書
館
を
常
連
に
し
て
い
る
人

と
い
う
の
は
そ
う
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

も
う
ひ
と
つ
役
に
立
っ
た
の
は
、
欧
米

人
の
旅
行
記
で
す
。「
バ
ン
コ
ク
か
ら
チ

ェ
ン
マ
イ
ま
で
何
日
か
か
る
」
と
か
「
こ

こ
ま
で
船
に
乗
っ
て
、
そ
こ
か
ら
象
に
乗

っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
、
事
細
か
に
記
し

て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
全
部
集

め
ま
し
た
。

水
運
の
時
代
は
雨
期
と
乾
期
で

遡
航
先
が
異
な
っ
た

タ
イ
の
鉄
道
は
、
ド
イ
ツ
人
の
技
師
を

迎
え
入
れ
て
造
ら
れ
ま
し
た
。
彼
ら
が
年

次
報
告
書
を
作
る
伝
統
を
確
立
し
た
お
蔭

で
、
鉄
道
に
関
す
る
記
録
は
き
ち
ん
と
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
各
駅
の
貨
物
発
送
と
到

着
量
は
、
全
部
わ
か
り
ま
し
た
。
問
題
は
、

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
流
域
の
近
代
物
流
史
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鉄
道
の
輸
送
状
況
を
比
較
評
価
す
る
た
め

に
、
他
の
交
通
手
段
や
、
鉄
道
建
設
前
の

状
況
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

19
世
紀
後
半
、
タ
イ
で
ど
の
よ
う
な
交

通
手
段
が
使
わ
れ
、
何
が
運
ば
れ
た
か
。

そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
鉄
道
の
効
果

が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
す
。

―
―
　
鉄
道
が
敷
か
れ
る
前
の
主
な
交
通

手
段
は
何
だ
っ
た
の
で
す
か
。

基
本
的
に
水
運
で
す
。
南
部
で
は
沿
岸

航
行
、
バ
ン
コ
ク
か
ら
内
陸
部
に
行
く
と

き
は
、
河
川
水
運
で
す
。
川
が
使
え
な
い

区
間
に
限
り
、
陸
路
が
使
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
ろ
の
タ
イ
の
道
は
、
も
ち
ろ
ん

未
舗
装
で
す
か
ら
非
常
に
状
態
が
悪
い
。

雨
期
に
は
路
面
が
グ
チ
ャ
グ
チ
ャ
に
な
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
水
没
し
て
し
ま
う
。
こ

れ
で
は
、
陸
路
は
完
全
に
水
運
の
補
完
機

能
し
か
持
て
な
い
わ
け
で
す
。

バ
ン
コ
ク
か
ら
、
山
間
部
の
例
え
ば
チ

ェ
ン
マ
イ
に
行
く
と
き
、
雨
期
の
水
位
の

高
い
時
期
に
は
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
を
遡

っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
、

乾
期
で
す
と
、
途
中
か
ら
象
を
使
っ
て
陸

路
で
行
く
と
い
う
の
が
普
通
で
し
た
。
乾

期
で
も
、
支
流
の
ピ
ン
川
の
先
、
タ
ー
ク

ま
で
は
船
で
行
け
ま
す
。
そ
こ
か
ら
上
流

は
、
象
に
乗
り
換
え
た
わ
け
で
す
。

―
―
　
当
時
主
に
運
ん
で
い
た
も
の
は
何

で
す
か
。

バ
ン
コ
ク
か
ら
北
部
に
運
ば
れ
て
い
た

の
は
、
綿
服
や
糸
な
ど
で
す
。

一
方
、
北
部
か
ら
バ
ン
コ
ク
に
運
ば
れ

た
の
は
、
チ
ー
ク
材
な
ど
の
高
級
輸
出
材

や
錫す

ず

で
す
。
チ
ー
ク
は
、
プ
ー
ミ
ポ
ン
ダ

ム
が
で
き
る
１
９
６
０
年
ご
ろ
ま
で
は
川

に
浮
か
べ
て
、
筏
で
流
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
米
は
当
時
の
主
要
輸
出
産
品
で
し

た
か
ら
、
や
は
り
バ
ン
コ
ク
へ
大
量
に
集

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

当
時
は
、
圧
倒
的
に
内
陸
か
ら
バ
ン
コ

ク
へ
の
輸
送
量
が
多
か
っ
た
。
物
流
の
方

向
が
川
の
流
れ
と
一
致
し
て
い
た
の
は
、

都
合
の
い
い
こ
と
で
し
た
。

水
運
の
輸
送
コ
ス
ト
と

空
間
形
成
力

―
―
　
乾
期
に
陸
路
を
使
う
と
す
る
と
、

そ
こ
に
宿
場
の
よ
う
な
も
の
が
発
生
し
た

の
で
す
か
。

ど
う
も
、
宿
場
が
で
き
る
ほ
ど
の
往
来

は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
キ
ャ
ン
プ
の

よ
う
な
形
で
泊
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、
あ

る
資
料
を
見
ま
す
と
、
北
方
で
、
毎
回
同

じ
場
所
で
泊
ま
っ
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
の
地
名
に
、
休
憩
所
を
意
味
す

る
サ
ー
ラ
ー
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

１
日
の
行
程
ご
と
に
、
簡
単
な
休
憩
所
の

よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
暑

い
地
域
で
す
か
ら
、
日
の
出
前
に
歩
き
始

め
、
日
中
は
休
ん
で
、
夕
方
ま
た
歩
く
と

い
う
や
り
方
で
、
１
日
20
km
と
い
う
の
が
、

当
時
の
陸
路
の
目
安
で
し
た
。

ま
た
、
川
沿
い
に
は
細
か
に
物
資
集
散

地
が
散
ら
ば
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
こ

に
は
簡
単
な
宿
泊
施
設
は
あ
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

乾
期
の
と
き
の
積
み
替
え
地
点
は
、
ナ

ー
ン
川
で
は
ウ
ッ
タ
ラ
デ
ィ
ッ
ト
で
す
。

こ
こ
よ
り
北
は
山
岳
地
帯
で
、
象
や
牛
、

騾
馬
を
使
っ
て
隊
商
と
し
て
歩
い
て
い
っ

た
。
積
み
換
え
コ
ス
ト
も
た
い
へ
ん
で
す
。

は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
積

み
替
え
場
所
で
は
、
積
み
替
え
商
が
い
た

の
で
し
ょ
う
。
あ
ら
か
じ
め
手
配
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
中
継
点

に
は
そ
う
い
う
役
割
を
果
た
し
た
人
た
ち

が
い
た
と
思
い
ま
す
。

―
―
　
バ
ン
コ
ク
で
は
、
干
潮
時
と
満
潮

時
で
は
、
河
川
の
水
位
の
差
が
２
m
前
後

あ
る
よ
う
で
す
が
、
舟
運
に
は
影
響
が
あ

り
ま
す
か
。

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
の
河
口
に
は
砂
洲

が
あ
り
、
海
路
で
バ
ン
コ
ク
に
入
る
船
は

満
潮
を
待
た
な
け
れ
ば
、
そ
の
砂
洲
を
越

え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

地
図
を
見
る
と
、
バ
ン
コ
ク
の
手
前
に

大
き
く
湾
曲
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

開
削
し
て
川
の
流
れ
を
真
っ
直
ぐ
に
し
た

時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
満
潮
時
に
海
水

が
ト
ン
ブ
リ
ー
の
果
樹
園
に
ま
で
影
響
を

及
ぼ
す
の
で
、
現
在
で
は
あ
え
て
湾
曲
し

た
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
然
相
手

の
事
柄
は
、
効
率
だ
け
で
は
推
し
量
れ
な

い
側
面
も
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

一
般
的
な
船
の
大
き
さ
は
、
４
人
乗
っ

て
、
１
人
が
舵
を
取
り
、
最
大
で
４
t
の

荷
物
を
運
ん
だ
そ
う
で
す
。

１
８
７
０
年
代
に
蒸
気
船
に
な
っ
て
か

ら
、
下
流
の
方
の
遡
上
は
楽
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
蒸
気
船
も
、
水
の
少
な
い
時
に

は
、
ナ
コ
ー
ン
サ
ワ
ン
ま
で
し
か
遡
れ
ま

せ
ん
。
乾
期
に
な
る
と
、
そ
こ
ま
で
も
行

け
な
く
て
、
ア
ユ
タ
ヤ
ー
の
先
に
あ
る
ア

ー
ン
ト
ー
ン
と
い
う
町
ま
で
で
す
。
商
人

に
と
っ
て
、
乾
期
は
輸
送
コ
ス
ト
が
か
か

っ
て
仕
方
が
な
い
の
で
す
。

政
治
的
事
情
が
左
右
し
た

鉄
道
経
路

そ
の
後
、
１
８
８
０
年
代
に
バ
ン
コ
ク

か
ら
地
方
に
鉄
道
を
敷
設
す
る
計
画
が
出

て
き
ま
す
。
タ
イ
が
鉄
道
を
造
ろ
う
と
し

た
の
に
は
、
２
つ
の
き
っ
か
け
が
あ
り
ま

し
た
。
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成
し
ま
し
た
。

次
に
計
画
さ
れ
た
の
が
、
チ
ェ
ン
マ
イ

へ
至
る
北
線
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
モ

ー
ル
メ
イ
ン
〜
雲
南
間
の
鉄
道
計
画
を
認

め
る
代
わ
り
に
、
タ
イ
が
建
設
を
約
束
し

た
路
線
の
一
部
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

コ
ー
ラ
ー
ト
線
に
次
い
で
建
設
さ
れ
る
べ

き
で
し
た
が
、
コ
ー
ラ
ー
ト
線
の
建
設
請

負
業
者
と
の
間
で
、
訴
訟
問
題
が
発
生
し

た
た
め
に
北
線
の
着
工
は
大
幅
に
遅
れ
ま

し
た
。
１
９
０
９
年
に
ウ
ッ
タ
ラ
デ
ィ
ッ

ト
ま
で
、
１
９
２
１
年
に
チ
ェ
ン
マ
イ
ま

で
開
通
し
ま
し
た
。

タ
イ
の
鉄
道
史
の
特
殊
性
は
、
輸
送
手

段
と
し
て
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
、
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン

ス
か
ら
の
外
圧
に
対
抗
す
る
た
め
と
い
う

こ
と
が
、
他
国
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
点

で
す
。

―
―
　
鉄
道
と
水
運
が
競
合
す
る
時
代
は

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

バ
ン
コ
ク
と
地
方
を
結
ぶ
鉄
道
網
を
構

築
し
よ
う
と
す
る
と
、
必
然
的
に
鉄
道
と

水
運
が
並
行
し
た
区
間
が
生
じ
ま
す
。
こ

こ
で
、
鉄
道
と
水
運
が
競
合
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

コ
ス
ト
的
に
見
る
と
、
鉄
道
が
水
運
よ

り
安
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で

す
ね
。
鉄
道
も
雨
期
は
安
く
、
乾
期
は
高

い
価
格
設
定
を
行
い
、
水
運
と
競
合
し
て

い
ま
し
た
。
実
際
の
運
賃
以
外
で
問
題
と

な
っ
た
の
は
、
輸
送
時
間
の
迅
速
性
で
す
。

輸
送
時
間
で
は
鉄
道
の
ほ
う
が
水
運
よ
り

圧
倒
的
に
速
い
こ
と
か
ら
、
迅
速
さ
が
要

求
さ
れ
る
物
資
の
輸
送
に
は
、
鉄
道
が
有

利
で
し
た
。
し
か
し
、
当
時
最
も
重
要
な

産
物
で
あ
っ
た
米
は
、
輸
送
に
時
間
が
か

か
っ
て
も
、
品
質
に
大
き
な
影
響
が
出
な

い
こ
と
か
ら
、
水
運
の
ほ
う
が
好
ま
れ
ま

し
た
。

し
か
し
、
自
動
車
に
よ
る
陸
運
の
登
場

で
、
積
み
替
え
コ
ス
ト
の
発
生
と
い
う
点

で
は
、
水
運
も
鉄
道
も
大
同
小
異
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

開
発
の
始
ま
り
と

全
国
に
伸
び
る
道
路
網

１
９
３
２
年
に
立
憲
革
命
が
お
き
、
王

制
か
ら
民
主
制
に
移
行
し
ま
す
。
そ
の
後
、

道
路
を
積
極
的
に
整
備
す
る
こ
と
に
な
り
、

バ
ン
コ
ク
か
ら
地
方
へ
の
道
路
が
徐
々
に

造
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
ま
で
鉄
道
と
水
運
に
二
分
さ
れ
て

い
た
バ
ン
コ
ク
の
輸
送
手
段
に
、
新
た
に

道
路
と
い
う
選
択
肢
が
加
わ
っ
た
の
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
が
全
国
に
広
が
り
、
自
動
車

輸
送
が
主
流
に
な
っ
て
く
る
の
は
60
年
代

ご
ろ
ま
で
か
か
り
ま
す
。

―
―
　
61
年
か
ら
第
１
次
経
済
社
会
開
発

計
画
が
始
ま
り
ま
す
ね
。
こ
こ
か
ら
開
発

の
局
面
が
変
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、

交
通
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
ま
す
か
。

開
発
と
の
関
係
で
道
路
が
脚
光
を
浴
び

る
の
が
、
１
９
５
８
年
に
ア
メ
リ
カ
の
援

助
で
完
成
し
た
サ
ラ
ブ
リ
ー
〜
コ
ー
ラ
ー

ト
間
の
「
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
・
ハ
イ
ウ
ェ

イ
」
と
呼
ば
れ
る
道
路
で
す
。
タ
イ
東
北

部
と
ラ
オ
ス
の
共
産
化
を
阻
止
す
る
の
が

目
的
で
し
た
。
タ
イ
で
初
め
て
の
高
規
格

道
路
で
、
外
国
の
土
木
企
業
に
よ
り
整
備

さ
れ
ま
し
た
。
完
全
舗
装
で
、
車
が
時
速

１
０
０
km
で
走
れ
る
よ
う
な
道
路
で
す
。

そ
れ
ま
で
コ
ー
ラ
ー
ト
ま
で
は
鉄
道
で
８

水辺空間の価値を変えた交通モード

ひ
と
つ
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が

鉄
道
を
造
ら
せ
て
く
れ
と
申
し
出
て
き
た

こ
と
。
当
時
イ
ギ
リ
ス
は
ビ
ル
マ
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
は
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
中
国
へ
入

る
ル
ー
ト
を
持
ち
た
い
と
い
う
念
願
が
あ

り
、
タ
イ
を
経
由
地
と
し
て
利
用
し
た
い

思
惑
が
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
「
鉄
道

を
両
国
に
造
ら
せ
た
ら
、
沿
線
の
領
土
が

奪
わ
れ
て
し
ま
う
」
と
警
戒
し
た
タ
イ
政

府
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
「
鉄
道
は
造
ら
せ
な

い
が
、
代
わ
り
に
、
自
分
た
ち
で
バ
ン
コ

ク
か
ら
チ
ェ
ン
マ
イ
ま
で
鉄
道
を
敷
設
す

る
。
そ
れ
が
完
成
し
た
ら
、
ビ
ル
マ
側
と

も
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
」
と
約
束
し
た
わ
け

で
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
は
、
漢
族
ホ

ー
の
反
乱
で
す
。
ラ
オ
ス
の
北
部
（
当
時

は
タ
イ
領
）
で
漢
族
ホ
ー
（
太
平
天
国
の

乱
の
残
党
と
言
わ
れ
て
い
る
）
の
反
乱
が

あ
り
、
そ
の
討
伐
が
85
年
か
ら
86
年
に
か

け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
バ
ン
コ
ク
か
ら
ウ

ッ
タ
ラ
デ
ィ
ッ
ト
ま
で
大
量
の
兵
士
と
食

糧
を
船
で
輸
送
し
、
そ
こ
か
ら
は
象
や
家

畜
を
使
っ
て
陸
路
で
メ
コ
ン
川
に
出
る
。

そ
れ
か
ら
、
ル
ア
ン
プ
ラ
バ
ー
ン
と
い
う

ラ
オ
ス
の
王
都
ま
で
水
路
で
行
き
ま
す
。

大
量
の
輸
送
で
す
し
、
各
地
方
の
領
主
に

経
費
を
負
担
さ
せ
、
輸
送
手
段
で
あ
る
象

や
家
畜
を
供
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
、

バ
ン
コ
ク
か
ら
送
っ
た
米
が
現
地
に
は
ほ

と
ん
ど
届
か
な
い
と
い
う
有
様
に
終
わ
り

ま
し
た
。
こ
う
い
う
一
件
が
あ
り
、
ラ
ー

マ
５
世
と
タ
イ
政
府
は
、
象
や
家
畜
に
頼

っ
て
の
陸
上
輸
送
に
は
限
界
が
あ
る
と
思

い
知
ら
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

敷
設
経
路
に
つ
い
て
は
、
水
運
が
使
え

る
場
所
に
並
行
し
て
鉄
道
を
造
っ
て
も
輸

送
費
用
の
面
で
は
あ
ま
り
意
味
が
あ
り
ま

せ
ん
。
チ
ェ
ン
マ
イ
へ
の
鉄
道
で
は
、
途

中
の
ナ
コ
ー
ン
サ
ワ
ン
よ
り
南
で
は
舟
運

の
ほ
う
が
有
利
な
の
で
、
水
運
の
使
え
な

い
場
所
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
見
が

あ
り
、
バ
ン
コ
ク
〜
コ
ー
ラ
ー
ト
間
が
ま

ず
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
に
着
手
さ
れ

た
コ
ー
ラ
ー
ト
線
は
、
１
９
０
０
年
に
完

1965�

道路 96%  67,086,000トン� 道路 90%  121,228,000トン�

鉄道 16%鉄道 26%

水運 43%

鉄道 3%

水運 8%

鉄道 3%

水運 3%

水運 14%

道路 42%  5,836,000トン�道路 60%  2,519,000トン�

2000�

発� 着�

右頁：タイの鉄道建設前の交通状況図。 左上：1906年タイ鉄道局の鉄道建設計画路線図。
ともに柿崎一郎『タイ経済と鉄道』日本経済評論社、2000年より

右上：20世紀初頭の象の陸送隊列。Karl Do
I I

hring, The Country and People of Siam, Land und Volk,1923より

右下：川幅いっぱいに並ぶチーク材の筏。Arnold Wright, Twentieth Century Impressions of Siam LLOYD'S
GREATER BRITAIN PUBLISHING COMPANY,LTD.1903より

下：バンコク発着の国内貨物の水運、鉄道、道路における輸送量比較。道路輸送の量、割合が大きく伸びている
が、水運、鉄道の輸送量そのものが減ったわけではない。
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時
間
か
か
っ
て
い
た
の
が
、
車
で
４
時
間

で
行
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

道
路
ぞ
い
に
は
畑
が
ど
ん
ど
ん
広
が
り
、

牛
乳
製
造
等
の
工
場
が
で
き
、
い
わ
ゆ
る

「
開
発
」
さ
れ
た
空
間
が
、
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
人
々
は
「
開
発
」
が

ど
の
よ
う
も
の
な
の
か
を
、
目
の
当
た
り

に
し
た
わ
け
で
す
。
本
当
は
誤
解
の
よ
う

な
気
が
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
結

果
を
目
指
し
て
、
道
路
を
全
国
に
伸
ば
そ

う
と
し
た
の
が
60
年
代
な
の
で
す
。

タ
イ
の
開
発
体
制
は
、
１
９
５
８
年
〜

63
年
の
サ
リ
ッ
ト
政
権
に
端
を
発
し
て
い

ま
す
。
開
発
独
裁
の
最
初
に
あ
た
る
の
で

す
が
、
良
く
も
悪
く
も
経
済
開
発
を
強
力

に
押
し
進
め
ま
し
た
。
こ
の
一
環
で
、
各

地
で
高
規
格
道
路
が
延
び
、
70
年
代
初
頭

ま
で
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
ま
す
。

バ
ン
コ
ク
〜
チ
ェ
ン
マ
イ
間
や
バ
ン
コ

ク
〜
マ
レ
ー
シ
ア
国
境
間
な
ど
各
地
に
、

高
規
格
舗
装
道
路
が
伸
び
ま
し
た
。
道
路

区
分
と
し
て
は
日
本
の
国
道
と
同
じ
で
す

が
、
速
度
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
利

用
者
は
高
速
で
と
ば
し
て
い
ま
す
。

道
路
が
整
備
さ
れ
る
と
、
車
の
台
数
も

ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
ま
す
。
当
初
は
、
ト

ラ
ッ
ク
が
多
く
、
自
家
用
車
は
ず
っ
と
後

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
自
家
用
車

は
富
裕
層
の
持
ち
物
で
、
そ
う
い
う
層
の

人
は
現
在
内
陸
に
家
を
持
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
川
沿
い
に
は
商
家
の
立
地
が
多
い

の
で
す
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
成
功
し
た
中
国

人
も
、
新
居
は
道
路
沿
い
の
住
宅
地
に
引

っ
越
す
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

―
―
　
自
動
車
の
普
及
に
し
た
が
い
、
水

運
は
少
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

デ
ー
タ
が
少
な
く
は
っ
き
り
し
な
い
の

で
す
が
、
バ
ン
コ
ク
発
着
貨
物
輸
送
量
の

比
較
を
見
る
と
、
全
体
の
輸
送
量
が
１
９

６
５
年
か
ら
２
０
０
０
年
の
間
で
飛
躍
的

に
増
え
て
い
ま
す
の
で
、
構
成
比
が
変
わ

っ
て
も
、
水
運
貨
物
量
が
減
っ
た
と
い
う

こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
シ
ェ
ア
と
し
て

は
道
路
輸
送
が
圧
倒
的
に
高
く
な
っ
て
い

ま
す
が
、
量
と
し
て
水
運
が
減
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

―
―
　
水
運
で
運
ば
れ
る
も
の
は
、
変
わ

っ
て
き
ま
し
た
か
。

現
在
水
運
で
多
い
の
は
、
砂
の
輸
送
で

す
。
そ
れ
に
伴
い
、
川
沿
い
に
セ
メ
ン
ト

工
場
が
立
地
し
て
い
ま
す
。
あ
と
は
農
産

物
と
建
築
土
木
資
材
で
す
ね
。
こ
れ
は
都

市
生
活
者
が
増
え
た
こ
と
で
、
建
設
ラ
ッ

シ
ュ
が
起
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

水
運
で
は
、
基
本
的
に
は
重
く
て
安
い
も

の
を
運
ぶ
わ
け
で
す
。
地
方
で
も
ビ
ル
や

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
が
造
ら
れ
、
建
築
資
材
や

セ
メ
ン
ト
、
砂
の
需
要
が
増
え
て
き
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
、
水
運
の
役
割
も
そ
れ
な
り

に
増
え
る
の
で
す
。

―
―
　
農
業
生
産
の
効
率
は
ど
う
で
し
ょ

う
。
上
が
っ
て
き
た
の
で
す
か
。

い
や
、
効
率
は
あ
ま
り
上
が
っ
て
い
な

い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
デ
ル
タ
の
中

で
は
灌
漑
が
発
達
し
て
い
き
ま
し
た
の
で
、

二
期
作
、
三
期
作
が
で
き
る
よ
う
に
進
化

し
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
機

械
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
高
が

上
が
っ
た
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
う
で

は
な
い
よ
う
で
す
ね
。

―
―
　
す
る
と
、
商
品
経
済
化
が
、
農
業

生
産
の
効
率
を
上
げ
る
こ
と
に
結
び
つ
い

て
い
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
す
ね
。

か
つ
て
は
、
農
民
も
増
産
に
励
み
ま
し

た
。
道
路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
、

作
れ
ば
売
れ
る
と
、
未
開
の
地
を
田
圃
や

畑
に
し
て
き
た
の
で
す
が
、
も
う
未
開
地

も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

う
な
る
と
、
次
に
は
生
産
性
の
向
上
に
走

る
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
行

わ
れ
て
い
な
い
。
行
わ
れ
て
い
な
い
最
大

の
理
由
は
、
生
産
性
向
上
に
は
資
金
が
必

要
だ
か
ら
で
す
。
そ
ん
な
金
を
か
け
ら
れ

な
い
か
ら
、
今
ま
で
ど
お
り
の
方
法
で
行

う
。
今
ま
で
ど
お
り
し
て
い
る
と
、
だ
ん

だ
ん
と
食
え
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
農
民

が
、
ど
こ
か
に
働
き
に
行
か
ざ
る
を
え
な

く
な
る
の
で
す
。

中
部
地
域
以
外
で
は
、
現
金
収
入
の
基

本
は
、
も
う
農
業
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
収
入
の
多
く
を
都
会
で
働
く
子
ど
も

た
ち
が
担
い
、
仕
送
り
が
メ
イ
ン
の
収
入

と
な
っ
て
い
る
農
家
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
農
業
を
や
め
な
い
理
由
は
、
主
食

の
コ
メ
は
自
分
で
作
る
と
い
う
姿
勢
を
崩

さ
な
い
国
民
性
に
あ
り
ま
す
。
た
く
さ
ん

で
き
た
ら
売
る
と
い
う
形
で
、
細
々
と
続

い
て
い
る
農
家
が
多
い
よ
う
で
す
ね
。

―
―
　
日
本
の
場
合
、
農
業
の
効
率
化
に

農
協
な
ど
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ

た
わ
け
で
す
が
、
タ
イ
で
は
そ
の
よ
う
な

中
間
組
織
は
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

一
応
、
そ
う
い
う
も
の
を
奨
励
す
る
政

策
は
採
ら
れ
た
の
で
す
が
、
組
織
化
に
は

あ
ま
り
成
功
し
な
か
っ
た
で
す
ね
。
場
所

に
よ
っ
て
う
ま
く
い
っ
た
所
も
あ
り
ま
す

が
、
全
体
と
し
て
は
少
数
派
で
す
。

上：バンコク市内を流れるチャオプラヤー川には、
長く連なって行き交うハシケを縫って、高速水上バ
スが白波ををたてる。さすがに幹線水路にはまだ渋
滞がないが、舟数が多いだけに排ガス規制も問題に
なっている。

右：チャオプラヤー川上流には、河口までの距離を
示す、日本の高速道路を彷彿とさせるサインが数多
く見られる。

左：細い水路に入るエンジンボートには舵がなく、
とてつもなく長いシャフトの先についたスクリュー
に頼っている。取り回しには不便に見えるが、舟が
浮き草に絡まった場合の安全策だ。その嫌われもの
の浮き草ウォーターヒヤシンスが、近年脚光を浴び
ている。籐と同じく家具に利用され始め、洗練され
たデザインと、素材の新しさが市場に受けている。



―
―
　
規
制
を
中
心
と
し
た
産
業
政
策
は

行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。
特
に
、
農
村
が
現
金
収
入

を
得
る
機
会
を
作
っ
た
り
、
農
村
で
人
々

が
食
べ
て
い
か
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、

あ
ま
り
熱
心
に
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
地
方
に
工
業
団
地
を
造
る
と
い

う
こ
と
は
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
限
ら

れ
た
地
域
だ
け
で
す
し
、
全
国
規
模
で
で

き
ま
せ
ん
か
ら
。

実
は
、
今
、
タ
イ
で
は
、
一
村
一
品
運

動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
タ
ク
シ

ン
首
相
が
、
日
本
の
大
分
県
の
運
動
を
見

習
っ
て
提
唱
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
地
方

の
人
が
自
分
た
ち
で
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
、

自
分
た
ち
の
村
の
特
産
品
を
作
り
、
そ
れ

を
売
り
出
そ
う
と
し
た
り
、
そ
の
一
環
と

し
て
、
日
本
で
言
う
地
酒
（
ど
ぶ
ろ
く
）

の
解
禁
と
か
、
地
方
の
農
民
が
組
合
を
作

っ
て
、
小
規
模
の
醸
造
を
で
き
る
よ
う
な

機
会
を
与
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
、
各
地
方
の
人
が
特
色
を
持
っ
た
村
づ

く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

現
在
の
タ
イ
は
、
米
に
代
表
さ
れ
る
一

次
産
品
の
輸
出
を
、
大
し
て
奨
励
は
し
て

い
な
い
で
す
が
、
一
応
残
し
て
い
る
と
い

う
点
で
は
、
隣
の
マ
レ
ー
シ
ア
の
よ
う
に

一
次
産
品
が
ま
っ
た
く
衰
退
し
て
し
ま
っ

た
国
と
異
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
１
９

９
７
年
の
バ
ー
ツ
危
機
の
と
き
に
は
、
農

村
に
避
難
し
た
人
も
か
な
り
い
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
農
村
が
、
い
ざ
と
い
う
場

合
の
余
剰
労
働
力
の
吸
収
源
と
な
り
、
セ

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
言
っ
て
い
い
の
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
一
定
の
役
割
は
果
た
し

て
い
る
よ
う
で
す
。

変
わ
る
暮
ら
し
と
社
会

道
路
網
の
完
備
に
よ
り
、
モ
ノ
と
ヒ
ト

の
行
き
来
が
、
迅
速
か
つ
簡
単
に
な
り
ま

し
た
。
バ
ン
コ
ク
郊
外
に
工
場
が
林
立
し

始
め
、
都
市
と
し
て
の
人
口
の
受
容
力
が

増
え
て
き
ま
す
。
出
稼
ぎ
の
人
が
入
っ
て

き
た
り
、
出
て
い
っ
た
り
す
る
こ
と
も
頻

繁
で
す
。
彼
ら
を
運
ぶ
の
は
鉄
道
や
長
距

離
バ
ス
で
す
。

一
方
で
、
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
く
こ

と
で
、
農
村
で
は
農
産
物
が
ど
ん
ど
ん
商

品
化
さ
れ
、
交
易
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
今

ま
で
販
路
が
な
か
っ
た
も
の
が
売
れ
る
よ

う
に
な
り
、
現
金
が
手
に
入
る
。
他
方
で

は
、
今
ま
で
は
買
わ
な
く
て
も
よ
か
っ
た

も
の
を
買
う
よ
う
に
な
る
。
金
が
か
か
る

生
活
の
始
ま
り
で
す
。
農
村
の
購
買
力
が

高
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
工

業
製
品
の
需
要
が
全
国
で
増
え
ま
す
の
で
、

バ
ン
コ
ク
か
ら
地
方
へ
の
輸
送
も
増
え
て

い
き
ま
す
。
こ
の
商
品
経
済
化
が
ど
ん
ど

ん
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
度

は
、
農
村
で
生
活
が
で
き
な
い
人
が
出
現

し
ま
す
。
彼
ら
が
バ
ン
コ
ク
な
ど
に
集
中

す
る
た
め
に
、
都
市
は
ど
ん
ど
ん
肥
大
化

し
て
き
た
の
で
す
。

流
通
業
の
変
化
は
、
日
本
よ
り
、
短
期

間
に
、
な
お
か
つ
急
速
に
進
ん
で
い
ま
す
。

日
本
の
大
店
法
の
よ
う
な
規
制
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
か
ら
。
今
、
タ
イ
で
は
そ
の

よ
う
な
規
制
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

外
資
に
よ
る
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ

ー
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
が
乱
立
し
て
地
方
に
出
店

し
、
既
存
の
市
場
と
か
中
国
人
の
雑
貨
屋

か
ら
客
足
が
遠
の
い
て
い
る
と
い
う
事
情

も
あ
り
、
日
本
と
同
じ
状
況
で
す
。
オ
ー

ト
バ
イ
と
車
の
自
家
用
が
増
え
、
買
い
物

が
陸
上
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

交
通
と
い
う
面
で
は
、
タ
イ
も
日
本
が

高
度
成
長
期
に
経
験
し
た
道
筋
と
、
似
た

コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
。

9

水辺空間の価値を変えた交通モード

一家に一台、庶民のマイカーはオ
ートバイ。３人乗り、４人乗りは
当たり前。日本に比べ、圧倒的に
橋の数が少ないタイでは、小さな
都市でも橋が渋滞のボトルネック
になっている。排ガス問題は深刻
で、警官のいでたちもご覧の通り。
ヨチヨチ歩きができる子は、ハン
ドルに掴まる術も修得している。
高価なためか、ヘルメットを着用
した子どもには、左端の写真でし
かお目にかかっていない。



水資源開発と保全のあいだ
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中
島
正
博

な
か
し
ま
ま
さ
ひ
ろ

広
島
市
立
大
学
国
際
学
部
教
授

１
９
５
０
年
生
ま
れ
。
東
京
教
育
大
学
農
学
部

卒
業
。
イ
リ
ノ
イ
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。

（
財
）
国
際
開
発
セ
ン
タ
ー
に
入
り
、
主
に
水
資

源
開
発
支
援
業
務
に
従
事
。
１
９
９
４
年
よ
り

現
職
。

水
資
源
開
発
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
大
事

―
―
　
こ
れ
ま
で
の
仕
事
の
内
容
に
つ
い

て
う
か
が
え
ま
す
か
。

私
は
、
大
学
で
は
農
業
水
利
（
灌
漑
、

排
水
等
）
を
勉
強
し
、
ア
メ
リ
カ
で
水
資

源
計
画
を
専
攻
し
ま
し
た
。
そ
の
後
日
本

に
戻
り
、（
財
）
国
際
開
発
セ
ン
タ
ー
に

入
り
、
開
発
計
画
づ
く
り
や
、
政
府
開
発

援
助
（O
D
A
:O
fficial

D
evelopm

ent

A
ssistance

）
の
案
件
調
査
の
仕
事
を
13

年
ほ
ど
行
い
ま
し
た
。
タ
イ
の
調
査
も
、

１
９
９
０
年
か
ら
２
年
間
行
っ
て
い
ま
す
。

水
資
源
開
発
、
水
管
理
の
仕
事
を
、
地
域

開
発
の
側
面
か
ら
受
け
持
ち
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
開
発
と
い
う
人
間
の
水
利
用
を
、

水
資
源
と
い
う
面
で
環
境
保
全
も
考
え
な

が
ら
行
う
調
査
を
し
て
い
ま
し
た
。

水
を
包
括
的
に
見
る
と
い
う
視
点
は
、

地
域
ご
と
に
事
情
が
違
っ
て
き
ま
す
か
ら
、

現
場
に
即
し
た
提
言
を
行
う
の
は
大
変
で

す
。Ｏ

Ｄ
Ａ
の
仕
事
で
は
、
こ
の
よ
う
な
総

合
的
な
水
資
源
開
発
を
提
案
す
る
た
め
に
、

ま
ず
現
状
を
認
識
し
、
地
域
の
要
請
を
把

握
し
て
、
そ
の
要
請
に
ど
う
応
え
ら
れ
る

か
、
と
い
う
よ
う
に
段
階
を
踏
ん
で
仕
事

を
進
め
ま
す
。

―
―
　
現
状
把
握
の
段
階
で
は
ど
の
よ
う

な
要
素
を
見
る
の
で
す
か
。

水
道
、
生
活
用
水
、
農
業
用
水
、
工
業

用
水
、
と
い
う
利
水
の
面
と
、
洪
水
防
止

の
よ
う
な
治
水
の
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
が
、
現
状
を
見
る
際
の
不
可
欠
な
要
素

で
す
。

水
需
要
は
地
域
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

都
市
と
農
村
で
も
違
い
ま
す
し
、
国
に
よ

っ
て
も
全
然
異
な
り
ま
す
。
ケ
ニ
ア
の
よ

う
な
国
の
都
市
で
し
た
ら
、
「
一
人
一
日

10

何
リ
ッ
ト
ル
使
う
」
と
い
う
原
単
位
と
、

人
口
を
掛
け
合
わ
せ
て
需
要
が
推
計
さ
れ

ま
す
。
農
村
な
ら
、
井
戸
か
ら
地
下
水
を

使
用
す
る
し
、
都
市
な
ら
ば
川
か
ら
水
を

引
い
て
く
る
。
都
市
の
需
要
と
原
単
位
が

わ
か
り
、
川
に
は
ど
れ
だ
け
利
用
可
能
な

量
が
あ
る
か
、
季
節
的
な
変
化
も
考
慮
し

て
、
都
市
用
水
の
需
要
供
給
の
見
通
し
を

つ
け
て
い
き
ま
す
。

農
業
用
水
で
す
と
、
地
域
に
よ
り
開
発

の
目
的
そ
の
も
の
が
違
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
ケ
ニ
ア
で
は
雨
水
に
頼
っ
て
い
る
農

業
地
域
に
、
灌
漑
に
よ
り
ど
の
程
度
の
人

工
的
な
水
供
給
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
を

計
算
し
ま
す
。
一
方
、
タ
イ
で
し
た
ら
、

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
デ
ル
タ
で
す
と
乾
期
に

水
が
足
り
な
く
な
り
ま
す
が
、
供
給
が
増

え
る
可
能
性
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
現
在
あ
る
水
を
、
い
か
に
う
ま
く

融
通
し
合
う
か
と
い
う
こ
と
が
主
な
目
的

に
な
り
ま
す
。
こ
の
、
水
の
融
通
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
重
要
な
問
題
で
、
水

利
組
合
な
ど
の
分
配
調
整
の
組
織
単
位
が

必
要
と
な
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
こ
の
よ

う
な
社
会
的
な
融
通
が
大
事
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
水
の
量
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
し
、

需
要
は
だ
い
た
い
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
し
て
資
源
が
存
在
す
る
場
所
と
利
用
す

る
場
所
は
、
と
も
に
偏
在
し
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
ど
う
う
ま
く
使
う
か
、
融
通
し
あ
っ

て
使
う
か
と
い
う
点
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

水
へ
の
多
様
な
地
域
ニ
ー
ズ

最
も
水
を
使
う
の
は
、
米
の
生
産
で
す
。

タ
イ
で
は
米
作
が
主
流
で
、
農
民
は
昔
か

ら
米
を
作
っ
て
お
り
「
目
を
つ
ぶ
っ
て
い

て
も
作
れ
る
」
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
政

府
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
作
物
を
作
っ

上：共同作業は、デルタでは
珍しい。数少ない、集団での
農作業。
左端より：チャオプラヤー川
中流のチャイナートの堰、ロ
ッブリーの東方に造られたパ
ーサックダム、事務所に掲示
された河川と幹線水路の系統
図。
下：水利組合の組織図。誰で
もわかるように、顔写真まで
貼ってある。
（パーサックダムを除き写真
は､中島さんの撮影によるも
の）
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慣
行
水
利
権
が
な
い

タ
イ
で
は
チ
ャ
イ
ナ
ー
ト
、
ア
ー
ン
ト

ー
ン
、
シ
ン
ブ
リ
ー
、
ロ
ッ
ブ
リ
ー
、
サ

ラ
ブ
リ
ー
、
ア
ユ
タ
ヤ
ー
の
各
県
を
担
当

し
ま
し
た
。
サ
ラ
ブ
リ
ー
と
ロ
ッ
ブ
リ
ー

は
高
台
で
す
。
バ
ン
コ
ク
か
ら
ア
ユ
タ
ヤ

ー
に
か
け
て
は
郊
外
化
が
進
み
、
工
業
地

帯
が
点
在
し
て
い
る
地
域
で
す
。

わ
れ
わ
れ
が
提
案
し
た
処
方
箋
の
一
つ

は
、
ロ
ッ
ブ
リ
ー
東
方
に
90
年
に
計
画
し
、

96
年
に
完
成
し
た
パ
ー
サ
ッ
ク
ダ
ム
で
す
。

パ
ー
サ
ッ
ク
川
に
か
け
た
ダ
ム
で
、
も
と

も
と
国
王
の
希
望
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
支

持
す
る
形
で
し
た
。

そ
の
と
き
の
国
王
の
考
え
は
、
治
水
と

い
う
よ
り
も
利
水
に
重
点
が
置
か
れ
て
い

ま
し
た
。
米
の
増
産
と
い
う
ほ
ど
明
確
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
水
不
足

な
の
で
水
源
を
確
保
す
る
と
い
う
も
の
で

し
た
。
ダ
ム
の
下
流
の
サ
ラ
ブ
リ
ー
地
域

は
工
業
用
水
の
需
要
も
増
え
ま
す
し
、
農

業
も
貴
重
で
し
た
。
灌
漑
は
整
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
や
は
り
乾
期
に
は
足
り
な
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。

―
―
　
開
発
時
の
水
利
権
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
で
す
か
。

私
の
担
当
し
た
地
域
に
は
、
日
本
で
言

う
よ
う
な
水
利
権
は
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
で
す
ね
。
水
利
権
と
い
う
の
は
、
水
利

組
合
と
か
村
と
か
が
「
こ
れ
だ
け
の
水
量

を
使
う
」
と
保
証
さ
れ
た
も
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
タ
イ
の
デ
ル
タ
地
域
に
は
そ
う

い
う
も
の
は
な
い
。

伝
統
的
に
何
百
年
も
前
か
ら
水
利
が
発

達
し
て
い
た
北
部
地
域
の
村
で
は
、
し
っ

か
り
し
た
慣
習
が
で
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

北
部
は
、
伝
統
的
に
少
し
ず
つ
農
民
が
開

拓
し
た
土
地
で
、
そ
う
い
う
所
で
は
農
民

達
が
ル
ー
ル
を
慣
習
的
に
作
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
デ
ル
タ
は
開
発
が
新
し
く
、
か

つ
、
政
府
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
で
行
っ
た

も
の
で
す
か
ら
、
地
域
の
水
を
使
う
慣
習

と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
か
な
か
っ

た
と
思
う
の
で
す
。

水
利
権
の
伝
統
が
生
成
さ
れ
る
に
は
、

時
間
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
デ
ル
タ
で
は
「
お
上
」
が
水
利
施

設
を
整
備
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
農
民
に

と
っ
て
は
自
分
た
ち
で
管
理
す
る
も
の
で

は
な
く
、
要
求
す
る
対
象
で
し
か
な
い
。

こ
れ
か
ら
は
変
わ
っ
て
い
く
と
は
思
い
ま

す
が
、
私
が
調
査
し
た
こ
ろ
は
上
か
ら
配

分
さ
れ
る
と
い
う
感
覚
で
し
た
ね
。

雨
期
は
い
い
の
で
す
が
、
乾
期
に
な
る

と
ど
う
し
て
も
水
不
足
に
な
り
ま
す
。
そ

の
と
き
に
は
王
立
灌
漑
局
が
水
配
分
の
役

を
担
い
ま
す
。
今
年
は
こ
の
地
域
、
来
年

は
こ
の
地
域
、
と
い
う
具
合
で
す
。
こ
れ

は
権
利
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
各
地
域

が
平
等
に
な
る
よ
う
に
、
政
府
が
配
分
す

る
の
で
す
。
基
準
が
あ
っ
て
、
干
ば
つ
で

水
が
な
い
、
あ
る
い
は
洪
水
で
米
が
作
れ

な
い
な
ど
の
被
害
に
あ
っ
た
所
を
優
先
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ま
さ
に
水
利
権
が
な
い

か
ら
で
き
る
わ
け
で
、
水
利
権
が
存
在
し

た
ら
、
政
府
と
言
え
ど
と
て
も
こ
の
よ
う

な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

私
は
か
つ
て
パ
キ
ス
タ
ン
の
調
査
も
行

い
ま
し
た
が
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
場
合
は
水

利
権
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
し
た
。
パ
キ

ス
タ
ン
で
は
、
１
０
０
年
ほ
ど
前
に
イ
ギ

リ
ス
が
イ
ン
ダ
ス
川
の
水
利
を
開
発
し
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
農
民
の
土
地
の
面

水資源開発と保全のあいだ

て
ほ
し
い
と
要
求
す
る
わ
け
で
す
。
乾
期

は
水
が
少
な
い
の
で
、
多
様
化
す
る
こ
と

で
リ
ス
ク
を
分
散
で
き
ま
す
。
米
価
に
左

右
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
り
ま
す
。
農

産
物
の
多
様
化
は
、
農
家
の
所
得
を
安
定

化
さ
せ
る
効
果
と
、
水
需
要
を
減
ら
し
て

い
く
効
果
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
都
市
、
工
業
、
農
業
の
よ
う
に
、

異
な
る
部
門
の
間
で
は
水
の
奪
い
合
い
に

な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
だ
ん
だ
ん
深

刻
化
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

地
域
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
段
に
な
る
と
、

計
画
す
る
側
と
し
て
は
、
農
業
、
都
市
人

口
、
工
業
生
産
等
の
目
標
を
考
え
ま
す
。

政
府
の
方
針
も
考
え
な
が
ら
、
地
域
の
発

展
の
方
向
性
を
把
握
し
ま
す
。

タ
イ
で
は
、
都
市
人
口
は
バ
ン
コ
ク
に

集
中
し
て
い
て
、
２
位
以
下
の
都
市
と
桁

違
い
で
す
。
私
は
バ
ン
コ
ク
以
外
の
都
市

を
担
当
し
た
の
で
、
タ
イ
の
調
査
の
と
き

に
は
都
市
用
水
の
需
要
は
あ
ま
り
考
え
な

く
て
す
み
ま
し
た
。
求
め
ら
れ
た
の
は
主

に
農
業
用
水
で
し
た
。
バ
ン
コ
ク
以
外
の

都
市
の
生
活
用
水
は
、
人
口
が
少
な
い
た

め
に
だ
い
た
い
足
り
て
い
ま
し
た
か
ら
。

い
く
つ
か
の
県
に
つ
い
て
、
各
産
業
の

水
需
要
の
予
測
を
考
え
ま
し
た
が
、
我
々

が
そ
の
決
定
過
程
に
関
与
で
き
る
も
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
を
政
策
的
に
ど

う
分
配
す
る
か
と
い
う
点
に
は
か
か
わ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
現
実
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
利
害
関
係
者
が
奪
い
合
い
な
が
ら
分
配

が
決
め
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
、
全
体
の
方

針
に
沿
っ
て
配
分
す
る
と
い
う
明
快
な
も

の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
点
は
、

日
本
で
も
、
私
が
携
わ
っ
た
他
の
開
発
途

上
国
で
も
同
じ
で
、
神
様
の
よ
う
な
独
裁

的
存
在
が
水
を
配
分
す
る
と
い
う
こ
と
は

な
い
で
す
ね
。
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積
に
応
じ
て
、
時
間
単
位
で
取
水
す
る
権

利
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
同
じ
デ
ル

タ
で
も
違
う
の
で
す
が
、
パ
キ
ス
タ
ン
は

タ
イ
の
デ
ル
タ
に
比
べ
、
乾
燥
し
て
水
が

少
な
い
の
で
す
。
タ
イ
は
雨
期
に
な
れ
ば

目
を
つ
む
っ
て
い
て
も
、
ダ
ム
が
な
く
て

も
、
水
利
施
設
が
な
く
て
も
、
水
が
上
昇

し
て
き
て
農
業
が
で
き
た
。
タ
イ
の
場
合
、

水
の
希
少
性
が
非
常
に
低
か
っ
た
と
い
う

こ
と
も
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
利
施
設
が

水
需
要
を
掘
り
起
こ
す

ダ
ム
が
で
き
る
と
、
乾
期
に
も
米
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
も
っ

と
収
入
が
欲
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
、「
も

っ
と
水
を
よ
こ
し
て
く
れ
」
と
、
水
需
要

が
現
れ
ま
す
。
水
利
施
設
が
で
き
て
需
要

が
現
れ
る
。
需
要
が
あ
る
か
ら
水
利
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
水
利

も
、
も
と
は
地
域
の
ニ
ー
ズ
と
い
う
よ
り

も
、
国
連
食
糧
農
業
機
関
（F

A
O
:F
ood

and
A
griculture

O
rganization

of

the
U
nited

N
ations

）
や
世
界
銀
行
が

戦
後
、
食
糧
不
足
解
決
の
た
め
に
、
こ
の

デ
ル
タ
の
可
能
性
に
目
を
つ
け
て
水
利
を

充
実
さ
せ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

稲
も
い
ま
だ
に
、
い
ろ
い
ろ
な
品
種
が

育
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
雨
期
に
な
っ
て
水

か
さ
が
あ
る
と
き
に
で
も
育
つ
「
浮
き
稲
」

だ
け
で
は
な
く
、
条
件
の
よ
い
所
で
は
緑

の
革
命
を
担
っ
た
高
収
量
品
種
も
作
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

現
在
で
は
、
農
民
は
雨
期
も
乾
期
も
米

作
り
が
主
流
で
す
。
や
は
り
価
格
が
高
い

で
す
か
ら
ね
。
し
た
が
っ
て
、
乾
期
に
水

が
足
り
な
け
れ
ば
自
分
で
井
戸
を
掘
っ
て
、

ト
ラ
ク
タ
ー
の
エ
ン
ジ
ン
で
ポ
ン
プ
ア
ッ

治
水
を
め
ぐ
る
関
係

堤
防
を
造
り
、
土
地
が
で
き
る
だ
け
水

に
浸
か
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
は
公
共
事
業

で
も
行
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
チ
ャ
オ
プ

ラ
ヤ
ー
川
で
は
、
雨
期
に
岸
が
浸
食
さ
れ

る
。国

と
し
て
も
堤
防
を
造
り
、
侵
食
さ
れ

な
い
所
を
増
や
す
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た

が
、
水
を
排
除
す
れ
ば
、
ど
こ
か
違
う
所

に
行
く
わ
け
で
、
治
水
に
も
限
界
が
あ
り

ま
す
。
面
白
い
の
は
、
水
は
人
間
と
人
間
、

社
会
と
社
会
を
つ
な
げ
る
の
で
す
。
水
は

流
れ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
こ
ち
ら
の
岸
で

水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
た
ら
、
向
こ
う

の
岸
で
入
る
よ
う
に
な
る
。
上
流
で
水
を

と
れ
ば
、
下
流
で
は
水
が
と
れ
な
い
。
日

本
で
は
、
江
戸
時
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

原
動
力
は
水
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
ぐ
ら
い
、
水
利
用
と
い
う
の
は
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
原
動
力
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

―
―
　
た
だ
、
利
害
が
異
な
る
関
係
も
発

生
し
ま
す
ね
。
そ
の
調
整
は
ど
う
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。

タ
イ
で
は
地
域
委
員
会
を
作
り
、
そ
こ

に
役
人
や
警
察
な
ど
が
加
わ
り
、
紛
争
が

あ
る
と
き
に
調
整
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が

あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
流
域
の
委
員
会
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
似
て
い
ま
す
。
た

だ
、
そ
れ
が
一
般
的
な
解
決
方
法
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
流
の
稲
作
地

区
と
下
流
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
地
区
の
間
で
話

し
合
い
の
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
例
も
あ

り
ま
す
が
、
合
意
に
持
ち
込
む
の
は
大
変

で
す
。

―
―
　
合
意
に
至
ら
な
い
場
合
は
ど
う
す

る
の
で
す
か
。

王
立
灌
漑
局
と
か
村
長
と
か
郡
長
と
か

の
、
公
的
な
第
三
者
が
か
か
わ
る
し
か
な

い
で
し
ょ
う
。
パ
キ
ス
タ
ン
で
は
タ
イ
よ

り
も
熾
烈
な
水
争
い
が
あ
り
ま
す
。
有
力

者
が
独
り
占
め
す
る
、
自
分
に
有
利
に
取

水
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
有
力
者
に
力

の
な
い
農
民
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
で

す
か
ら
水
争
い
は
深
刻
で
す
。

水
を
治
め
る
仕
組
み

―
―
　
こ
れ
か
ら
の
タ
イ
の
水
資
源
管
理

は
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
う
の
で
し

ょ
う
か
。

最
近
の
動
向
は
正
確
に
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
農
業
、
工
業
、
都
市
間
に
お
け
る

乾
期
の
水
の
配
分
が
重
要
に
な
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
特
に
農
業
の
中
で
、
水
を

有
効
に
利
用
す
る
水
利
組
合
の
よ
う
な
も

の
、
ま
さ
に
利
用
者
が
自
ら
水
を
管
理
す

る
組
織
に
目
が
向
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

幹
線
水
路
の
供
給
に
つ
い
て
は
国
が
あ
る

程
度
行
い
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
先
、
利
用

者
の
農
民
の
側
で
ど
う
水
を
配
分
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
は
、
組
合
の
よ
う
な
も
の

を
作
り
う
ま
く
や
っ
て
い
く
こ
と
が
、
お

そ
ら
く
ど
こ
の
地
域
で
も
必
要
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
水
利
施
設
を
う
ま

く
機
能
さ
せ
る
た
め
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス

（
う
ま
く
治
め
る
仕
組
み
）
の
問
題
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
は
、
伝
統
的
に
水
利
が
発

達
し
て
き
た
所
で
は
、
ど
こ
の
国
で
も
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
に
も
あ
り
ま
す

が
、
番
水
制
と
い
う
の
も
そ
の
一
つ
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
政
府
が
開
発
し
て
き
た
所
で

プ
し
て
、
自
分
の
田
畑
に
水
を
流
し
て
い

る
と
い
う
所
も
多
い
で
す
。

―
―
　
タ
イ
で
は
、
治
水
と
利
水
の
バ
ラ

ン
ス
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
す
か
。

ま
あ
、
雨
期
で
家
が
水
に
浸
か
っ
て
も
、

こ
ん
な
も
の
だ
と
い
う
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
で
す
か
ら
ね
。
水
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
る
も
の
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
し
、

慣
れ
て
い
ま
す
。
水
に
浸
か
れ
ば
舟
に
乗

っ
て
移
動
す
れ
ば
よ
い
。
農
村
で
も
都
市

で
も
水
の
上
で
暮
ら
し
て
き
た
と
い
う
歴

史
が
あ
る
。
今
で
こ
そ
道
路
と
い
う
陸
の

文
明
が
主
体
で
す
け
れ
ど
、
昔
は
水
路
が

主
体
で
、
そ
の
水
路
を
道
に
し
て
き
た
わ

け
で
す
か
ら
。

盛り土され、自ら守られた畑。
（上下３枚の写真は、中島さんが撮影されたもの）



い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
て
い
ま
す

し
、
そ
れ
ら
が
世
界
を
不
安
定
に
す
る
と

い
う
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
学
ん
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
は
、
富
め
る
者
も
今
ま
で

の
方
法
を
自
ら
変
え
な
く
て
は
い
け
な
い

と
認
識
し
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
方
向
に

変
え
る
か
と
い
う
回
答
が
、
自
治
的
に
、

分
権
的
に
、
地
域
社
会
が
利
用
管
理
す
る

と
い
う
方
向
に
見
出
せ
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
　
す
る
と
、
資
源
の
保
全
と
活
用
の

バ
ラ
ン
ス
を
ど
こ
で
と
る
か
と
い
う
問
題

が
出
て
き
ま
す
ね
。
資
源
は
使
わ
な
い
と

守
れ
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
政
策
的

に
ど
う
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
く
か
は
、

地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
と
思
い
ま
す
が
。

開
発
と
保
全
が
矛
盾
す
る
と
い
う
考
え

方
を
、
ま
ず
改
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。
同
時
に
、「
開
発
」
の
意
味
も
、

「
環
境
保
全
」
の
意
味
も
変
え
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
開
発
は
、
生
活
の
質

（Q
O
L
：
Q
uality

of
L
ife

）
を
重
視
す

る
と
い
う
方
向
で
考
え
直
す
。
環
境
に
つ

い
て
は
、「
使
う
こ
と
が
保
全
だ
」
と
考

え
直
す
。
資
源
は
、
使
わ
な
け
れ
ば
、
価

値
が
な
く
な
っ
て
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
き

ま
す
。
つ
ま
り
「
人
間
社
会
と
自
然
の
分

断
が
環
境
保
護
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方

を
変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
生
活
の
た

め
に
人
間
が
使
う
こ
と
、
こ
れ
を
前
提
に

き
ち
ん
と
持
続
的
に
使
っ
て
い
く
。
持
続

的
に
使
う
た
め
に
は
保
全
が
必
要
で
す
。

使
い
な
が
ら
、
保
全
し
て
い
く
。
使
え
ば

保
全
さ
れ
る
と
単
純
に
考
え
る
の
で
は
な

く
、
保
全
す
る
た
め
の
賢
明
な
使
い
方
を

考
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
保
全
と
開
発
の

利
害
が
一
致
し
、
つ
ま
り
は
、
人
間
の
営

み
と
も
調
和
が
取
れ
る
と
、
私
は
考
え
て

い
ま
す
。

も
と
も
と
コ
モ
ン
ズ
（
共
有
資
源
）
は
、

利
用
者
同
士
の
顔
が
見
え
る
か
ら
う
ま
く

い
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
規
制
す
る
と
い

う
よ
り
も
、
自
分
た
ち
で
納
得
し
て
決
め

て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
　
タ
イ
は
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
に

よ
る
分
権
的
な
管
理
に
向
か
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

日
本
、
い
や
、
世
界
中
事
情
は
同
じ
で
、

タ
イ
も
近
代
化
を
進
め
共
同
体
が
な
く
な

る
個
人
主
義
的
な
社
会
に
向
か
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
世
界
の
趨
勢
で
す
。
一
方
、

ア
ユ
タ
ヤ
ー
で
水
利
組
合
が
機
能
し
て
い

る
例
な
ど
、
両
方
の
流
れ
が
併
存
し
て
い

ま
す
。
た
だ
、
タ
イ
の
デ
ル
タ
地
帯
は
水

利
組
合
が
発
達
し
に
く
い
と
い
う
歴
史
を

持
っ
て
い
ま
す
し
、
あ
の
辺
の
人
は
、
あ

ま
り
規
制
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
自
由
の

気
風
を
強
く
持
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い

ま
す
。
水
利
組
合
な
ど
が
発
達
す
る
に
は

不
利
な
条
件
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
共
同

体
に
よ
る
分
権
的
な
水
資
源
管
理
が
で
き

る
の
か
ど
う
か
は
、
現
状
で
は
何
と
も
言

え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
私
と
し
て
は
、
個
人
主
義
と
協

働
が
う
ま
く
統
合
さ
れ
れ
ば
い
い
と
思
い

ま
す
。
個
人
主
義
の
延
長
に
、
協
働
が
矛

盾
無
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自

分
の
た
め
に
何
か
す
る
た
め
に
は
、
人
の

た
め
、
社
会
の
た
め
に
何
か
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
真
実
だ
と
思
う
の
で

す
。
実
績
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
風
に

人
々
が
考
え
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
は
あ

る
と
思
い
ま
す
。
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水資源開発と保全のあいだ

は
住
民
の
利
用
組
織
と
い
う
の
は
な
か
な

か
育
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
農
民
の
利

用
者
組
織
に
よ
っ
て
水
を
賢
明
に
利
用
す

る
仕
組
み
は
タ
イ
で
も
必
要
で
す
し
、
世

界
の
水
不
足
は
、
現
場
で
は
そ
う
い
う
方

向
で
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
　
乾
燥
地
の
よ
う
な
水
が
希
少
な
地

域
で
も
、
分
権
的
な
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
は
成

立
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ち
ょ
っ
と
希
望
的
な
言
い
方
に
な
り
ま

す
が
、「
そ
れ
し
か
な
い
」
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
す
し
、
水
に
限

ら
な
い
こ
と
で
す
ね
。
都
市
の
環
境
管
理

に
つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
「
隣
は
何
を

す
る
人
ぞ
」
と
い
う
社
会
を
作
っ
て
き
ま

し
た
け
れ
ど
、
や
は
り
市
民
が
自
分
た
ち

の
資
源
、
環
境
を
管
理
す
る
と
い
う
自
治

的
な
管
理
が
必
要
で
し
ょ
う
。
北
部
タ
イ

な
ど
、
昔
か
ら
灌
漑
が
発
達
し
て
き
た
所

は
そ
う
で
す
し
、
日
本
も
以
前
は
そ
う
だ

っ
た
。
そ
う
い
う
共
同
体
を
重
視
す
る
流

れ
と
は
別
に
、
世
界
に
は
個
人
主
義
的
な

流
れ
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
あ
た
り

の
折
り
合
い
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の

課
題
と
思
い
ま
す
ね
。

水
資
源
　
開
発
と
保
全

―
―
　
開
発
の
恩
恵
に
あ
ず
か
れ
な
い
人

た
ち
に
、
ど
の
よ
う
な
力
を
与
え
る
の
か

と
い
う
問
題
も
出
て
き
ま
す
ね
。

水
資
源
へ
ア
ク
セ
ス
で
き
る
人
と
、
資

源
か
ら
分
断
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る
わ
け

で
す
。
確
か
に
、
今
ま
で
の
開
発
は
、
格

差
を
つ
く
り
出
し
、
格
差
を
拡
大
さ
せ
て

上：個人的に護岸工事がなされた風景。自分の土地を僅かながら広くしていくために、川岸が
徐々に迫り出しているのだが、「既成事実をつくってしまえば勝ち」というような慣習が強く、
取り締まりの手が届いていないようだ。
左：舟運に利用されている河川には浚渫が必須だ。いたる所で工事が行われている。
下：行政が手がけた護岸。石垣風な部分の内側は空洞で、所々陥没しているが、誰も気にしない。
護岸の最大の目的は侵食を防ぎ川底が浅くならないこと。
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源
流
か
ら
下
流
ま
で

川
と
共
生
す
る

―
―
　
タ
イ
国
土
の
開
発
史
の
中
で
、
チ

ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
の
占
め
る
位
置
に
つ
い

て
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で

は
水
が
町
に
あ
ふ
れ
た
ら
、
災
害
と
と
ら

え
ま
す
。
す
ぐ
に
堤
防
を
造
り
、
水
を
遠

ざ
け
よ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ち

ら
に
来
て
驚
い
た
の
は
、
雨
期
で
水
が
あ

ふ
れ
る
の
は
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
か

の
よ
う
に
、
み
な
さ
ん
が
水
と
つ
き
合
っ

て
い
ま
す
ね
。

そ
れ
は
大
事
な
点
で
す
。
タ
イ
人
は
ず

っ
と
前
か
ら
川
辺
に
住
ん
で
い
ま
す
の
で
、

水
が
あ
ふ
れ
る
こ
と
を
お
か
し
い
と
思
っ

た
こ
と
が
な
い
の
で
し
ょ
う
。

地
域
計
画
の
立
案
を
専
門
と
す
る
私
の

目
か
ら
見
て
も
、
タ
イ
は
水
の
国
と
言
え

ま
す
。
水
の
使
い
方
、
水
と
一
緒
に
生
活

で
き
る
よ
う
な
管
理
方
法
を
、
歴
史
的
に

引
き
継
い
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

タ
イ
の
習
慣
の
起
源
は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ

ヤ
ー
川
流
域
の
中
部
タ
イ
に
あ
る
と
言
っ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。
北
部
タ
イ
、
た
と

え
ば
チ
ェ
ン
マ
イ
の
人
々
は
川
の
そ
ば
で

は
な
く
、
山
と
川
の
間
に
広
が
る
台
地
に

居
住
し
て
い
ま
す
。
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川

流
域
の
人
た
ち
の
よ
う
に
水
辺
に
は
住
ま

ず
、
山
の
ほ
う
に
住
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
チ
ェ
ン
マ
イ
人
の
頭
の
良
い
点
で
し

て
、
北
部
の
川
は
源
流
に
近
い
た
め
流
れ

が
速
く
、
川
の
側
に
住
む
こ
と
は
危
険
を

伴
う
か
ら
で
す
。

チ
ェ
ン
マ
イ
の
市
街
は
７
０
０
年
の
間
、

一
度
も
動
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
最
近
の
人
々
は
、
そ
の
地
域
特
有

の
昔
の
知
恵
が
理
解
で
き
ず
、
土
地
を
広

げ
、
ピ
ン
川
の
そ
ば
に
住
む
人
も
多
く
な

っ
て
い
ま
す
。
雨
期
に
な
る
と
川
の
流
れ

は
滝
の
よ
う
で
、
本
当
に
危
な
い
と
思
っ

て
私
は
見
て
い
ま
す
。
と
い
う
わ
け
で
、

タ
イ
で
も
チ
ェ
ン
マ
イ
の
人
は
、
実
は
洪

水
の
被
害
に
遭
っ
て
い
ま
す
。

７
０
０
年
前
の
人
は
、
そ
の
よ
う
な
治

水
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
分
か
っ
て
い
た
と
思

い
ま
す
し
、
そ
れ
は
現
代
の
人
も
少
し
考

え
て
み
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
た

だ
、
今
は
、
そ
れ
以
上
に
土
地
を
広
げ
た

い
と
い
う
誘
惑
が
強
い
の
で
す
。
そ
の
原

因
の
一
つ
は
、
観
光
開
発
で
す
。
観
光
資

源
と
し
て
、
水
辺
に
価
値
が
も
た
ら
さ
れ

た
結
果
、
ピ
ン
川
の
そ
ば
に
人
々
が
集
ま

り
、
居
住
者
も
増
え
ま
し
た
。

一
方
中
部
デ
ル
タ
よ
り
南
は
、
川
と
海

の
レ
ベ
ル
が
同
じ
程
度
で
、
川
の
流
れ
も

た
い
へ
ん
に
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
ま
す
。

豊
か
な
土
地
で
、
開
発
の
手
が
入
る
前
に

は
、
肥
料
を
ほ
ど
こ
す
必
要
が
ま
っ
た
く

な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
昔
の
タ
イ
人
は
、

源
流
か
ら
下
流
ま
で
川
と
う
ま
く
つ
き
合

い
、
自
然
と
共
生
す
る
術す

べ

を
知
っ
て
い
た

と
言
え
る
の
で
す
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
習
慣
の

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
い

し
た
が
っ
て
、
タ
イ
人
は
近
代
の
経
済

ス
ワ
ッ
タ
ナ
ー
・
タ
ダ
ニ
テ
ィ
ー

チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
社
会
調
査
研
究
所
副
所
長
・

建
築
学
部
都
市
地
域
計
画
学
科
助
教
授

チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
卒
業
後
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
メ
ル
ボ

ル
ン
大
学
大
学
院
修
士
課
程
（
地
理
学
）
修
了
。
工
学
博
士
。

開
発
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と

習
慣
の
共
存

地
域
プ
ラ
ン
ナ
ー
が
語
る
水
の
国
タ
イ
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―
―
　
そ
の
よ
う
な
時
代
へ
の
評
価
は
？

タ
イ
の
文
化
は
元
来
水
を
ベ
ー
ス
に
し

て
い
ま
す
の
で
、
川
と
道
を
一
緒
に
使
う

べ
き
な
の
に
、
今
は
道
だ
け
舗
装
し
、
川

は
埋
め
て
い
ま
す
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
習

慣
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

家
の
建
て
方
も
変
わ
り
ま
し
た
。
昔
は

高
床
で
し
た
が
、
今
は
土
台
に
土
を
盛
る

方
法
で
家
を
建
て
て
い
ま
す
。
川
沿
い
の

家
は
、
か
つ
て
は
正
面
を
川
に
向
け
て
い

ま
し
た
が
、
今
で
は
道
路
に
面
す
る
よ
う

に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

経
済
成
長
と
水

と
は
言
え
一
時
に
比
べ
る
と
、
タ
イ
人

は
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
習
慣
の
バ
ラ
ン
ス
」

を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る

と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

社
会
の
変
化
の
た
め
、
水
は
「
人
に
被
害

を
お
よ
ぼ
す
も
の
」
と
思
う
よ
う
に
も
な

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

40
年
ほ
ど
前
に
、
チ
ャ
イ
ナ
ー
ト
ダ
ム

の
よ
う
な
大
き
い
堰
も
造
り
ま
し
た
。
こ

の
と
き
は
、
タ
イ
経
済
の
成
長
ス
ピ
ー
ド

を
上
げ
、
米
を
増
産
し
、
輸
出
し
た
い
と

い
う
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

チ
ャ
イ
ナ
ー
ト
ダ
ム
で
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
、
灌
漑
設
備
を
整
備
し
、
二
期
作
、

三
期
作
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
地
域
整
備
は
、
ほ
か
の
地
域

で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
バ
ン
コ
ク
市
内
は
タ
イ
経
済
の

最
重
要
拠
点
で
す
の
で
、
洪
水
被
害
に
遭

う
こ
と
は
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
、
市
街
の
周
囲
に
パ
サ
ッ
ク
ダ

ム
の
よ
う
な
巨
大
な
ダ
ム
を
造
り
、
各
運

河
に
水
門
も
造
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ

と
は
、
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
上
で
は

必
要
だ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
水
門
の

た
め
に
、
舟
で
川
を
行
き
来
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
な
ど
、
水
利
用
に
と
っ
て

は
大
変
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

私
も
学
生
の
こ
ろ
は
、
学
校
に
行
く
た

め
に
舟
で
運
河
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
で
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
私

の
世
代
が
最
後
で
し
ょ
う
。
私
が
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
に
３
年
間
留
学
し
て
い
る
う
ち

に
、
そ
の
運
河
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

車
と
鉄
道
を
使
う
し
か
な
く
な
っ
て
い
ま

し
た
。

タ
イ
の
国
土
整
備
の
方
法
で
す
が
、
地

方
の
整
備
が
ど
う
し
て
も
後
回
し
に
な
っ

て
し
ま
う
た
め
に
、
バ
ン
コ
ク
ば
か
り
が

成
長
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
車

が
増
え
、
道
路
が
必
要
に
な
っ
て
、
運
河

を
埋
め
る
。
バ
ン
コ
ク
が
成
長
す
る
と
周

辺
地
域
の
都
市
化
が
進
み
、
豊
か
な
土
地

な
の
に
田
圃
を
宅
地
化
し
、
家
を
建
築
す

る
。
そ
れ
も
、
当
然
、
高
床
式
で
は
な
く
、

土
を
盛
っ
た
上
に
西
欧
様
式
の
家
を
建
て

ま
す
。
高
層
ビ
ル
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ

ず
に
建
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

バ
ン
コ
ク
市
内
の
建
築
ブ
ー
ム
の
ピ
ー

ク
は
、
タ
イ
の
経
済
が
一
番
良
か
っ
た
10

年
ほ
ど
前
で
す
。
労
働
者
が
足
り
ず
に
、

多
く
の
農
民
が
周
辺
か
ら
集
ま
っ
て
き
ま

し
た
。
外
国
か
ら
の
資
金
も
流
入
、
不
動

産
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
、
地
価
が
高
騰
し
、

あ
た
か
も
日
本
の
バ
ブ
ル
の
こ
ろ
の
よ
う

で
し
た
。

以
前
は
、
バ
ン
コ
ク
に
は
地
方
か
ら
の

出
稼
ぎ
の
季
節
労
働
者
が
多
く
、
雨
期
に

な
る
と
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

周
辺
の
農
民
は
農
業
が
で
き
な
く
な
り
、

バ
ン
コ
ク
市
内
の
工
場
で
働
き
、
バ
ン
コ

ク
に
居
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

バ
ン
コ
ク
市
内
の
都
市
計
画
は
、
基
本

的
に
は
全
国
レ
ベ
ル
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

に
対
応
す
べ
き
で
す
。
バ
ン
コ
ク
だ
け
成

長
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

タ
イ
の
中
で
大
き
な
都
市
、
例
え
ば
チ
ェ

ン
マ
イ
と
か
コ
ラ
ー
ト
と
か
主
な
県
の
経

済
を
早
く
整
備
で
き
る
よ
う
に
、
大
学
等

を
作
り
人
材
育
成
を
進
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
人
は
自
分

の
県
で
就
職
せ
ず
に
、
バ
ン
コ
ク
に
移
動

す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
人
が
雇
用
を
求

め
て
移
動
し
て
い
た
ら
、
い
く
ら
地
方
に

大
学
が
あ
っ
て
も
、
ま
た
人
は
バ
ン
コ
ク

に
戻
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
バ
ン
コ
ク
の

人
口
は
、
チ
ェ
ン
マ
イ
よ
り
も
35
倍
増
加

し
て
い
ま
す
。
と
に
か
く
今
は
、
こ
う
し

た
バ
ン
コ
ク
へ
の
人
口
集
中
問
題
と
産
業

構
造
の
関
わ
り
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
、

こ
れ
を
地
域
計
画
で
解
決
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

経
済
社
会
開
発
計
画

し
か
し
、
そ
の
足
か
せ
と
な
っ
た
の
が
、

97
年
に
起
き
た
経
済
危
機
で
す
。
97
年
８

月
に
バ
ー
ツ
が
急
落
し
、
国
際
通
貨
基
金

（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
に
金
融
支
援
を
要
請
し
た
年

で
す
。
こ
れ
で
、
予
定
し
て
い
た
開
発
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

タ
イ
の
国
土
開
発
は
、
経
済
社
会
開
発

計
画
と
呼
ば
れ
、
１
９
６
１
年
に
開
始
以

来
、
数
次
の
５
カ
年
計
画
と
し
て
実
施
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
。

経
済
社
会
開
発
計
画
は
、
本
当
に
タ
イ

の
社
会
を
変
え
ま
し
た
。
第
１
次
計
画
の

前
、
つ
ま
り
、
１
９
５
０
年
代
ま
で
は
、

タ
イ
人
は
自
分
た
ち
の
こ
と
を
貧
乏
だ
と

は
ま
っ
た
く
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

開発におけるテクノロジーと習慣の共存

成
長
が
始
ま
る
ま
で
、
舟
を
使
い
、
川
や

用
水
と
生
活
を
共
に
し
て
い
ま
し
た
。
お

そ
ら
く
、
雨
期
の
増
水
も
、
洪
水
と
は
思

わ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
、
雨
期

は
「
う
れ
し
い
時
」
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

洪
水
が
あ
っ
て
も
豊
か
な
土
地
、
い
や
、

洪
水
が
あ
っ
て
こ
そ
の
豊
か
な
土
地
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が

あ
る
た
め
、
住
居
も
高
床
が
多
か
っ
た
の

で
す
。

―
―
　
今
で
も
、
雨
期
を
楽
し
い
と
思
う

の
で
す
か
。

今
は
そ
う
は
思
わ
な
い
で
す
ね
（
笑
）。

川
の
代
わ
り
に
道
を
造
り
、
舟
の
代
わ
り

に
車
が
と
っ
て
替
わ
り
ま
し
た
。
お
か
げ

で
、
土
地
が
水
に
浸
か
る
と
ま
っ
た
く
動

け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

昔
の
タ
イ
人
は
、
道
と
い
う
と
人
が
歩

く
小
さ
な
歩
道
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
今
は
車
道
で
す
。
ラ
ー
マ
５

世
の
時
代
（
在
位
１
８
６
８
〜
１
９
１
０

年
）
は
、
タ
イ
が
急
速
に
近
代
化
を
遂
げ
、

社
会
も
大
き
く
変
化
し
た
時
代
で
し
た
。

そ
れ
で
も
道
が
あ
っ
て
も
川
を
忘
れ
ず
、

道
と
川
が
両
方
使
わ
れ
て
い
た
時
代
で
し

た
。１

９
３
２
年
、
ラ
ー
マ
７
世
の
時
代
に

立
憲
革
命
が
起
こ
り
、
政
体
も
そ
れ
ま
で

の
君
主
制
か
ら
民
主
制
に
変
わ
り
ま
し
た
。

民
主
制
に
な
っ
て
も
み
ん
な
王
様
を
尊
敬

し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
、
特
に

１
９
６
０
年
代
か
ら
現
在
の
ラ
ー
マ
９
世

に
至
る
ま
で
、
タ
イ
は
急
速
に
経
済
成
長

を
続
け
ま
し
た
。
こ
の
間
に
、
タ
イ
は
利

益
の
み
を
求
め
て
イ
ン
フ
ラ
を
造
る
時
代

に
入
っ
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

上：20世紀初頭と現在の写真。バ
ンコク市内の同じ所を撮影したも
のBANGKOK THEN AND NOW
AB PUBLICATIONS  1999より

右：観光客相手の夜店が賑わうバ
ンコクのナイトバザール。

左：タイのお菓子には種類が多い。
おとうさんが手にしているのはル
ークチュップと呼ばれる青豆で作
った果物型のお菓子。
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と
こ
ろ
が
、
第
１
次
計
画
で
「
途
上
国
」

と
い
う
概
念
が
出
て
き
て
、
タ
イ
の
人
々

は
自
分
の
国
を
経
済
成
長
と
い
う
物
差
し

か
ら
見
て
、
貧
乏
な
国
と
思
っ
て
し
ま
っ

た
。
一
方
、
開
発
イ
コ
ー
ル
西
欧
化
で
し

た
の
で
、
た
く
さ
ん
の
資
金
が
海
外
か
ら

流
れ
て
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
こ
れ
ら
の

計
画
は
、
世
界
銀
行
や
西
側
諸
国
か
ら
の

援
助
資
金
を
効
率
的
に
活
用
す
る
た
め
に

作
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
第
１
次
（
61
〜

66
年
）、
第
２
次
（
67
〜
71
年
）
の
計
画

で
は
、
高
度
経
済
成
長
を
追
求
し
、
こ
れ

ら
資
金
が
運
輸
・
通
信
・
電
力
・
灌
漑
整

備
と
い
う
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
投
入
さ
れ
た

の
で
す
。

こ
の
時
期
の
計
画
で
は
、
バ
ン
コ
ク
都

市
圏
で
川
の
意
義
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ

ず
、
道
路
ば
か
り
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
の
南
に
コ
ー
ン

ブ
リ
と
い
う
港
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
も

と
か
ら
あ
っ
た
こ
の
港
を
使
わ
ず
に
、
さ

ら
に
南
に
離
れ
た
ラ
ヨ
ー
ン
に
港
湾
施
設

を
移
し
、
そ
こ
と
バ
ン
コ
ク
を
道
路
で
つ

な
ぎ
ま
し
た
。
港
の
規
模
を
大
き
く
し
、

よ
り
大
型
船
が
発
着
で
き
る
に
し
た
わ
け

で
す
が
、
典
型
的
な
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン

ド
・
ビ
ル
ド
方
式
の
開
発
で
し
た
。

第
１
次
〜
３
次
計
画
の
目
的
は
、
Ｇ
Ｄ

Ｐ
で
測
っ
た
経
済
成
長
で
し
た
か
ら
、
一

番
資
金
提
供
を
受
け
た
の
は
交
通
イ
ン
フ

ラ
整
備
だ
っ
た
の
で
す
。
タ
イ
の
川
は
ま

る
で
網
の
目
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
活
用

さ
れ
て
い
た
の
に
、
道
路
で
ど
ん
ど
ん
埋

め
ら
れ
、
分
断
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、

川
の
水
が
十
分
に
循
環
し
な
く
な
り
、
よ

ど
み
、
汚
れ
た
の
で
す
。

97
年
の
経
済
危
機
は
、
第
７
次
計
画
が

終
わ
っ
た
時
期
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
製

造
業
な
ど
の
工
場
や
企
業
は
バ
ン
コ
ク
近

郊
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
働
く
人
た
ち
の
年
収
は
増
え
て
い
き

ま
し
た
が
、
一
方
、
低
所
得
者
層
が
そ
れ

以
上
に
増
え
て
い
く
。
こ
の
た
め
、
現
在

の
計
画
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
財
政
投
資
の

偏
重
を
改
め
、
人
的
資
源
へ
の
投
資
、
つ

ま
り
人
を
育
て
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て

い
ま
す
。

ま
た
、
計
画
の
進
め
方
も
大
き
く
変
わ

っ
て
き
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
政
府
が
全

国
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
し
た
が
、

第
７
次
計
画
に
な
っ
て
か
ら
、
政
府
で
は

な
く
各
自
治
体
が
統
治
す
る
よ
う
に
な
り
、

税
金
も
、
そ
れ
ら
自
治
体
の
自
主
財
源
と

し
て
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
バ
ン

コ
ク
以
外
の
地
域
を
強
化
す
る
と
い
う
方

針
で
す
。
し
か
し
、
バ
ン
コ
ク
の
成
長
は

依
然
と
し
て
続
い
て
い
ま
す
。

環
境
と
調
和
し
た
観
光
開
発
へ

と
こ
ろ
で
タ
イ
の
人
は
、
心
の
中
で
水

を
意
識
し
て
い
て
、
タ
イ
人
と
水
や
川
は

切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。

工
場
が
立
地
し
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川

も
だ
い
ぶ
汚
れ
て
い
ま
す
が
、
水
に
思
い

が
あ
る
た
め
か
、
実
は
「
汚
く
な
っ
て
も
、

ま
だ
泳
げ
る
な
」
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て

い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
遊
び
で
も
通

勤
で
も
、
多
く
の
場
面
で
川
を
利
用
し
て

い
ま
す
。
船
着
き
場
は
開
放
的
で
、
村
の

セ
ン
タ
ー
の
よ
う
で
す
。

―
―
　
き
れ
い
な
水
、
水
上
交
通
、
陸
上

交
通
。
地
域
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
の
整
備

優
先
順
位
を
ど
の
よ
う
に
つ
け
ま
す
か
？

ど
れ
も
欲
し
い
の
で
す
が
、
や
は
り
道

路
を
選
び
ま
す
ね
。
た
だ
、
舟
が
使
え
る

場
所
な
ら
ば
、
同
時
に
川
も
整
備
し
た
い
。

最
近
は
川
側
の
家
に
塀
が
あ
り
ま
す
。
昔

で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
運
河
が
使
え
る

な
ら
ば
、
そ
れ
も
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
。
こ

の
よ
う
な
方
向
の
計
画
づ
く
り
が
、
私
の

仕
事
で
す
。

例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
ト
ン
ブ
リ
ー
地
区

（
バ
ン
コ
ク
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
西
岸

部
）
に
あ
る
コ
ク
レ
ッ
ト
島
で
す
。
現
在

の
コ
ク
レ
ッ
ト
島
の
主
た
る
産
業
は
、
果

物
フ
ァ
ー
ム
と
観
光
で
す
。
居
住
者
は
農

園
で
収
入
を
得
な
が
ら
普
通
に
生
活
し
、

同
時
に
観
光
資
源
と
し
て
の
川
か
ら
も
利

益
を
得
て
い
ま
す
。
よ
い
農
園
を
維
持
す

る
た
め
に
は
、
水
を
き
れ
い
に
保
た
な
く

て
は
い
け
な
い
。
さ
ら
に
、
果
物
が
排
ガ

ス
で
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
な
い
よ
う
に
、
大

型
車
が
通
る
よ
う
な
道
路
の
建
設
な
ど
も

控
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
橋

を
か
け
る
予
定
も
あ
り
ま
し
た
が
、
経
済

危
機
で
と
り
や
め
に
な
り
、
ほ
っ
と
し
て

い
ま
す
。

―
―
　
そ
の
よ
う
な
観
光
資
源
を
重
視
し

た
開
発
は
、
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
習
慣
の

バ
ラ
ン
ス
」
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
と
一
致
す
る
も
の
な
の
で
す
か
。

そ
う
で
す
。
コ
ク
レ
ッ
ト
が
観
光
化
さ

れ
人
が
集
ま
る
と
、
情
報
も
集
ま
っ
て
き

ま
す
。
観
光
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
、
自

然
環
境
や
昔
か
ら
の
暮
ら
し
か
た
が
、
い

か
に
価
値
の
あ
る
こ
と
か
に
気
づ
か
さ
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
大
切
に
す
る

こ
と
が
、
ひ
い
て
は
自
分
た
ち
の
利
益
に

つ
な
が
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
観
光
資
源
を
重
視
し
た
開

発
が
も
た
ら
し
た
副
産
物
と
も
言
え
る
の

で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
か
ら
の
タ
イ
の
進
む

べ
き
道
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

最
近
は
観
光
客
が
増
え
、
コ
ク
レ
ッ
ト

島
に
は
何
の
関
係
も
な
い
ビ
ー
ル
バ
ー
な

ど
を
政
府
が
開
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
は
感
心
し
ま
せ
ん
。
地
域
の

こ
と
は
地
域
の
人
に
任
せ
れ
ば
よ
い
の
で

す
。
同
じ
よ
う
に
、
水
の
こ
と
も
地
域
の

人
が
判
断
し
て
管
理
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

タ
イ
の
人
た
ち
は
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川

を
愛
し
て
い
ま
す
。
タ
イ
の
人
た
ち
自
身

の
た
め
に
も
、
食
糧
産
業
の
面
で
世
界
に

貢
献
す
る
こ
と
た
め
に
も
、
川
を
大
切
に

し
、
も
っ
と
き
れ
い
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
だ
け
で
は
な
く
、

繋
が
っ
て
い
る
運
河
も
大
切
に
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
運
河
を
整
備
し
、
川
を

復
活
さ
せ
る
と
人
々
が
川
に
集
ま
り
ま
す
。

最
初
の
目
的
は
観
光
で
は
な
く
と
も
、
あ

と
か
ら
観
光
客
が
つ
い
て
く
る
。
経
済
も

活
性
化
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
運
河
の
そ

ば
に
住
む
人
も
、
充
実
し
た
生
活
を
得
る

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
タ
イ
は
経
済
再
建
の
途
中
で
す

か
ら
、
外
貨
獲
得
の
必
要
性
は
よ
く
わ
か

り
ま
す
。
し
か
し
、
お
金
の
た
め
に
地
元

の
習
慣
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
の
は
よ
く
な

い
こ
と
で
す
。
政
府
の
役
割
は
地
域
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
し
、
プ
ロ
モ
ー
ト

す
る
こ
と
で
す
。
両
方
で
き
な
い
場
合
は
、

せ
め
て
つ
ぶ
さ
な
い
よ
う
に
し
て
残
す
こ

と
も
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
が
。

バンコク市内のチャオプラヤー川。トンブリー側の水路の入
り口にある水門は閘門。チャオプラヤ川の堤防は高いが、ト
ンブリー内部は水位を低く押さえなければならない。
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２
０
０
２
年
の
夏
は
世
界
の
各
地
で
洪

水
の
被
害
が
相
次
い
だ
。
と
く
に
被
害
が

大
き
か
っ
た
中
国
、
チ
ェ
コ
、
ド
イ
ツ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ロ
シ
ア
は
、
日
本
の
ニ

ュ
ー
ス
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
記
憶
に
新

し
い
。
洪
水
に
よ
る
被
災
者
は
、
こ
の
20

年
間
で
７
倍
に
も
膨
れ
上
が
り
、
年
平
均

で
は
１
億
３
千
万
人
を
越
え
て
い
る
。
地

球
の
温
暖
化
や
異
常
気
象
に
加
え
、
人
口

増
加
や
都
市
化
に
よ
る
自
然
破
壊
が
主
な

原
因
と
言
わ
れ
て
い
る
。

タ
イ
も
ま
た
、
今
年
の
夏
は
洪
水
に
見

舞
わ
れ
た
。
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
流
域
で

は
、
上
流
か
ら
下
流
に
向
か
っ
て
徐
々
に

被
害
が
報
告
さ
れ
て
い
く
。
３
月
に
続
き
、

ち
ょ
う
ど
２
回
目
の
調
査
を
実
施
し
た
８

月
末
に
は
、
私
た
ち
も
ス
コ
ー
タ
イ
で
洪

水
に
出
会
う
。
新
市
街
地
の
中
央
を
流
れ

る
ヨ
ム
川
が
氾
濫
し
、
周
囲
の
建
物
は
ま

さ
に
浸
水
寸
前
に
あ
り
、
家
族
総
出
で
土

嚢
を
積
む
作
業
に
追
わ
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
新
市
街
地
で
わ
ず
か
に
存
在
す
る

高
床
式
住
居
の
家
の
住
人
は
、
そ
の
作
業

を
上
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
眺
め
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
床
下
２
ｍ
も
あ
る
の
だ
か
ら
、

浸
水
し
た
と
こ
ろ
で
何
ら
問
題
は
な
い
。

そ
れ
が
高
床
式
住
居
の
最
大
の
特
徴
で
あ

り
、
水
と
と
も
に
暮
ら
す
タ
イ
人
な
ら
で

は
の
知
恵
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
気
づ

か
さ
れ
た
。
日
本
に
も
、
蔵
の
土
地
を
高

く
造
成
し
、
同
時
に
屋
根
裏
を
作
っ
て
洪

水
か
ら
生
産
物
と
身
を
守
る
「
水
塚
」
と

い
う
住
居
形
式
が
利
根
川
流
域
に
あ
る
。

ダ
ム
問
題
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
こ
う
し
た

水
と
共
生
す
る
住
ま
い
の
あ
り
方
を
も
っ

と
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
私
た
ち
ア
ジ
ア
ま
ち
居
住
研

究
会
は
、
昨
年
の
バ
ン
コ
ク
・
ト
ン
ブ
リ

ー
地
区
（『
水
の
文
化
　
第
10
号
』）
に
続

い
て
、
タ
イ
中
部
の
ス
コ
ー
タ
イ
、
ピ
ッ

サ
ヌ
ロ
ー
ク
、
ロ
ッ
ブ
リ
ー
、
ア
ユ
タ
ヤ

ー
の
調
査
を
実
施
し
た
。
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ

ー
川
の
中
流
域
に
あ
る
こ
れ
ら
の
都
市
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
歴
史
が
あ
り
、
地
形

も
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
水
と
人
々
の
暮

ら
し
の
関
係
も
多
岐
に
渡
る
た
め
、
そ
う

簡
単
に
は
理
解
で
き
な
い
地
域
で
あ
る
。

だ
が
、
一
方
で
中
流
域
は
、
同
時
に
上
流

と
下
流
の
両
方
の
性
格
を
少
な
か
ら
ず
帯

び
て
い
る
か
ら
、
今
後
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ

ー
川
の
上
流
と
下
流
へ
調
査
の
対
象
を
広

げ
る
に
は
、
ま
ず
こ
の
タ
イ
中
部
を
知
る

必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
タ
イ
の
水
の

文
化
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
を
多
く
得

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

タ
イ
中
部
の
多
様
な
水
辺
環
境
に
応
じ

て
、
都
市
の
各
地
区
が
い
か
な
る
住
宅
を

ど
の
よ
う
に
集
合
さ
せ
て
全
体
を
形
作
り
、

そ
の
中
で
人
々
は
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
を

し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
の
が
今
回
の
報
告
で
あ
る
。
地
区
も
住

宅
も
暮
ら
し
も
、
ど
れ
も
み
な
水
と
の
共

存
の
な
か
で
成
り
立
っ
て
い
る
タ
イ
中
部

に
あ
っ
て
、
地
区
の
空
間
構
造
か
ら
住
宅

の
構
成
、
暮
ら
し
方
に
至
る
ま
で
を
連
続

的
に
見
な
が
ら
相
互
の
関
係
を
読
み
解
い

て
い
く
。
そ
の
た
め
に
は
、
総
合
体
と
し

て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
区
の
空

間
構
造
の
分
析
を
中
心
に
、
地
形
や
水
利

と
い
っ
た
地
理
学
的
な
視
点
、
暮
ら
し
や

生
活
道
具
と
い
っ
た
民
俗
学
的
な
視
点
、

家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
社
会
学

的
な
視
点
、
住
宅
の
構
成
と
い
っ
た
建
築

学
的
な
視
点
を
そ
の
場
に
応
じ
て
加
え
て

い
く
。
研
究
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
も
っ
と

分
析
の
枠
組
み
を
固
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
西
欧
近

代
の
呪
縛
か
ら
離
脱
し
、
ア
ジ
ア
独
自
の

見
方
・
調
べ
方
を
探
す
作
業
は
今
始
ま
っ

た
ば
か
り
だ
。
そ
の
う
え
、
人
間
が
最
初

に
引
き
付
け
ら
れ
る
の
は
、
研
究
で
は
な

く
、
そ
の
都
市
や
地
区
の
魅
力
そ
れ
自
体

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、

そ
の
魅
力
の
よ
っ
て
出
る
と
こ
ろ
を
掘
り

起
こ
す
の
で
あ
る
。

タ
イ
中
部
で
は
、
ど
の
都
市
で
も
水
辺

の
住
宅
の
多
く
が
高
床
式
住
居
で
あ
り
、

川
や
雨
水
の
利
用
の
方
法
も
共
通
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
水
辺
の
環
境
や
家

族
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
条
件
が
、

個
室
化
を
拒
み
、
増
改
築
に
対
応
し
う
る
、

や
わ
ら
か
な
空
間
の
住
宅
を
生
み
出
し
た
。

そ
し
て
、
ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
で
は
川
の
上

に
浮
き
家
が
連
な
り
、
ロ
ッ
ブ
リ
ー
で
は

斜
面
と
低
湿
地
で
住
宅
の
集
合
の
仕
方
や

住
ま
い
方
が
異
な
り
、
ア
ユ
タ
ヤ
ー
で
は

同
じ
条
件
で
も
ム
ス
リ
ム
と
そ
れ
以
外
で

水
に
対
し
て
違
い
を
見
せ
る
。
こ
れ
ら
は
、

そ
の
都
市
の
顔
と
な
り
魅
力
と
な
っ
て
、

水
辺
の
環
境
づ
く
り
と
住
い
の
関
係
を
特

徴
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
事

例
の
様
子
は
、
そ
の
都
市
全
体
を
覆
う
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ま
ち
全
体
を

隅
々
ま
で
歩
き
回
っ
て
探
り
当
て
た
、
そ

の
都
市
の
魅
力
を
代
表
す
る
地
区
ば
か
り

で
あ
る
。

で
は
、
さ
っ
そ
く
タ
イ
中
部
の
住
宅
の

特
徴
か
ら
見
て
い
こ
う
。

タイ中部の
水辺の住いと暮らし
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タ
イ
中
部
の
住
宅

や
わ
ら
か
な
空
間

タ
イ
の
伝
統
的
な
住
宅
は
、
い
ず
れ
も

木
造
高
床
式
住
居
で
あ
る
。
住
宅
の
地
上

か
ら
床
面
ま
で
の
高
さ
は
、
立
地
や
洪
水

の
浸
水
の
程
度
に
よ
っ
て
異
な
り
、
低
い

も
の
で
40
cm
、
高
い
も
の
で
２
ｍ
程
度
あ

る
。タ

イ
中
部
の
高
床
式
住
居
の
中
で
も
伝

統
的
な
も
の
に
バ
ー
ン
ソ
ン
タ
イ
（
タ
イ

様
式
の
家
）
が
あ
る
。
熱
に
よ
る
対
流
を

考
慮
し
て
天
井
を
高
く
で
き
る
切
妻
屋
根

と
、
熱
帯
の
ス
コ
ー
ル
か
ら
家
屋
を
守
る

た
め
の
約
１
ｍ
の
庇
が
特
徴
的
な
住
宅
だ
。

屋
根
は
空
に
伸
び
て
反
り
、
美
し
い
飾
り

破
風
が
象
徴
的
で
あ
る
。
屋
根
は
か
つ
て

イ
ネ
科
の
ヤ
ー
カ
ー
で
葺
か
れ
て
い
た
が
、

最
近
は
ト
タ
ン
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。

ヤ
ー
カ
ー
は
葺
く
の
が
難
し
く
維
持
も
大

変
で
あ
る
が
、
ト
タ
ン
は
安
く
修
理
も
し

や
す
い
。
そ
の
反
面
、
雨
が
降
る
と
雨
音

が
う
る
さ
く
、
室
内
に
は
熱
が
こ
も
り
や

す
い
。

住
宅
は
一
般
的
に
、
バ
ン
ダ
イ
（
階
段
）

→

チ
ャ
ー
ン
（
屋
根
の
な
い
移
動
の
た
め

の
空
間
）→

ラ
ビ
ア
ン
（
庇
下
の
居
間
）

→

ホ
ン
ノ
ン
（
寝
室
）
の
順
に
奥
に
行
く

に
つ
れ
て
私
的
空
間
の
度
合
い
を
増
す
。

こ
こ
で
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
般
的
な
呼
称

で
あ
っ
て
、
と
く
に
チ
ャ
ー
ン
、
ラ
ビ
ア

ン
、
ホ
ン
ノ
ン
は
機
能
と
空
間
の
あ
り
方

が
必
ず
し
も
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
居
間
や
寝

室
と
い
っ
た
機
能
面
か
ら
だ
け
で
住
民
が

そ
う
呼
ぶ
た
め
に
、
空
間
の
形
態
や
規
模

が
一
定
で
は
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
む
し
ろ

普
通
で
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
き
わ
め
て
曖

昧
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
住
民
か
ら
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
基
づ
い
て
部
屋
名
を
記
述

し
て
い
る
。

さ
て
、
地
面
と
高
床
の
床
は
、
バ
ン
ダ

イ
（
階
段
）
で
つ
な
が
る
。
バ
ン
ダ
イ
は

大
き
な
住
宅
の
場
合
、
複
数
設
け
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
、
一
つ
は
住
宅
の
表
に
、
も

う
一
つ
は
勝
手
口
の
よ
う
に
裏
に
置
か
れ

る
。
階
段
下
が
水
際
で
あ
れ
ば
、
水
上
に

小
さ
な
屋
根
を
架
け
て
床
を
張
り
、
休
息

や
談
笑
、
時
に
は
食
事
な
ど
、
実
に
心
地

よ
い
空
間
を
つ
く
り
出
す
。

バ
ン
ダ
イ
を
登
る
と
、
チ
ャ
ー
ン
に
出

る
。
使
わ
れ
方
や
家
に
よ
り
微
妙
に
呼
び

方
は
変
わ
り
、
ノ
ー
ク
チ
ャ
ー
ン
、
チ
ャ

ー
ン
ラ
ー
ン
、
パ
ラ
イ
な
ど
と
呼
ば
れ
る

が
、
空
間
と
し
て
は
、
屋
外
広
場
、
あ
る

い
は
中
庭
の
よ
う
な
屋
根
の
な
い
空
間
で

あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
主
に
棟
と

棟
と
の
移
動
に
使
わ
れ
、
異
な
る
空
間
を

接
続
す
る
た
め
の
場
で
、
い
わ
ば
人
工
地

盤
と
い
え
る
。
タ
イ
は
１
年
を
通
し
て
水

位
差
が
大
き
く
、
ま
た
洪
水
も
多
く
、
増

水
す
る
と
地
面
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
よ
う
な
人
間
と
建
物
の
地
盤
面
が
不

安
定
な
風
土
の
も
と
で
は
不
可
欠
な
空
間

で
あ
り
、
地
面
が
な
い
な
ら
自
分
で
作
っ

て
し
ま
え
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
チ
ャ
ー
ン
と
一
段
段
差
を
高
く
付

け
て
つ
な
が
る
の
が
、
次
の
ラ
ビ
ア
ン
で

あ
る
。
普
通
、
幅
２
、
３
ｍ
ほ
ど
の
テ
ラ

ス
や
回
廊
に
似
た
空
間
で
は
あ
る
が
、
タ

イ
の
住
宅
に
は
欠
か
せ
な
い
場
だ
。
ラ
ビ

ア
ン
は
昼
寝
、
休
息
、
食
事
、
談
笑
、
接

客
な
ど
多
目
的
に
利
用
さ
れ
、
居
間
に
似

た
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
就
寝
以
外
の
す

べ
て
の
日
常
生
活
が
こ
こ
で
行
わ
れ
る
。

チ
ャ
ー
ン
側
は
壁
が
な
い
吹
き
放
し
で
、

風
通
し
が
よ
く
、
長
い
庇
が
日
中
の
強
い

日
差
し
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
。
我
々
日
本

人
の
よ
う
に
生
活
の
行
為
を
室
内
外
の
ど

ち
ら
で
、
あ
る
い
は
ど
こ
で
行
う
か
、
と

い
う
固
定
的
な
概
念
を
彼
ら
は
あ
ま
り
持

っ
て
い
な
い
。
そ
の
時
々
に
応
じ
て
心
地

よ
い
空
間
で
生
活
す
る
の
だ
。
彼
ら
の
柔

軟
さ
が
つ
く
り
出
す
タ
イ
な
ら
で
は
の
住

空
間
が
、
こ
の
多
目
的
な
ラ
ビ
ア
ン
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

ラ
ビ
ア
ン
の
奥
に
は
、
壁
で
囲
ま
れ
た

寝
室
の
ホ
ン
ノ
ン
が
置
か
れ
る
。
日
中
は

鍵
を
閉
め
る
家
も
多
く
、
ホ
ン
ノ
ン
は
単

に
寝
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
貴
重
品
を

置
く
場
所
と
し
て
の
意
識
も
強
い
。

ホ
ン
ノ
ン
の
一
角
だ
け
を
壁
で
囲
い
貴

重
品
を
収
納
す
る
部
屋
と
し
、
壁
の
な
い

場
所
に
就
寝
す
る
こ
と
も
多
い
。
住
民
は

壁
が
な
く
て
も
そ
こ
を
ホ
ン
ノ
ン
と
呼
ぶ
。

そ
の
場
合
、
壁
で
囲
わ
れ
た
部
屋
を
新
婚

部
屋
と
す
る
住
宅
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。

タ
イ
で
は
母
系
が
一
般
的
で
、
特
に
末
娘

ホンノン�

ラビラン�

チャーン�

バンダイ�

プライベート�

パブリック�

住宅の一般的なプラン�

右上：バンダイ（階段）
左上：屋根のないチャーン
上：チャーンの隅には水瓶とコンロがあった。
右：手前がチャーン、おばあさんがドアを開
けている冷蔵庫は、一段床が高くなったラビ
アンにある。

上とは違う住宅。
壁のない吹き放しのままだが、高床の床下部分を居住空間にしている。
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寝室を増築�

元のチャーンを�
室内化し、�
床面積を増やす�

か
ら
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
へ
と
緩
や
か

に
変
わ
っ
て
行
く
タ
イ
の
住
宅
。
人
々
は

そ
の
時
々
で
最
も
ふ
さ
わ
し
い
空
間
に
、

自
分
の
居
場
所
を
見
出
し
て
い
く
の
だ
。

住
宅
そ
の
も
の
も
最
初
の
ま
ま
の
形
で

あ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
、
増
改
築
あ
る
い

は
移
築
を
繰
り
返
し
、
そ
の
時
々
に
あ
っ

た
形
に
変
化
し
て
い
く
。
増
改
築
に
は
、

も
と
か
ら
あ
る
部
分
に
屋
根
を
か
け
た
り

壁
を
つ
け
た
り
す
る
も
の
、
床
下
部
分
に

レ
ン
ガ
を
積
み
室
内
化
す
る
も
の
、
ま
た

新
し
い
棟
を
作
っ
て
チ
ャ
ー
ン
で
つ
な
ぐ

も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
と
ら
れ

る
。
そ
れ
に
よ
り
、
空
間
の
名
前
も
変
化

し
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
部
屋
の
呼
び

方
も
曖
昧
に
な
り
や
す
い
の
だ
。

タ
イ
の
住
宅
は
き
わ
め
て
融
通
の
利
く

い
わ
ば
や
わ
ら
か
な
空
間
を
持
ち
、
屋
根

を
載
せ
れ
ば
使
い
方
は
変
わ
る
し
、
壁
を

作
れ
ば
寝
室
と
な
る
、
と
言
っ
た
よ
う
に
、

変
化
は
容
易
に
か
つ
頻
繁
に
行
わ
れ
る
。

そ
の
変
化
は
、
都
市
の
変
容
に
伴
う
外
的

要
因
や
居
住
者
の
ニ
ー
ズ
に
よ
る
内
的
要

因
に
よ
っ
て
起
こ
り
、
住
宅
は
そ
の
時
代

時
代
で
居
住
者
に
よ
り
住
み
こ
な
さ
れ
て

い
く
の
だ
。
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タイ中部の水辺の住いと暮らし

が
家
を
継
ぐ
と
い
う
。
山
岳
タ
イ
族
や
そ

の
系
統
の
少
数
民
族
の
風
習
が
、
こ
う
し

た
都
市
部
で
も
見
ら
れ
る
の
は
興
味
深
い
。

時
代
や
立
地
条
件
で
住
宅
が
変
化
し
て
も
、

こ
う
し
た
儀
式
の
空
間
だ
け
は
継
承
さ
れ

る
こ
と
を
示
す
一
つ
の
例
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
大
規
模
な
住
宅
に
な
る
と
、

ホ
ン
ノ
ン
の
脇
に
仏
像
を
納
め
た
専
用
の

仏
壇
部
屋
の
ホ
ン
プ
ラ
を
置
く
こ
と
が
あ

る
。
宗
教
儀
式
の
際
に
、
僧
は
一
段
高
い

ラ
ビ
ア
ン
に
、
住
人
は
低
い
チ
ャ
ー
ン
に

座
り
、
床
の
段
差
が
い
か
に
意
味
を
持
っ

て
い
る
か
が
知
ら
れ
る
。

す
べ
て
を
屋
根
で
覆
い
、
壁
だ
け
で
空

間
を
分
け
る
住
宅
に
対
し
、
床
、
壁
、
屋

根
な
ど
を
巧
み
に
使
っ
て
空
間
を
意
味
づ

け
て
い
く
タ
イ
の
家
は
、
住
宅
の
中
に
い

る
と
き
で
も
屋
外
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な

開
放
感
の
あ
る
空
間
を
多
く
つ
く
り
出
す
。

し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
は
バ
ン
ダ
イ
、

チ
ャ
ー
ン
、
ラ
ビ
ア
ン
、
ホ
ン
ノ
ン
か
ら

構
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ

方
や
数
な
ど
は
、
実
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
富
む
。
そ
う
し
た
中
で
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

0
0.5

1 2ｍ�

雨どい�
一般的な�
バーンソンタイの�
屋根の両端�

内側に傾いている�

左上：バンダイを上がった
右手にある台所



20

0 1 2 5m

ラビアン�

竹とドラム缶�

ロープで固定�

ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー
ク

水
に
浮
く
住
ま
い

ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
は
、「
空
飛
ぶ
野
菜

炒
め
」
が
見
ら
れ
る
場
所
と
し
て
、
日
本

の
テ
レ
ビ
番
組
で
よ
く
紹
介
さ
れ
る
。
市

内
の
中
央
を
南
北
に
ナ
ー
ン
川
が
流
れ
、

ほ
か
に
見
ど
こ
ろ
と
い
え
ば
、
仏
像
が
美

し
い
「
ワ
ッ
ト
・
プ
ラ
・
シ
ー
・
ラ
タ
ナ

ー
・
マ
ハ
タ
ー
ト
」
が
あ
る
く
ら
い
で
、

観
光
客
も
少
な
い
町
だ
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
興
味
深
い
住
ま
い
が
見
ら
れ
る
。
水

上
に
家
を
浮
か
せ
て
住
む
「
ル
ア
ン
・
ペ

ー
」、
訳
し
て
「
浮
き
家
」
が
川
に
並
び
、

ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
な
ら
で
は
の
風
景
を
作

り
出
し
て
い
る
。

現
在
、
ナ
ー
ン
川
東
岸
で
は
開
発
が
進

み
、
リ
バ
ー
サ
イ
ド
ウ
ォ
ー
ク
が
作
ら
れ

て
、
切
り
立
っ
た
堤
防
が
延
び
て
い
る
。

２
０
０
２
年
３
月
ま
で
は
、
東
岸
に
も
浮

家
が
並
ん
で
い
た
。
１
９
９
５
年
の
航
空

写
真
を
見
る
と
、
数
も
今
よ
り
は
相
当
多

い
。
現
在
で
は
、
川
の
西
岸
に
数
十
軒
の

浮
き
家
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。

浮
き
家
は
、
竹
を
組
ん
で
、
い
か
だ
の

よ
う
な
土
台
を
造
り
、
そ
の
上
に
家
を
建

て
て
い
る
。
ド
ラ
ム
缶
を
並
べ
て
土
台
に

す
る
家
も
あ
る
。
家
は
、
川
岸
に
結
び
つ

け
た
ロ
ー
プ
や
竹
を
使
っ
て
固
定
さ
れ
、

水
際
か
ら
は
30
cm
ほ
ど
の
細
い
板
を
渡
し

て
、
玄
関
ま
で
の
道
が
造
ら
れ
る
。
川
に

浮
か
ぶ
家
に
も
電
気
は
し
っ
か
り
通
っ
て

い
る
か
ら
驚
き
だ
。
川
沿
い
の
電
線
か
ら

引
っ
張
っ
て
い
て
、
竹
竿
に
よ
る
自
作
の

電
信
柱
を
川
岸
に
差
し
、
家
ま
で
伸
ば
し

て
い
る
。
屋
根
に
は
ア
ン
テ
ナ
も
つ
い
て

い
る
。
水
位
の
低
い
時
期
に
は
、
広
く
な

っ
た
川
岸
が
洗
濯
物
を
干
す
場
所
と
し
て

も
使
わ
れ
、
生
活
が
川
岸
ま
で
あ
ふ
れ
出

す
。浮

き
家
は
、
20
世
紀
初
頭
ま
で
バ
ン
コ

ク
な
ど
の
都
市
で
も
一
般
的
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
川
に
あ
る
た
め
舟
運
の
妨
げ
に

な
っ
た
り
、
見
た
目
の
印
象
か
ら
撤
去
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
今
で
は
限
ら
れ

た
地
域
で
し
か
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

か
つ
て
の
ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
で
は
、
雨

期
と
乾
期
の
水
位
差
が
７
、
８
ｍ
も
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
変
化
の
大
き
な
水
面
に

浮
か
ぶ
浮
き
家
は
、
水
位
の
上
下
に
応
じ

て
、
家
も
ま
た
上
下
す
る
。
つ
ま
り
、
水

と
一
体
と
な
っ
た
住
ま
い
な
の
で
あ
る
。

日
ご
ろ
か
ら
陸
に
住
み
、「
建
物
は
陸
に

建
つ
」
と
い
う
私
た
ち
の
考
え
を
変
え
て

く
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
、
し

か
も
実
に
効
率
の
よ
い
住
ま
い
と
い
え
る
。

現
在
で
は
ダ
ム
に
よ
っ
て
水
位
が
調
整
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
ピ
ッ
サ
ヌ
ロ

ー
ク
で
３
、
４
ｍ
の
水
位
の
変
化
が
あ
る
。

浮
き
家
は
水
に
浮
か
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
２
階
建
て
は
も
ち
ろ
ん
、

規
模
の
大
き
な
住
宅
は
な
く
、
間
取
り
も

い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、

小
さ
い
な
が
ら
も
陸
上
に
あ
る
タ
イ
の
伝

統
的
な
住
宅
の
構
成
、
特
に
軒
下
空
間
の

ラ
ビ
ア
ン
や
寝
室
の
在
り
方
が
類
似
し
て

い
る
点
は
興
味
深
い
。
規
模
の
小
さ
な
浮

ピッサヌローク駅ピッサヌローク駅�ピッサヌローク駅�

浮家群�

ナ
ー
ン
川

ナ
ー
ン
川�

ナ
ー
ン
川�

左上：1995年の航空写真
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き
家
で
は
、
庇
下
の
30
cm
ほ
ど
の
狭
い
部

分
が
ラ
ビ
ア
ン
に
相
当
す
る
。
こ
こ
に
子

供
が
座
わ
り
、
遊
ん
だ
り
、
目
の
前
の
水

を
タ
ラ
イ
に
と
っ
て
洗
髪
し
た
り
す
る
風

景
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
寝
室
は
陸
側
に
壁

で
囲
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
、
川
側

に
は
水
に
開
く
開
放
的
な
居
間
を
配
置
す

る
。
高
床
で
は
な
く
て
も
、
タ
イ
の
伝
統

的
な
住
宅
と
同
じ
構
成
で
つ
く
ら
れ
て
い

る
の
だ
。

浮
き
家
に
は
、
は
ね
上
げ
て
開
く
大
き

な
戸
が
川
側
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
。

日
中
に
は
こ
の
戸
を
開
け
る
と
、
川
か
ら

の
涼
し
い
風
を
と
り
込
め
る
と
同
時
に
、

開
け
た
戸
は
そ
の
ま
ま
強
い
日
差
し
を
防

ぐ
庇
と
し
て
も
機
能
す
る
。

狭
い
浮
き
家
で
歩
き
回
り
な
が
ら
必
死

に
図
面
を
書
い
て
い
る
と
、
住
宅
の
部
材

に
頭
を
ぶ
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
建
物
自
体
の
ス
ケ
ー
ル
が
日
本
と

違
う
か
ら
起
き
る
こ
と
で
、
タ
イ
人
の
平

均
身
長
は
日
本
人
よ
り
10
cm
ほ
ど
低
い
。

家
は
、
人
体
寸
法
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て

い
る
。
人
間
の
の
指
や
腕
の
長
さ
を
単
位

と
し
て
、
柱
や
梁
な
ど
の
部
材
の
長
さ
を

決
め
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
た
住
宅
で
は
、
ど
の
よ
う
に
水

が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
の
が
面
白

い
。
軒
下
に
は
タ
ラ
イ
や
洗
剤
が
置
か
れ
、

浮
き
家
の
住
人
は
水
浴
び
だ
け
で
な
く
、

食
器
を
洗
う
と
き
も
川
の
水
を
使
う
。
そ

し
て
、
ト
イ
レ
は
ト
タ
ン
板
で
囲
ま
れ
て
、

床
板
の
一
部
分
を
適
当
な
大
き
さ
に
切
り

取
り
、
そ
こ
か
ら
水
面
に
直
接
用
を
た
し

て
、
川
の
水
で
お
尻
を
洗
う
。
住
宅
の
中

で
、
ト
イ
レ
が
川
の
下
流
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
も
う
な
づ
け
る
。
し
か
し
、
下
流

に
あ
っ
た
と
し
て
も
す
ぐ
隣
に
別
の
浮
き

家
が
建
つ
。
一
見
、
不
衛
生
に
思
え
る
が
、

川
に
は
多
く
の
小
魚
が
住
み
、
ト
イ
レ
か

ら
の
餌
を
待
っ
て
い
て
、
次
の
家
に
流
れ

着
く
前
に
食
べ
て
し
ま
う
。
川
の
持
つ
自

浄
作
用
を
最
大
限
に
生
か
し
た
住
ま
い
と

い
え
る
の
だ
。

屋
外
に
は
舟
が
係
留
さ
れ
て
い
る
家
も

多
い
。
移
動
は
こ
の
舟
で
行
わ
れ
る
。
家

を
出
れ
ば
、
す
ぐ
に
自
家
用
の
舟
で
自
由

に
川
を
行
き
来
で
き
る
の
だ
か
ら
、
便
利

な
環
境
と
い
え
よ
う
。
ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー
ク

で
は
、
陸
上
の
公
共
バ
ス
が
10
年
ほ
ど
前

に
開
通
し
た
。
そ
れ
以
前
は
、
タ
ク
シ
ー

ボ
ー
ト
が
主
流
で
、
市
民
の
移
動
は
水
上

交
通
に
頼
っ
て
い
た
。
川
を
移
動
す
る
こ

と
は
、
か
つ
て
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
だ
。
訪
問
し
た
浮
き
家
で
「
水
浴

び
や
舟
で
の
移
動
が
簡
単
に
で
き
る
か
ら

陸
の
家
よ
り
い
い
よ
」
と
言
っ
て
い
た
の

が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

現
在
、
ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
で
は
浮
き
家

が
作
り
出
す
魅
力
的
な
景
観
が
貴
重
な
観

光
資
源
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か

ら
、
国
王
陛
下
の
次
女
で
あ
る
プ
ラ
テ
ー

プ
王
女
が
保
護
に
乗
り
出
し
、
浮
き
家
の

移
築
を
禁
止
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ

に
留
ま
る
条
件
と
し
て
、
屋
根
を
タ
イ
中

部
の
伝
統
的
な
形
に
変
え
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
家
を
レ
ス

ト
ラ
ン
に
す
る
意
向
も
あ
る
よ
う
だ
。
浮

き
家
の
保
存
運
動
が
、
距
離
だ
け
で
な
く

意
識
的
に
も
、
か
え
っ
て
住
人
の
生
活
が

水
か
ら
遠
の
く
こ
と
を
も
た
ら
し
、
形
だ

け
を
残
し
た
商
業
主
義
的
な
利
用
に
留
ま

る
と
し
た
ら
寂
し
い
限
り
だ
。
住
宅
と
し

て
の
本
来
の
浮
き
家
と
そ
の
生
活
の
実
態

を
失
い
、
た
だ
の
水
辺
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク

に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い

る
。
見
た
目
だ
け
で
は
な
い
、
水
と
と
も

に
生
き
る
く
ら
し
を
価
値
づ
け
る
必
要
が

あ
る
。

タイ中部の水辺の住いと暮らし
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上：２棟のように見えるが
１棟の浮き家。右図と下の
写真はこの家のもの。
下：庇下のラビアンと室内。
この家は幅１ｍ以上のラビ
アンを持つ。
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下段�

ロ
ッ
ブ
リ
ー

水
辺
の
斜
面
地
と
住
民
組
織

ロ
ッ
ブ
リ
ー
の
歴
史
は
、
ク
メ
ー
ル
帝

国
の
経
済
、
軍
事
の
重
要
な
都
市
と
し
て

始
ま
る
。
そ
の
後
の
ア
ユ
タ
ヤ
ー
時
代
に

は
、
ナ
ラ
イ
王
（
１
６
５
６
〜
１
６
８
８

年
）
が
夏
の
離
宮
を
つ
く
り
、
こ
こ
で
多

く
の
時
間
を
す
ご
し
た
。

ロ
ッ
ブ
リ
ー
の
町
は
、
南
北
に
流
れ
る

川
の
両
岸
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
東
岸
が

旧
市
街
地
で
有
名
な
寺
院
が
あ
り
、
宮
殿

や
商
店
街
が
川
に
開
く
。
フ
ラ
ン
ス
人
建

築
家
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
宮
殿
か
ら
は
、
北

に
延
び
る
川
沿
い
の
道
に
商
店
街
が
続
い

て
い
る
。
一
方
、
南
北
の
ロ
ッ
プ
リ
ー
川

と
支
流
が
合
流
す
る
西
岸
は
、
蒸
気
の
精

米
工
場
が
あ
り
、
い
わ
ば
生
産
地
域
と
な

っ
て
い
る
。

さ
て
、
東
岸
の
川
沿
い
の
商
店
街
で
は
、

日
用
品
か
ら
食
料
品
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
店

が
軒
を
連
ね
て
い
る
。
店
主
の
多
く
は
、

19
世
紀
、
中
国
潮
州
か
ら
の
華
僑
で
、
20

世
紀
初
頭
に
は
チ
ー
ク
材
の
卸
売
り
で
財

を
成
し
た
。

こ
の
商
店
街
で
特
徴
的
な
の
が
、
メ
イ

ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
道
路
か
ら
川
に
向
か
っ

て
伸
び
る
何
本
も
の
細
い
路
地
だ
。
飲
料

品
を
扱
う
問
屋
横
の
路
地
で
は
、
裏
に
親

族
の
住
宅
が
１
軒
、
さ
ら
に
奥
の
川
沿
い

に
３
棟
の
長
屋
が
並
ん
で
い
る
。
ほ
か
の

場
所
で
も
、
道
路
か
ら
川
に
向
か
っ
て
漢

方
薬
局
、
倉
庫
、
住
宅
が
路
地
で
つ
な
が

る
。
道
路
沿
い
の
店
舗
が
、
川
と
の
間
に

短
冊
形
の
土
地
を
所
有
し
、
斜
面
の
上
段
、

中
段
、
下
段
で
そ
の
場
所
に
ふ
さ
わ
し
い

土
地
利
用
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
１
９
２
０
年
代
の
古
地
図
を
見
る
と
、

店
舗
し
か
な
く
、
川
に
向
か
っ
て
、
斜
面

の
上
段
か
ら
、
中
段
、
下
段
へ
と
時
代
を

追
っ
て
開
発
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

ま
ず
、
上
段
の
飲
料
品
を
扱
う
問
屋
は
、

約
90
年
前
か
ら
商
売
を
営
ん
で
い
る
。
１

階
道
側
に
店
を
開
き
、
そ
の
奥
に
作
業
場

と
厨
房
、
２
階
と
３
階
を
住
居
と
し
て
い

る
。
こ
の
店
舗
は
、
斜
面
に
建
つ
た
め
、

自
然
に
で
き
た
川
側
の
床
下
空
間
を
倉
庫

と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
１
階
の
天
井
の

一
部
が
開
閉
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
20
年
前
ま
で
米
を
扱
っ
て
い
た
こ

ろ
に
、
２
階
の
倉
庫
か
ら
ロ
ー
プ
で
吊
っ

て
、
荷
の
上
げ
下
げ
を
し
て
い
た
名
残
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
側
を
店
舗
と
し
、

上：雨期の終わった11月、まだサパーンが住居をつないでいた。
下：乾期の３月、上と同じところに水はない。

上：最も川よりの家は、出前料理店。
下：食事は出前をカサの下で。
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上段�

道路�

川
側
を
川
か
ら
の
荷
の
搬
入
や
作
業
の
た

め
の
サ
ー
ビ
ス
空
間
と
し
て
、
舟
運
と
結

び
つ
く
た
め
の
合
理
的
な
工
夫
が
見
ら
れ

る
。次

に
、
中
段
は
問
屋
の
親
族
の
た
め
に

50
年
前
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
で
あ
る
。
高

床
式
住
居
で
は
あ
る
が
、
床
下
は
最
も
高

い
と
こ
ろ
で
１
ｍ
ほ
ど
し
か
な
い
。
住
宅

横
に
は
サ
ン
・
プ
ラ
・
プ
ー
ム
と
呼
ば
れ

る
土
地
神
を
祀
る
祠
が
置
か
れ
て
い
る
。

祠
は
水
に
浸
か
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
通
常
、
雨
期
で
も
水
は
こ

こ
ま
で
し
か
増
水
し
な
い
。

さ
て
、
斜
面
下
段
で
は
、
中
央
に
井
戸

の
あ
る
広
場
で
、
男
性
や
子
供
は
セ
パ
タ

ク
ロ
ー
で
遊
び
、
女
性
が
会
話
を
楽
し
み

な
が
ら
家
事
を
す
る
と
い
っ
た
、
和
や
か

な
一
帯
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
長
屋

群
の
中
心
部
に
あ
る
広
場
に
は
、
10
cm
角

の
柱
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
立
て
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
運
搬
用
の
桟
橋
の
柱
跡
で

あ
る
。
上
段
に
あ
る
問
屋
は
、
20
年
前
ま

で
ロ
ッ
ブ
リ
ー
川
西
岸
の
蒸
気
の
精
米
工

場
か
ら
米
を
運
ん
で
い
た
。
船
着
場
の
土

地
は
問
屋
が
所
有
す
る
が
、
桟
橋
は
テ
ー

サ
バ
ー
ン
と
い
う
公
の
市
街
地
自
治
体
が

建
設
、
管
理
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
隣
の

店
舗
も
共
同
で
桟
橋
を
使
用
し
て
い
た
と

い
う
。

斜
面
下
段
の
長
屋
は
、
い
ず
れ
も
高
さ

２
ｍ
の
高
床
式
で
造
ら
れ
て
い
る
。
３
棟

あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
上
段
の
問
屋
に
よ
っ

て
20
〜
30
年
前
に
建
て
ら
れ
た
。
30
〜
40

年
前
に
、
ロ
ッ
ブ
リ
ー
川
上
流
に
ダ
ム
が

建
設
さ
れ
る
前
は
、
雨
期
に
な
る
と
、
こ

れ
ら
の
長
屋
の
床
ま
で
浸
水
し
て
い
た
と

い
う
。
ダ
ム
建
設
後
、
乾
期
に
は
２
階
が

寝
室
、
１
階
を
そ
れ
以
外
の
部
屋
と
し
て

利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

調
理
や
洗
濯
の
場
は
住
宅
の
外
部
に
ま

で
あ
ふ
れ
出
す
。
広
場
に
は
洗
濯
物
が
干

さ
れ
、
調
理
用
の
な
べ
や
コ
ン
ロ
が
置
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
今
で
も
、
雨
期
に
は

膝
下
く
ら
い
ま
で
の
増
水
が
あ
る
。
住
民

た
ち
は
１
階
の
生
活
空
間
を
移
動
し
、
日

常
の
移
動
手
段
を
確
保
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
、
板
を
つ
な
ぎ
渡
し
、
通

行
の
た
め
の
仮
設
の
桟
橋
を
建
設
し
て
、

雨
期
だ
け
の
道
路
を
造
り
上
げ
る
。
桟
橋

の
部
材
は
、
上
段
の
問
屋
の
床
下
倉
庫
に

保
存
し
、
繰
り
返
し
使
用
す
る
。
桟
橋
建

設
の
作
業
は
共
同
で
行
わ
れ
、
そ
の
際
の

組
織
を
「
チ
ュ
ワ
イ
ガ
ン
（
地
域
共
同
体
）」

と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
組
織
は
、
か
つ
て

バ
ン
コ
ク
の
よ
う
な
大
都
市
で
も
存
在
し

た
が
、
住
ま
い
の
拠
点
が
陸
上
化
す
る
と

と
も
に
、
今
日
で
は
そ
の
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ブ

リ
ー
の
よ
う
な
水
と
共
存
す
る
地
域
で
は
、

住
み
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
保
つ
た
め
、

共
同
体
が
し
っ
か
り
と
生
き
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
は
、
斜
面
の
上
、
中
、
下
段
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
用
途
の
建
物
を

置
き
、
同
時
に
水
と
の
関
わ
り
方
に
よ
っ

て
、
地
面
に
直
接
立
つ
も
の
か
ら
高
床
へ

と
変
化
さ
せ
て
合
理
的
な
土
地
利
用
が
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
土
地

の
使
い
方
や
住
宅
の
工
夫
だ
け
で
な
く
、

水
と
と
も
に
暮
ら
す
知
恵
が
住
民
の
固
い

組
織
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
点
は
実
に
魅

力
的
だ
。

上：飲料品問屋の、開閉できる天井と　　　下：長屋中央の上手、
主人夫妻　　　　　　　　　　　　　　　　屋根のある井戸はかなり大きい。

道路から路地に入るところにはゲートが設けられている。 路地、川側から。
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の
住
宅
と
の
距
離
や
位
置
関
係
、
ア
プ
ロ

ー
チ
と
い
う
制
約
を
受
け
ず
に
、
自
分
た

ち
が
住
み
や
す
い
よ
う
に
住
宅
を
建
設
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
小
道
の
造
成

に
よ
っ
て
、
現
在
は
川
と
家
々
の
直
接
の

結
び
つ
き
が
絶
た
れ
た
。

し
か
し
、
も
と
も
と
水
は
け
の
悪
い
土

地
な
の
で
、
雨
期
に
は
水
が
た
ま
り
、
現

在
で
も
集
落
は
水
上
に
あ
る
。
舟
に
よ
る

直
接
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
断
た
れ
た
住
民
た

ち
は
、
道
か
ら
住
宅
へ
入
る
手
段
を
新
た

に
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で

用
い
ら
れ
た
の
が
、
サ
パ
ー
ン
と
呼
ば
れ

る
木
製
の
桟
橋
で
あ
る
。
水
上
に
建
設
さ

れ
た
住
宅
や
雨
期
の
増
水
に
よ
っ
て
陸
を

歩
く
こ
と
が
で
き
な
い
地
区
で
は
、
よ
く

見
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
奥
に
立
地
す
る

住
宅
に
は
、
サ
パ
ー
ン
を
作
り
、
狭
い
板

を
縦
に
細
く
つ
な
げ
て
通
路
と
し
、
住
民

は
外
壁
を
手
つ
た
い
に
隙
間
を
縫
っ
て
進

む
。
奥
に
住
む
洗
濯
屋
を
営
む
女
性
は
、

両
手
い
っ
ぱ
い
の
荷
物
を
持
ち
な
が
ら
、

慣
れ
た
足
取
り
で
細
く
続
く
20
cm
ほ
ど
の

サ
パ
ー
ン
を
ス
イ
ス
イ
と
歩
い
て
い
た
。

一
方
、
小
道
側
は
板
を
数
枚
横
に
つ
な

ぎ
、
１
５
０
cm
ほ
ど
の
幅
を
持
つ
サ
パ
ー

ン
を
共
同
で
使
用
し
て
い
る
。
サ
パ
ー
ン

は
、
単
に
道
と
し
て
の
機
能
だ
け
で
は
な

く
、
洗
濯
タ
ラ
イ
や
衣
服
を
置
き
、
そ
こ

を
家
事
の
場
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
あ

る
。
ま
た
、
近
く
の
木
か
ら
採
れ
た
果
物

や
木
の
実
を
干
し
、
作
業
場
と
し
て
も
使

う
。
植
栽
や
椅
子
を
置
い
て
、
く
つ
ろ
ぎ

の
空
間
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
散
ら

か
っ
た
遊
具
を
見
る
と
、
子
供
た
ち
の
遊

び
場
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
サ
パ

ー
ン
は
、
近
隣
の
血
縁
関
係
の
あ
る
家
族

が
共
同
で
建
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
女
性

た
ち
は
会
話
を
は
ず
ま
せ
な
が
ら
家
事
を

こ
な
し
、
そ
の
周
り
を
子
ど
も
た
ち
が
走

り
回
る
。
ま
る
で
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
、
日
本
の
路
地
裏
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。

サ
パ
ー
ン
は
、
い
わ
ば
こ
の
集
落
に
と

っ
て
の
人
工
地
盤
で
あ
る
。
そ
こ
が
、
居

間
の
縁
側
よ
う
な
共
有
の
場
と
し
て
、
住

民
た
ち
の
重
要
な
生
活
空
間
と
な
っ
て
い

る
。
ま
さ
に
、
チ
ャ
ー
ン
と
も
ラ
ビ
ア
ン

と
も
言
え
る
場
所
な
の
だ
。

水
上
交
通
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
制
約

を
受
け
る
こ
と
な
く
成
立
し
た
集
落
で
は
、

環
境
が
変
わ
っ
た
今
も
サ
パ
ー
ン
を
用
い

る
こ
と
で
、
生
活
の
ス
タ
イ
ル
を
維
持
し

て
い
る
。
タ
イ
人
は
、
外
的
要
因
に
左
右

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
場
ご
と
の
水
辺

の
環
境
に
応
じ
て
、
住
み
や
す
い
空
間
を

つ
く
り
出
す
術
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

24

ロ
ッ
ブ
リ
ー

サ
パ
ー
ン
集
落

水
上
の
リ
ビ
ン
グ

ロ
ッ
ブ
リ
ー
川
西
岸
で
は
、
蒸
気
の
精

米
工
場
の
ま
わ
り
に
、
農
村
の
よ
う
な
静

か
で
穏
や
か
地
域
が
広
が
っ
て
い
る
。
東

岸
に
比
べ
て
、
低
く
平
坦
な
土
地
に
数
十

軒
単
位
で
点
々
と
集
落
が
あ
る
。
低
湿
地

で
あ
る
た
め
、
住
宅
の
床
下
に
は
常
に
水

面
が
広
が
り
、
そ
の
上
に
高
床
式
住
居
が

建
つ
。

我
々
が
調
査
し
た
集
落
も
ま
た
、
も
と

も
と
前
の
小
道
は
な
く
、
前
方
の
川
と
は

直
接
つ
な
が
っ
て
い
た
。
当
時
、
住
宅
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
手
段
は
船
だ
け
で
あ
っ
た
。

今
も
、
住
宅
は
必
ず
し
も
小
道
に
面
し
て

い
な
い
。
か
つ
て
は
、
住
民
が
住
宅
の
間

や
床
下
を
小
舟
で
自
主
自
在
に
行
き
来
し

た
風
景
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
を
物
語
る
か
の
よ
う
に
、
住
宅
の
下
に

は
今
で
も
舟
が
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

舟
の
通
れ
る
ス
ペ
ー
ス
さ
え
あ
れ
ば
、
他

床下の水�小道�川�

洗濯屋�

共有の場としてのサパーン
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ア
ユ
タ
ヤ
ー

マ
イ
ボ
ー
ト
が
並
ぶ
住
宅
地

観
光
地
と
し
て
も
有
名
な
ア
ユ
タ
ヤ
ー

は
、
山
田
長
政
の
日
本
人
町
が
あ
っ
た
こ

と
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

パ
ー
サ
ッ
ク
川
を
ア
ユ
タ
ヤ
ー
駅
の
南

か
ら
東
に
曲
が
る
と
、
細
い
水
路
が
伸
び

て
い
る
。
水
路
に
せ
り
出
し
て
茂
る
木
々

を
掻
き
分
け
な
が
ら
、
舟
は
進
む
。
両
岸

は
多
く
の
緑
に
あ
ふ
れ
、
暑
い
は
ず
の
日

中
で
も
木
陰
の
下
は
涼
し
く
、
舟
上
で
受

け
る
風
が
気
持
ち
い
い
。
水
路
の
所
々
で

は
水
上
菜
園
が
作
ら
れ
て
い
る
。
魚
も
多

く
棲
み
、
住
民
が
夕
食
用
の
ナ
マ
ズ
を
釣

り
上
げ
る
光
景
を
あ
ち
こ
ち
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
多
い
と
き
に
は
４
、
５
匹
の

釣
果
が
あ
り
、
市
場
で
売
る
と
き
も
あ
る
。

チ
ャ
ー
タ
ー
船
の
船
頭
も
、
家
の
前
の
川

で
釣
り
竿
を
た
ら
し
、
調
査
が
終
る
ま
で

の
時
間
を
潰
し
て
い
た
。

こ
ん
な
風
景
の
中
、
水
路
の
両
脇
に
は

家
々
が
点
々
と
建
っ
て
い
る
。
家
は
川
岸

か
ら
少
し
奥
に
建
ち
、
地
盤
が
確
か
で
洪

水
時
に
浸
水
し
な
い
よ
う
な
場
所
を
選
ん

で
作
ら
れ
て
い
る
。
護
岸
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト
製
も
あ
る
が
、
木
の
丸
太
で
土
を
押
さ

え
た
も
の
も
多
く
、
木
板
や
階
段
を
使
っ

て
舟
か
ら
敷
地
に
入
る
。
敷
地
に
は
多
く

の
水
が
め
が
置
か
れ
、
周
囲
は
緑
で
彩
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
地
区
の
家
は
高
床
式
住

居
で
、
川
に
正
面
を
向
け
て
い
る
。
気
持

ち
の
い
い
川
側
に
は
居
間
な
ど
の
主
室
を

置
き
、
奥
に
厨
房
や
ト
イ
レ
、
風
呂
を
配

置
し
て
い
る
。
特
に
、
家
正
面
の
川
に
向

か
っ
て
付
け
ら
れ
た
階
段
が
象
徴
的
だ
。

現
在
は
後
背
地
に
道
路
が
造
ら
れ
、
陸
へ

の
依
存
度
が
増
し
て
、
車
を
持
つ
家
も
あ

る
ほ
ど
だ
。
だ
が
、
家
も
人
も
い
ま
だ
に

川
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
し
、
水
路

を
中
心
に
暮
ら
し
て
い
る
。

比
較
的
大
き
な
都
市
で
あ
る
ア
ユ
タ
ヤ

ー
で
も
、
そ
の
こ
と
は
水
の
使
わ
れ
方
に

表
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
は
水
道
が

ま
だ
通
っ
て
い
な
い
家
も
あ
り
、
洗
濯
な

ど
に
川
の
水
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ほ

と
ん
ど
の
家
が
現
在
で
も
舟
を
持
っ
て
い

る
。
20
年
前
ま
で
は
、
洪
水
時
だ
け
で
な

く
、
舟
を
使
っ
て
商
品
を
売
り
に
行
く
こ

と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
２
年
前
に
ダ
ム

が
完
成
し
て
か
ら
は
、
一
年
を
通
し
て
水

位
に
変
化
は
な
く
洪
水
も
減
っ
た
。
今
、

ま
さ
に
住
民
の
生
活
が
変
ろ
う
と
し
て
い

る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
舟
を
使
う
家

は
多
い
。
そ
の
う
え
、
船
着
場
に
あ
ず
ま

屋
を
増
築
し
て
、
水
上
に
風
通
し
の
よ
い

理
想
的
な
居
間
空
間
を
つ
く
り
出
す
家
も

あ
る
。
そ
れ
が
実
に
気
持
ち
い
い
。
住
民

は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
川
に
近
づ
い
て
い

る
よ
う
だ
。
水
辺
の
利
点
を
彼
ら
は
よ
く

知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
地
区
で
興
味
深
い
家
に
出
会
っ
た
。

１
階
は
完
成
し
て
い
て
、
ベ
ッ
ド
な
ど
の

生
活
用
品
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
２
階
は

未
完
成
で
壁
が
無
い
。
費
用
が
で
き
た
ら

建
設
を
再
開
す
る
と
い
う
。
主
人
が
大
工

だ
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
が
、
住
ま
い
に
対
す
る
柔
軟
な
考
え
方

に
は
驚
か
さ
れ
た
。
タ
イ
人
の
住
宅
全
般

に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
増
築
や
改
築
、
移

築
な
ど
に
も
同
じ
よ
う
な
考
え
方
が
根
付

い
て
い
る
。
彼
ら
は
家
族
が
増
え
れ
ば
増

築
し
、
引
越
し
の
と
き
は
家
財
道
具
と
と

も
に
家
ご
と
移
動
す
る
。
短
期
間
に
完
成

さ
せ
る
こ
と
を
競
い
合
い
、
一
度
住
め
ば

手
を
加
え
ず
、
あ
と
は
捨
て
る
だ
け
の
日

本
の
住
ま
い
と
日
本
人
の
考
え
方
が
、
い

か
に
貧
し
い
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

タイ中部の水辺の住いと暮らし

水上で野菜を�
作っている�

� 船着場�

船着場�

船着場�

0 1 2 5m
床下は室内化されている�
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ア
ユ
タ
ヤ
ー

ム
ス
リ
ム
住
宅
の
タ
イ
化

ア
ユ
タ
ヤ
ー
王
朝
は
、
海
外
貿
易
の
拠

点
と
し
て
、
４
０
０
年
に
わ
た
っ
て
発
展

を
遂
げ
、
１
７
６
７
年
に
栄
華
の
幕
を
閉

じ
た
。
発
展
の
要
因
と
な
っ
た
管
状
に
つ

な
が
る
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
、
ロ
ッ
ブ
リ

ー
川
、
パ
ー
サ
ッ
ク
川
な
ど
、
恵
ま
れ
た

水
路
網
は
今
も
失
わ
れ
て
い
な
い

し
か
も
、
水
路
に
沿
っ
て
高
床
式
住
居

が
並
び
、
人
々
は
そ
の
水
と
密
接
に
結
び

つ
く
生
活
を
し
て
い
る
。
舟
に
よ
る
集
落

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
常
に
水
路
が
生
き

て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
の

一
つ
だ
。
水
辺
の
集
落
や
住
宅
へ
は
、
道

路
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
が
非
常
に
困

難
で
あ
る
。
タ
イ
の
多
く
の
都
市
で
進
む

陸
上
化
、
水
路
の
減
少
化
と
い
う
現
在
、

ア
ユ
タ
ヤ
ー
に
住
む
人
々
が
い
か
に
水
と

の
生
活
を
重
視
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
水
辺
の
集
落
に
は
必
ず
一

つ
、
ま
た
大
規
模
な
住
宅
で
あ
れ
ば
専
用

の
船
着
場
（
タ
ー
・
ル
ア
）
を
持
っ
て
い
る

の
だ
。

海
外
貿
易
に
よ
っ
て
多
民
族
都
市
と
な

っ
た
ア
ユ
タ
ヤ
ー
は
、
現
在
で
も
バ
ン
コ

ク
に
次
い
で
タ
イ
中
部
第
二
の
ム
ス
リ
ム

人
口
を
抱
え
て
い
る
。
都
市
を
囲
う
楕
円

形
の
水
路
の
南
側
に
は
、
ア
ユ
タ
ヤ
ー
時

代
か
ら
の
３
つ
の
ム
ス
リ
ム
集
落
が
あ
る
。

そ
の
１
つ
、
ワ
ッ
タ
ナ
ー
と
呼
ば
れ
る

船
着
き
場
の
周
り
に
広
が
る
集
落
を
見
て

い
こ
う
。
船
着
き
場
か
ら
陸
に
上
が
る
と
、

ま
ず
目
に
付
く
の
が
ア
ユ
タ
ヤ
ー
の
太
陽

に
照
ら
さ
れ
輝
く
モ
ス
ク
で
あ
る
。
川
が

間
近
に
あ
る
環
境
で
は
、
当
然
、
彼
ら
に

と
っ
て
水
と
の
共
存
は
大
き
な
課
題
で
あ

る
。
近
年
、
こ
の
ム
ス
リ
ム
集
落
で
は
、

一
年
を
通
じ
て
の
水
位
の
変
化
が
20
〜
30

cm
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
で
も

７
年
前
に
大
洪
水
が
あ
り
、
床
下
の
柱
の

３
分
の
２
ま
で
水
が
上
が
っ
た
。
こ
う
し

た
こ
と
に
備
え
、
今
も
安
定
し
た
土
地
の

上
に
、
高
床
式
で
住
居
を
築
い
て
い
る
。

多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
水
路
が
使
わ
れ

て
い
る
が
、
安
定
し
た
土
地
を
持
つ
こ
と

は
、
集
落
内
の
生
活
に
お
い
て
次
第
に
陸

化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
集

落
で
は
、
船
着
場
が
集
落
の
入
り
口
で
あ

る
と
同
様
に
、
陸
側
に
も
ム
ス
リ
ム
ス
タ

イ
ル
の
ゲ
ー
ト
を
持
ち
、
川
と
陸
の
両
面

性
を
示
し
て
い
る
。

陸
化
は
、
集
落
の
形
成
に
も
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
。
彼
ら
の
宗
教
施
設
で
あ

る
モ
ス
ク
や
共
有
の
船
着
場
は
、
生
活
の

重
要
な
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

ら
の
近
く
に
集
ま
っ
て
住
む
に
は
、
陸
に

よ
っ
て
つ
な
が
る
集
落
が
都
合
が
よ
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
仏
教
徒
の
タ
イ
人
集
落
は
あ

ま
り
多
く
の
住
宅
が
集
合
せ
ず
、
一
軒
ご

と
が
水
に
面
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ム
ス

リ
ム
集
落
は
す
べ
て
の
住
宅
が
水
に
面
す

る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
公
共
空
間
の
モ

ス
ク
や
船
着
き
場
を
中
心
に
面
的
に
密
集

し
て
広
が
っ
て
い
る
の
だ
。

川
沿
い
に
家
々
が
並
ぶ
場
所
で
は
、
川

に
面
す
る
住
宅
よ
り
も
、
そ
の
奥
の
陸
に

位
置
す
る
住
宅
が
古
く
、
１
０
０
年
以
上

前
に
は
す
で
に
建
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
後
家
族
が
増
え
、
川
側
に
１
軒
、
右

隣
に
１
軒
と
、
新
た
に
住
宅
が
増
や
さ
れ

た
。
増
改
築
は
、
台
所
や
床
下
の
柱
を
替

え
た
程
度
で
、
居
住
空
間
を
増
や
し
た
い

上：写真左手にチャオプラヤー川を臨む大きな窓があ
り、涼しい風が入ってくる。右手に、壁で囲われた寝
室がある。

右：川側棟の住人。

下：タイ式のトイレ。ペー
パーは無く、水瓶と柄杓
（ひしゃく）が常備され

ている。
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タイ中部の水辺の住いと暮らし

場
合
に
は
、
住
宅
を
新
築
す
る
と
い
っ
た

方
法
を
と
る
の
も
ム
ス
リ
ム
の
特
徴
だ
ろ

う
。
こ
の
集
落
が
面
的
に
形
成
さ
れ
た
理

由
も
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
ど

の
住
宅
も
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で
あ
る
と
い
う

平
等
性
も
ム
ス
リ
ム
ら
し
い
。
し
か
し
、

タ
イ
に
お
い
て
、
高
床
式
住
居
は
ム
ス
リ

ム
の
人
々
の
習
慣
で
は
な
く
、
本
来
タ
イ

系
の
人
た
ち
の
住
ま
い
で
あ
る
。
タ
イ
人

の
住
宅
の
タ
イ
プ
を
選
ん
だ
理
由
に
は
、

も
ち
ろ
ん
水
と
の
共
存
が
挙
げ
ら
れ
る
。

水
辺
に
ふ
さ
わ
し
い
住
居
を
ム
ス
リ
ム
の

人
々
も
認
識
し
、
宗
教
と
は
関
係
な
く
柔

軟
に
取
り
入
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

増
改
築
を
あ
ま
り
行
わ
な
い
こ
の
集
落

で
は
、
階
段
（
バ
ン
ダ
イ
）
を
上
が
り
、

屋
根
の
な
い
空
間
（
チ
ャ
ー
ン
）
か
ら
、

一
段
高
く
な
っ
た
軒
下
の
空
間
（
ラ
ビ
ア

ン
）、
壁
に
し
っ
か
り
と
囲
ま
れ
た
寝
室

（
ホ
ン
・
ノ
ン
）
と
い
う
、
最
も
シ
ン
プ

ル
な
高
床
式
住
居
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

特
に
、
階
段
下
に
足
を
洗
う
た
め
の
水
が

め
を
置
い
て
い
る
点
は
、
い
か
に
も
ム
ス

リ
ム
の
住
宅
ら
し
い
。
チ
ャ
ー
ン
と
ラ
ビ

ア
ン
に
は
、
壁
と
屋
根
が
取
り
付
け
ら
れ
、

チ
ャ
ー
ン
ラ
ビ
ア
ン
と
呼
ん
で
、
生
活
の

多
く
を
こ
こ
で
過
ご
す
。
川
沿
い
に
は
大

き
な
窓
と
扉
を
設
け
、
の
ど
か
な
チ
ャ
オ

プ
ラ
ヤ
ー
川
の
流
れ
を
臨
み
な
が
ら
、
生

活
す
る
ス
タ
イ
ル
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

住
宅
の
脇
に
は
川
へ
向
か
う
通
路
が
あ

る
。
そ
の
先
端
に
は
サ
パ
ー
ン
・
ロ
ン
・

ナ
ム
と
呼
ば
れ
る
川
へ
降
り
る
た
め
の
桟

橋
が
造
ら
れ
て
い
る
。
住
民
が
途
切
れ
る

こ
と
な
く
使
う
そ
の
桟
橋
は
、
共
有
の
生

活
空
間
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
食
器
を
洗
う

主
婦
た
ち
は
、
そ
こ
で
作
業
と
と
も
に
井

戸
端
会
議
に
花
を
咲
か
す
。
水
浴
び
を
す

る
少
年
た
ち
は
笑
顔
を
見
せ
な
が
ら
歯
を

磨
き
、
女
性
も
昔
か
ら
の
風
習
そ
の
ま
ま

に
水
浴
び
を
す
る
。

ア
ユ
タ
ヤ
ー
で
は
、
人
々
の
生
活
の
み

な
ら
ず
、
集
落
や
住
宅
に
と
っ
て
も
、
水

が
き
わ
め
て
身
近
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
う
え
、
タ
イ
系
と
ム
ス
リ
ム
系
で
は
、

水
に
対
し
て
集
落
の
空
間
構
造
に
違
い
を

見
せ
つ
つ
も
、
や
は
り
個
々
の
住
居
は
水

辺
に
ふ
さ
わ
し
い
高
床
で
あ
っ
た
。
バ
ン

コ
ク
な
ど
の
都
市
で
は
、
水
と
日
常
の
生

活
が
徐
々
に
切
り
離
さ
れ
、
高
床
式
住
居

の
床
下
を
壁
で
囲
み
、
屋
内
の
生
活
空
間

と
し
て
改
築
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
床
下
に
変
化
は
な
く
、
舟
が
備

え
付
け
ら
れ
て
い
て
、
増
水
時
で
も
水
と

の
共
存
を
常
に
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ

イ
本
来
の
水
と
人
々
の
暮
ら
し
が
そ
の
ま

ま
生
き
て
い
る
。

上：２棟の後ろから。隙間から川が見える。
左：屋根は高く反り上がっている。

ムスリムの住宅は階段下に、足を洗うための水がめや水槽を設けている。
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水
と
暮
ら
し

増
改
築
が
普
通
の
タ
イ
中
部
の
住
宅
の

多
く
は
、
各
棟
の
軒
先
が
互
い
に
接
し
、

そ
の
部
分
に
大
き
な
雨
樋

あ
ま
ど
い

が
設
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
日
本
と
違
っ
て
下
水
に
導
く
た

め
の
も
の
で
は
な
く
、
樋と

い

の
先
端
の
真
下

に
水
が
め
を
置
い
て
、
雨
水
を
貯
め
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
雨
期
に
は
、
家
族
が

一
年
間
使
用
で
き
る
だ
け
の
雨
水
を
集
中

し
て
貯
め
る
。
住
宅
内
や
敷
地
に
は
、
雨

水
を
貯
め
て
い
る
水
が
め
だ
け
で
な
く
、

貯
ま
っ
た
水
を
使
用
す
る
ま
で
寝
か
せ
て

あ
る
水
が
め
、
今
ま
さ
に
使
用
し
て
い
る

水
が
め
な
ど
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
水
が
め

が
置
か
れ
て
い
る
。

水
が
め
の
大
き
さ
の
違
い
は
、
そ
の
利

用
方
法
に
関
係
す
る
。
住
宅
の
軒
下
に
置

か
れ
た
水
が
め
は
、
直
径
、
高
さ
が
と
も

に
１
３
０
cm
も
あ
り
、
直
接
雨
水
を
貯
め

る
た
め
の
も
の
だ
。
い
っ
ぱ
い
に
な
れ
ば
、

樋
の
角
度
を
変
え
、
ま
た
別
の
水
が
め
に

貯
水
す
る
。
使
用
す
る
際
は
、
そ
こ
か
ら

ポ
ン
プ
や
バ
ケ
ツ
を
使
っ
て
屋
内
に
移
す
。

ま
た
、
家
の
ま
わ
り
や
敷
地
の
隅
に
は
、

植
栽
や
花
壇
、
ち
ょ
っ
と
し
た
畑
用
の
水

と
し
て
、
中
く
ら
い
の
水
が
め
も
置
か
れ

て
い
る
。
チ
ャ
ー
ン
の
一
角
に
コ
ン
ロ
と

一
緒
に
置
か
れ
て
い
る
屋
内
の
水
が
め
は
、

調
理
用
に
使
わ
れ
る
も
の
で
、
直
径
65
cm
、

高
さ
85
cm
ほ
ど
で
、
厨
房
の
隅
に
置
か
れ

て
い
る
。
ス
コ
ー
タ
イ
の
住
宅
で
は
、
ビ

ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
使
っ
て
直
接
厨
房
の
か

め
に
雨
水
を
貯
め
る
工
夫
も
見
ら
れ
た
。

い
っ
ぱ
い
に
な
れ
ば
、
シ
ー
ト
を
床
下
に

向
け
る
だ
け
で
簡
単
に
排
水
が
で
き
る
と

い
う
わ
け
だ
。
水
は
、
た
だ
自
然
に
任
せ

る
だ
け
で
よ
い
。

現
在
、
タ
イ
の
住
宅
の
多
く
に
は
、
水

道
が
通
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
雨
水
を
貯
め
る
の
は
、

そ
の
味
に
理
由
が
あ
る
と
い
う
。
水
本
来

の
味
を
タ
イ
人
は
知
っ
て
い
る
。
水
不
足

の
乾
期
に
、
水
道
水
を
飲
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
き
で
さ
え
、
一
度
水
が
め
に
た

め
る
こ
と
で
味
を
落
ち
着
か
せ
る
ほ
ど
の

徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
か
つ
て
茅
葺
き
の
屋

根
の
こ
ろ
は
、
茅
が
ろ
過
作
用
を
持
ち
、

異
物
を
通
さ
ず
清
ら
か
な
水
だ
け
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。
ト
タ
ン
屋
根
が
一
般
的

に
な
っ
た
今
は
、
雨
水
さ
え
も
直
接
飲
む

に
は
、
多
少
寝
か
せ
る
時
間
が
必
要
だ
と

い
う
。

水
道
水
を
使
わ
な
い
理
由
は
、
宗
教
に

も
あ
る
よ
う
だ
。
か
つ
て
は
、
雨
水
だ
け

で
は
な
く
、
地
区
の
核
と
な
る
寺
院
の
泉

を
住
民
が
共
同
で
利
用
し
て
い
た
。
ど
の

家
庭
も
、
毎
朝
、
泉
ま
で
水
を
汲
み
に
行

く
の
が
子
供
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。

水
は
仏
か
ら
の
恵
み
そ
の
も
の
で
あ
る
。

伝
統
的
な
タ
イ
中
部
の
住
宅
に
は
、
ま

だ
水
洗
ト
イ
レ
が
普
及
し
て
い
な
い
。
以

前
は
、
敷
地
の
隅
に
穴
を
掘
っ
て
そ
こ
で

用
を
た
し
、
穴
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
と
別

の
所
に
ま
た
穴
を
掘
り
使
用
す
る
、
と
い

う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
最
近
で

は
、
チ
ャ
ー
ン
の
脇
や
、
寝
室
裏
の
別
棟

に
ト
イ
レ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
便
器
は

和
式
で
、
そ
こ
か
ら
土
管
が
地
中
に
伸
び

汚
物
が
溜
め
ら
れ
る
。
そ
こ
が
い
っ
ぱ
い

に
な
る
と
、
ト
イ
レ
も
別
の
場
所
に
移
動

す
る
。

タ
イ
の
川
を
舟
で
通
る
と
、
水
辺
で
水

浴
び
を
し
な
が
ら
子
供
た
ち
の
姿
が
印
象

的
だ
。
タ
イ
の
人
々
が
川
の
水
で
歯
を
磨

き
、
体
や
髪
を
洗
う
様
子
は
、
我
々
が
風

呂
場
で
す
る
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ

る
。
ま
た
、
舟
の
少
な
い
場
所
で
は
、
女

性
も
パ
ー
・
カ
オ
・
マ
ー
と
い
う
布
地
を

体
に
巻
き
、
川
で
一
日
に
何
度
も
水
浴
び

を
し
て
い
る
。
昔
か
ら
の
習
慣
で
あ
る
と

い
う
。
女
性
た
ち
は
川
で
洗
濯
や
食
器
洗

い
も
す
る
。
限
り
な
く
つ
な
が
り
広
が
る

川
は
す
べ
て
の
タ
イ
人
の
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
日
常
の
行
為
が
自
然
に
行
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
船
着
き
場
や
あ
ず
ま
屋
な
ど

で
も
食
事
を
し
た
り
、
談
笑
し
た
り
と
、

タ
イ
人
は
住
宅
以
外
の
水
辺
に
も
快
適
な

生
活
空
間
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
は
、
近

隣
の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
欠
か
せ
な
い
場
で
も
あ
る
。
こ
う
し

て
、
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
川
の
横
で
の
ん

び
り
と
過
ぎ
る
時
間
を
共
有
す
れ
ば
、、

タ
イ
人
の
穏
や
か
な
性
格
の
理
由
も
わ
か

る
よ
う
な
気
が
す
る
。

ア
ユ
タ
ヤ
ー
で
は
、
多
く
の
人
や
物
を

運
ぶ
船
と
は
別
に
、
ま
る
で
一
寸
法
師
の

よ
う
な
タ
ラ
イ
や
一
人
乗
り
用
の
小
舟
で

行
き
来
す
る
人
の
姿
を
目
に
す
る
。
彼
ら

は
巧
み
な
平
衡
感
覚
で
小
舟
を
操
り
、
川

に
育
つ
野
菜
を
取
り
、
市
場
で
売
っ
て
い

る
。タ

イ
の
暮
ら
し
に
お
い
て
、
水
と
衣
食

住
の
一
つ
一
つ
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
い
つ
害
を
も
た
ら
す
か
も
知
れ
な

い
水
が
あ
る
か
ら
不
安
な
の
で
は
な
く
、

そ
の
水
と
共
生
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
豊

か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

タ
イ
人
は
知
っ
て
い
る
。
川
を
「
メ
ー
・

ナ
ー
ム
　
母
な
る
水
」
と
称
す
る
タ
イ
語

は
、
水
こ
そ
生
活
の
源
で
あ
り
、
生
命
そ

の
も
の
な
の
だ
と
我
々
に
訴
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

スコータイの住宅・厨房

屋根の樋の真下に水がめが設けられている。
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「この村にわしらが移住してきたのは、ここに大き
な池があったからだ。ほら小学校の前に池があるだろ
う。あそこに池があったから、わしらはここに村を建
てることにしたんだ。あのころここは水が豊かで、ウ
ドムソンブーンだったんじゃ。」

東北タイ地方コンケン県、市街地から50kmほど離
れた農村で村の来歴を尋ねた私に、村の老人はこう語
って聞かせた。雨期にもかかわらず雨に恵まれなかっ
たその年、村は灼熱の太陽の下で乾ききっていた。だ
からか、老人の「水が豊か」という場違いな言葉は印
象深かった。

■溜池の謎
コラート高原と呼ばれる東北タイ地方一帯は、その
乾いた気候とやせた土壌で知られており、タイ国内で
最も貧しい地域である。この地方をバイクで走ってい
ると、村の片隅にしばしば大きな溜池があるのが目に
付く。東北タイの農村はたいてい密集した塊村なのだ
が、その密な集落にはたいてい外側に自然の池を拡張
した四角い溜池が築かれている。先ほどの老人の言葉
は、その池の来歴を尋ねたときの答えである。
これらの溜池には実はちょっとした謎がある。それ
は、使いみちが今一つはっきりしないのである。まず、
たいていの村では池の水を大して利用していない。水
が不足していると盛んに言われる割には、池の水を農
業用水に使うわけでもないし、たんぱく質が不足して
いるといわれる割には、魚の養殖をするわけでもない。
生活用水や水浴びに使われているのを見ることもほと
んどない。しいて言えば、ときどき水牛の水浴びに使
ったり、休日に若者が釣りをしていたりするぐらいだ
ろうか。
その一方で、村人に聞いてみると、先の老人が言う
ように、村にとって池が歴史的に重要だったことを感
じることがしばしばある。さらには池という言葉が村
の名前に使われることも多い。例えばこの地方でよく
ある村名に、ノーンサアードとかノーンサワンとかノ
ーンブアという風に、ノーンがつく名前がある。この
ノーンは池や沼という意味があり、上の村名は直訳す
るとはじめから「きれいな池」、「天国の池」、「蓮の池」
というような意味になる。
古くは村人にとって非常に重要だったことをうかが
わせる一方、今ではあまり活用されていないように見
える溜池、これらはいったいどんな歴史をたどってき
たのだろうか。

■ウドムソンブーンを探しに
こういうことを知りたいなら、村人に聞いてみる、
というのが一番手っ取り早い方法である。しかし、歴
史を聞くことは難しい。
そもそも、現在コラート高原に住んでいる人々は、
タイ系民族の一グループであるラオ族の血を引いてお
り、ここ200年ほどの間にラオスから移住してきた。
彼らは農民であり、戦乱や土地の不足、そのほかさま
ざまな理由から故郷を離れて、当時は未開の地であっ
たコラート高原に移住してきたのである。その後も、
土地が豊富だったコラート高原では、しばしば移住が
繰り返され、次々と新しい村が建設されてきた。
冒頭の村は60年から70年前に建てられた新しい村
だった。そのため、村の建設を覚えている老人が生き
ているという貴重なケースだったのだ。
この地にやってきたラオ族にとって、移住して村を
つくるときのキーワードとなったのが、老人が口にし
た「ウドムソンブーン」という言葉。タイ語で「豊穣
な」という意味であり、東北タイの農民の間では、水

が豊かで土地が肥えた場所という意味合いがある。か
つてコラート高原で移住と開拓が盛んに行われていた
時代には、「ウドムソンブーンを探しに」というのが
移住の合言葉だったのである。
おそらく、灼熱の荒野を旅してきた農民たちにとっ
て、自然の池は、そこがくぼ地であり、周囲から水が
集まってくる所だというしるしだったのだろう。
だが、この池の水は農業用水に使われたわけではな
いようである。むしろ農業用水のためにはそれぞれが
農地に個人で池を掘るのが普通である。村の集落から
外れて、農地に入っていくとそのような灌漑用の小さ
な溜池をいくつも見ることができる。では、村の池は
いったい何に使われていたのだろうか。
その答えはどうやら生活用水といったところにある
ようである。洗濯や水浴びなどの日常の水仕事に、池
の水が使われていたようである。ただし、もともとタ
イでは雨水を甕

かめ

に貯めたものを飲み水として使ってい
るため、飲み水に使われたことはない。今でも農村で
は、家の軒下には大きな甕があり、多くの家では屋根
から雨樋

あまどい

を通して貯めたその甕の水を飲んでいる。
このように、溜池の水は飲み水以外の、洗濯や水浴
びなどの生活用水として使われていたようである。ラ
オ族の農民たちは、このように自然の池を見つけその
そばに村をつくった。そして、しばしば共同で池を拡
張し、雨期に降った雨を貯蓄できるようにしていたよ
うである。先ほどの老人は池を拡張したときのことを
生き生きと語ってくれた。何代目の村長の誰が指揮を
取ったのか、どんな風に拡張したのか。こうした事業
は、当時の人々にとって長く心に残る大きなイベント
だったに違いない。

■溜池の下のクメール都市
村の池についてはとりあえず解決したように見えた
のだが、少し調べていくと溜池があるのは何も村に限
らないことがわかってきた。コラート高原ではたいて
いの都市も大きな池や湖のそばに作られている。では
これらの池はもともとそこにあった自然の池だったの
だろうか。
村人に池の来歴を尋ねると彼らはたいてい、そこに
もともと自然の池があった、という。確かに池の多く
はもともと自然のものである。
しかし、いろいろ調べてみると必ずしもすべての池
が自然のものではないかもしれないということがわか
ってきた。そこから見えてくるのは思いもかけない壮
大な歴史である。
コラート高原の大部分は、かつてアンコールワット
を建設したクメール帝国の支配下にあった。アンコー
ルワットが建設されたのとほぼ同時期、11～12世紀に
はコラート高原にも相次いでピマーイ、サコンナコン
といった都市が建設された。クメール帝国の絶頂期は
13世紀といわれ、その版図はカンボジアとコラート
高原を越えて中部タイのチャオプラヤー川流域と南ラ
オス、中部ベトナムまでに及んだという。
クメール帝国は支配下の各地に首都アンコールワッ
トと共通のプランを持つ都市を建設していった。その
典型は十字の回廊を持つ寺院や宮殿の傍らに「バライ」
と呼ばれる大きな人造池を配し、さらに城壁の外側を
二重の堀で囲むものだったという。今遺跡として残る
ピマーイや、後にタイ族が占拠して王都としたスコー
タイやロッブリーは元来このようなクメール都市であ
った。
コラート高原では15世紀のクメール帝国の衰退以
降、こうした都市は次々に放棄され廃墟となっていっ
た。そしてラオ族が南下を開始する18世紀ごろには
コラート高原は無人の森林地帯となっていたのである。
新たにやってきたラオ族は新しい村を作るだけでな

く、こうした古い都市の跡に再び町を作った。だから、
あとからやってきたラオ族が利用した池の中には、か
つてのクメール人の村や都市に作られた溜池、「バラ
イ」だったものもあるのである。
このような例の一つとして、コンケン県にあるプアイ
ノーイ郡がある。プアイノーイには小さなクメール遺
跡があり、その遺跡から100m弱のところに大きなバ
ライがある。100年ほど前にここに移住してきたとい
うラオ族の村人たちは遺跡のかたわらに村を作って住
んでいる。今は遺跡も修復され、バライもきれいに拡
張整備されているが、かつてバライの水は隣接した水
田の農業用水に使われていたという。そして現在では
バライのほとりに建てられた病院がこの拡張された池
から若干の水を取水しているという。
この地方ではクメール遺跡と都市が共存している例
は数多い。有名なクメール遺跡であるピマーイは町そ
のものが遺跡の内側に建てられている。また、サコン
ナコンは四角形の堀で囲まれたかつてのクメール都市
の真上につくられており、堀の内側にはまだバライが
残っている。
コラート高原で見かける何の変哲もない溜池も、そ
の背後を探っていくと幾重にも重なる歴史の積み重ね
が見えてくる。そこにはクメール帝国から続く数百年
単位の長い歴史の流れと、数十年単位で刻まれたラオ
族の村人たちの生活の歴史が重なり合うようにして流
れている。
こうした歴史の流れの締めくくりとして、最後にこ
こ10年の池を巡る動きを見てみよう。

■役割が変わる
現在、集落の溜池のほとんどはもはや生活用水にも
農業用水にも利用されていない。しかしその一方で、
各地の池を見てみるとここ最近、拡張や整備工事が行
われたものが多いことに気づく。
こうした工事の多くは、政府によって行われている。
プアイノーイのように観光地として遺跡を修復・整備
する中でバライが拡張されたり整備されたりした所も
多い。バライではない普通の村の池もここ数年で急激
に整備が進んでいる。重機によって底を深く掘り直し、
きれいな四角形に岸を整備するというのがこうした整
備の基本である。こうした池には必ず看板が立てられ
ている。そこには、何年に内務省によって拡張工事が
行われ、その後きれいになった池が国から村の自治体
に贈与されたことが記されている。
中央集権国家のタイには、最近まで村落に自治体と
言えるようなものはなく、公式には地域の資源は国家
が直接管理していた。村の池もまた例外ではない。し
かし最近の地方分権推進の中で、新たにタンボン（行
政区）自治機構といわれるものが設立されてきた。そ
して近代的な地方行政制度が成立してから一元的に内
務省が管理していた村の池も、この自治機構の成立と
ともに再び村人の手に返されたということらしい。
こうして新たに整備された池は、主に地域の人たち
の憩いの場として利用されているようだ。市街地に近
く、最近急激に住宅地化したような村の池の中には公
園としてきれいに整備されたものもある。それほど整
備されていない池でも、休日には近所の人々が釣りを
したり、周りの木陰でのんびりしている姿を見ること
ができる。
長い歴史の中でクメールのバライからラオ族の村の
池へと変化したように、村の池の役割も人々の生活の
変化と共に移り変わりつつあるらしい。

森田敦郎 もりたあつろう

東京大学大学院総合文化研究科博士課程、日本学術振興会
特別研究員

1975年生まれ。専攻は文化人類学。現在、東北タイ・コラ
ート県において産業化と社会変動について調査中。

コラート高原の溜池から見る
タイ社会の移り変わり



雨
期
が
終
わ
っ
た
11
月
の
バ
ン
コ
ク
は
、

気
温
も
低
く
な
っ
て
、
よ
う
や
く
過
ご
し

や
す
い
季
節
を
迎
え
る
。
つ
ま
り
、
夜
寝

る
と
き
に
ク
ー
ラ
ー
を
入
れ
る
必
要
の
な

い
気
温
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
タ

イ
の
人
た
ち
は
寒
い
寒
い
と
言
っ
て
ジ
ャ

ン
パ
ー
を
着
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
も
そ
の

は
ず
、
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
空

調
の
温
度
設
定
が
20
度
を
少
し
上
回
る
ぐ

ら
い
。
と
て
も
じ
ゃ
な
い
が
、
凍
え
て
し

ま
う
。

前
回
訪
れ
た
の
は
、
３
月
の
末
。
そ
の

時
期
は
40
度
近
い
熱
暑
で
、
朝
昼
晩
の
シ

ャ
ワ
ー
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
が
、
タ
イ
の

人
た
ち
は
、
平
均
１
日
５
回
の
水
浴
び
が

当
た
り
前
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
狭
い
乗
り

合
い
バ
ス
で
肌
が
触
れ
て
も
、
サ
ラ
ッ
と

し
て
い
る
し
体
臭
さ
え
感
じ
さ
せ
な
い
。

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
歯
磨
粉
、
石
鹸

売
り
場
が
充
実
し
て
い
る
の
も
う
な
づ
け

る
と
い
う
も
の
だ
。
が
、
タ
イ
王
朝
が
栄

え
た
ス
コ
ー
タ
イ
に
近
い
ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー

ク
を
訪
れ
た
と
き
に
は
、
び
っ
く
り
す
る

も
の
と
出
会
っ
た
。

そ
れ
は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
の
上
流
、

ナ
ー
ン
川
に
浮
か
ぶ
浮
き
家
だ
。

ト
タ
ン
屋
根
の
浮
き
家

ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
に
は
、
ま
だ
40
軒
ほ

ど
の
浮
き
家
が
２
つ
の
大
き
な
橋
を
は
さ

ん
で
転
々
と
並
ん
で
い
る
。
下
流
に
向
か

っ
て
左
側
は
護
岸
工
事
が
施
さ
れ
た
場
所

が
多
く
、
浮
き
家
は
そ
の
反
対
側
の
右
側

に
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
に
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
暮
ら
し
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
も
、

そ
う
遠
く
な
い
話
の
よ
う
だ
。

20
世
紀
初
頭
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
見

る
と
、
川
い
っ
ぱ
い
に
浮
き
家
が
並
び
、

家
と
家
と
の
間
に
は
人
工
地
盤
と
も
い
え

る
桟
橋
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ

の
伝
統
的
な
尖
っ
た
妻
壁
を
持
ち
、
屋
根

は
板
や
藁
が
葺
か
れ
て
い
る
。
そ
の
藁
葺

き
屋
根
も
、
現
在
は
茶
色
く
錆
び
た
ト
タ

ン
屋
根
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
（
さ

ぞ
か
し
雨
音
が
う
る
さ
い
と
思
う
の
だ
が
）。

し
か
し
屋
根
の
素
材
自
体
が
板
や
藁
か

ら
ト
タ
ン
に
変
わ
っ
て
も
、
藁
葺
き
屋
根

は
浮
き
家
以
外
の
建
物
に
ま
だ
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
建
物
と
も
呼
べ
な

い
よ
う
な
代
物
な
の
だ
が
、
昼
寝
用
の
ス

ペ
ー
ス
、
サ
ー
ラ
ー
（
写
真
Ｂ
）
だ
。
竹

を
ヒ
モ
で
組
合
せ
た
フ
レ
ー
ム
に
、
藁
の

束
を
括
り
つ
け
た
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
か
つ
て
浮
き
家
の
屋
根
を
葺
い
て
い

た
ス
タ
イ
ル
も
、
写
真
を
み
る
か
ぎ
り
、

こ
れ
と
ご
く
近
い
も
の
と
想
像
で
き
る
。

日
本
の
茅
葺
き
（
こ
れ
も
茅
不
足
か
ら
、

藁
葺
き
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
だ
が
）
と

は
趣
き
が
ず
い
ぶ
ん
と
違
う
。
厚
さ
、
密

度
、
結
索
方
法
、
仕
上
げ
方
、
ど
れ
を
取

っ
て
み
て
も
ま
っ
た
く
違
う
。
雪
の
重
み

に
耐
え
な
く
て
も
い
い
と
い
う
だ
け
で
も
、

屋
根
自
体
の
構
造
、
部
材
の
大
き
さ
な
ど

30

『
水
の
文
化
』
編
集
部

満
水
の
タ
イ
写
真
紀
行

20世紀初頭のバンコク市内を流れるチャオプラヤー川、手前がトンブリー、向こう岸左が王宮。浮き家が、中央から右側へびっしりと何層にも並んでいる。
右奥の川が蛇行した先には、大型船舶が３隻ほど停泊しているのが見える。Pipat Pongrapeeporn Panorama of BANGKOK in the reign of King RAMA
IV SAMNAK PHIM MUENG BORAN, 2001より

左から、ロッブリーのピックアップ
バス、アユタヤーのミゼットタクシ
ー、新交通システムBTS、バンコク
の路地に積まれた土嚢。トゥクトゥ
ク、ボート、飛行機、等々、タイの
多様な交通機関にお世話になった。
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満水のタイ写真紀行

な
ど
、
違
っ
て
い
て
当
然
な
の
だ
。

屋
根
だ
け
で
は
な
い
。
壁
は
、
筵

む
し
ろ
と
言

っ
て
し
ま
っ
て
は
失
礼
か
も
し
れ
な
い
が
、

竹
の
皮
を
網
代

あ
じ
ろ

に
編
ん
だ
も
の
で
造
ら
れ

て
い
る
（
写
真
Ａ
）。
も
ち
ろ
ん
、
板
壁

や
ト
タ
ン
壁
も
あ
る
の
だ
が
、
と
に
か
く

「
軽
く
」
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。
床
を
水
面

か
ら
15
〜
30
cm
ほ
ど
浮
か
せ
る
た
め
の
浮

力
は
、
竹
の
束
を
水
中
に
沈
め
る
こ
と
で

作
り
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
う
わ
も
の

は
で
き
る
だ
け
軽
い
こ
と
が
第
一
条
件
な

の
で
あ
る
。

軽
く
て
も
す
ん
で
し
ま
う
の
に
は
訳
が

あ
る
。
実
は
タ
イ
に
は
ほ
と
ん
ど
風
が
吹

か
な
い
。
だ
か
ら
軽
く
す
る
こ
と
を
最
優

先
で
き
る
の
だ
。
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
西

側
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
を
中
心
と
し
た

デ
ル
タ
地
帯
に
は
、
台
風
が
来
な
い
。
風

速
15
ｍ
の
強
風
圏
内
を
持
つ
台
風
が
来
な

い
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の
よ
う
な
集
中
豪
雨

す
ら
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
例
外
は
あ
る
が
、

平
均
し
て
強
い
上
昇
気
流
も
下
降
気
流
も

な
い
の
だ
か
ら
、
強
い
風
は
吹
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
雨
も
静
か
に
降
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
壁
は
網
代
で
充
分
、
横
殴
り
の
雨

風
を
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。

ひ
る
が
え
っ
て
日
本
の
屋
根
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
普
通
の
瓦
の
２
、
３
倍
は
あ
り

そ
う
な
西
本
願
寺
の
瓦
は
、
１
つ
７
kg
と

い
う
代
物
だ
。
瓦
は
耐
火
性
に
優
れ
た
屋

根
葺
き
材
だ
が
、
そ
の
自
重
が
耐
風
性
を

も
生
み
出
し
て
い
る
。
だ
か
ら
台
風
銀
座

と
も
言
わ
れ
る
沖
縄
地
方
の
住
宅
は
、
重

い
瓦
屋
根
の
家
が
伝
統
的
に
見
ら
れ
る
の

だ
。地

震
が
な
け
れ
ば
耐
震
構
造
が
発
達
し

な
い
の
と
同
様
、
風
の
な
い
地
方
に
は
耐

風
構
造
の
発
達
は
な
い
。

19世紀中頃のアユタヤー。流れの向こう側に見えるのが、竹の上に浮く藁
葺きの浮き家。手前は丸屋根のボートハウスで、屋根の素材は板材と思わ
れる。ともに建物の間には杭が立っている。Karl Do

I I

hring, The Country
and People of Siam, Land und Volk,1923より

左：増改築、特に移築が多いタイの住宅。
壁と屋根仕上げ材を外したら、人力でも
動かすことができる、とても軽いものだ。
写真の高床式住居は、3kmの距離を運ば
れていった。
Pierre Le Roux The Journal of the
Siam Society Vol.86, JSS, 1998 より
右：浮き家の勝手口。壁は竹を網代編み
したもの。
下中央：浮き家の洗面所は上流側のデッ
キ。写真の奥には、まな板スペースもあ
る。
下左：川は画面左から右に向かって流れ
ている。その家にとって上流側に設けた
洗面所やまな板スペースも、隣接した家
の下流側に設けたトイレの真向かいとい
うことになることが多い。

現在、庶民の住宅のほとんどは、屋根がトタンで葺かれ
ており、昔を彷彿とさせる藁葺き屋根には出会えなかっ
た。唯一出会った藁葺き屋根は、スコータイのある庭に
作られた昼寝場所。メンテナンスの手間などを考えると、
タイでさえこの規模のものが限界ということか。

A

B
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舫も
や

い船
が
岸
壁
に
停
泊
す
る
場
合
は
、
大
き

く
４
本
の
舫
い
綱
で
船
を
繋
ぎ
留
め
る
。

外
側
に
向
か
う
よ
う
に
船
首
と
船
尾
に
そ

れ
ぞ
れ
１
本
ず
つ
、
船
の
中
央
か
ら
交
差

す
る
よ
う
に
２
本
と
る
の
が
、
舫
い
方
の

基
本
で
あ
る
。
潮
の
流
れ
が
あ
る
場
合
は
、

流
れ
に
従
っ
て
こ
の
舫
い
方
が
変
化
し
て

い
く
の
だ
が
、
船
に
と
っ
て
は
潮
流
よ
り

も
風
の
ほ
う
が
恐
い
の
で
、
ど
ち
ら
か
ら

吹
く
か
わ
か
ら
な
い
風
に
対
抗
す
る
た
め

に
は
、
こ
の
基
本
に
忠
実
で
あ
る
べ
し
、

と
い
う
の
が
一
般
的
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
見

ら
れ
る
ハ
ウ
ス
ボ
ー
ト
は
、
そ
う
い
う
意

味
か
ら
言
っ
て
も
立
派
に
船
の
範
疇
に
入

る
の
だ
が
、
タ
イ
の
浮
き
家
は
、
舫
い
方

か
ら
見
た
ら
船
と
は
呼
べ
な
い
。
川
の
流

れ
し
か
、
浮
き
家
に
か
か
る
力
を
考
慮
に

入
れ
て
い
な
い
舫
い
方
を
し
て
い
る
か
ら

だ
。確

か
に
浮
き
家
側
か
ら
は
、
そ
の
向
き

が
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
３
点
ぐ
ら
い
か
ら

ロ
ー
プ
を
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
ロ

ー
プ
を
受
け
る
川
岸
側
は
１
カ
所
に
集
中

す
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
３
点
か
ら
出

さ
れ
た
ロ
ー
プ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か

ら
か
か
る
力
を
ま
っ
た
く
想
定
せ
ず
、
単

に
強
度
と
し
て
３
本
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

人
が
作
っ
た
杭
な
ど
の
場
合
は
、
強
度
的

に
弱
い
の
で
川
岸
側
も
何
カ
所
か
に
分
散

す
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
こ
そ
太
い
丈

夫
な
木
が
生
え
て
い
た
り
す
れ
ば
、
本
当

に
１
カ
所
に
集
中
し
て
舫
っ
て
い
る
。
た

だ
、
ロ
ー
プ
の
長
さ
は
や
は
り
そ
れ
な
り

に
必
要
だ
。
川
岸
が
す
り
鉢
状
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
舫
っ
て
い
る
杭
な
ど
と
家
と

の
距
離
が
遠
い
か
ら
だ
。

船
に
使
わ
れ
る
ロ
ー
プ
に
は
大
き
く
２

種
類
の
素
材
が
あ
る
。
一
つ
は
伸
縮
性
の

な
い
、
カ
ー
ボ
ン
な
ど
の
化
学
繊
維
を
縒よ

り
合
わ
せ
た
も
の
。
帆
を
上
げ
、
固
定
す

る
た
め
に
は
、
伸
び
縮
み
の
な
い
素
材
が

適
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
綿
に
代
表
さ

れ
る
伸
縮
性
が
あ
る
も
の
。
錨
と
船
、
岸

壁
と
船
を
舫
う
際
に
使
わ
れ
る
。
風
の
力

を
吸
収
し
て
く
れ
る
た
め
、
大
型
船
で
も
、

舫
い
ロ
ー
プ
に
は
巨
太
な
綿
製
品
が
使
わ

れ
る
。

古
い
浮
き
家
の
写
真
を
見
直
し
て
み
る

と
、
家
と
家
と
の
間
に
そ
び
え
立
つ
杭
と
、

家
を
繋
ぐ
の
に
短
い
ロ
ー
プ
が
使
わ
れ
て

い
る
。
浮
き
家
は
そ
の
杭
に
固
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
だ
。
つ
ま
り
浮
桟
橋
と
同
じ
で
、

水
位
の
変
化
に
よ
っ
て
上
下
に
は
動
く
が
、

横
に
は
動
か
な
い
。
も
と
も
と
の
考
え
方

は
、
平
面
的
に
は
完
全
に
固
定
し
て
し
ま

う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

現
代
の
浮
き
家
は
、
長
い
ロ
ー
プ
と
併

用
し
て
、
竹
で
河
岸
と
家
を
舫
っ
て
い
る
。

（
写
真
Ｃ
）
竹
に
よ
る
舫
い
は
長
さ
の
調

上：軒下にあるリールに巻かれているのが、電源コード。
右：ロープのもやいは、隣りの住宅へ行く桟橋の上を通って河岸に
固定されている。
下：浮き家は、手前と奥の２本の竹で河岸にもやっている。中央に
鳥が１羽遊んでいるが、この茶色い川には小魚をはじめとする生き
ものが実にたくさん棲んでいる。
左：河岸の階段の横で、シャモを飼っている。

11月の初め、雨期が終わった直後のためか大量の土砂を含んだ支流がロッブリー川に合流。
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節
が
で
き
な
い
上
に
、
伸
縮
性
が
な
い
の

で
引
っ
張
ら
れ
る
力
を
吸
収
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
水
位
の
上
下
に
の

み
対
応
で
き
れ
ば
よ
し
と
考
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
竹
を
利
用
す
る
の
も
納
得
が
い
く
。

近
年
電
化
製
品
の
普
及
で
、
浮
き
家
の

中
に
も
冷
蔵
庫
と
テ
レ
ビ
は
必
ず
あ
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
屋
根
に
は
ア

ン
テ
ナ
が
そ
び
え
、
川
岸
に
延
び
る
電
源

コ
ー
ド
は
舫
い
ロ
ー
プ
と
同
じ
く
調
節
可

能
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

家
の
位
置
が
動
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
本

当
は
そ
の
必
要
は
な
い
は
ず
な
の
だ
が
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
流
方
向
へ
の
強

風
や
、
川
岸
方
向
か
ら
の
風
は
有
り
得
な

い
と
考
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
浮
き
家
の
舫

い
方
は
説
明
が
つ
か
な
い
の
だ
。

ゆ
っ
く
り
し
た
流
れ

川
の
流
れ
の
速
さ
は
、
秒
速
50
cm
ぐ
ら

い
。
１
ノ
ッ
ト
（
時
速
１
・
８
２
km
）
あ

る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
潮
の
満
ち
引
き
も
、

東
京
湾
の
浦
賀
水
道
で
５
ノ
ッ
ト
だ
か
ら
、

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
本
当
に
ゆ
っ
く
り
し
た

流
れ
で
あ
る
。

風
が
吹
か
な
い
の
だ
か
ら
、
当
然
波
も

立
た
な
い
。

波
と
い
え
ば
、
バ
ン
コ
ク
あ
た
り
の
チ

ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
を
往
来
す
る
船
の
引
き

波
は
、
激
し
い
。
し
か
し
満
潮
に
な
る
と

堤
防
す
れ
す
れ
ま
で
水
位
が
上
が
り
、
船

付
き
場
の
浮
桟
橋
は
、
陸
地
よ
り
も
は
る

か
に
高
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
１
日

２
回
く
る
こ
の
満
潮
時
に
は
、
船
の
ス
ピ

ー
ド
は
逆
に
ゆ
っ
く
り
に
な
る
。
そ
れ
も

コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
堤
防
近
く
で
は
飛
ば

し
て
い
た
船
が
、
水
辺
に
民
家
が
並
び
堤

防
が
な
い
地
域
に
入
っ
た
途
端
に
超
低
速

に
な
る
。
こ
の
配
慮
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

水
上
バ
ス
に
も
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
ル
ー

ル
以
前
の
モ
ラ
ル
の
問
題
。
自
ら
が
起
こ

す
引
き
波
の
影
響
に
心
を
砕
く
船
乗
り
に
、

志
の
高
さ
を
見
た
思
い
だ
。
傍
若
無
人
に

振
舞
う
日
本
の
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
ス

キ
ッ
パ
ー
に
、
爪
の
垢
を
煎
じ
て
飲
ま
せ

て
や
り
た
い
。

こ
の
船
乗
り
た
ち
が
活
躍
す
る
チ
ャ
オ

プ
ラ
ヤ
ー
川
河
口
か
ら
標
高
１
０
０
ｍ
の

ス
コ
ー
タ
イ
ま
で
は
、
国
内
線
の
飛
行
機

で
１
時
間
強
、
４
０
０
km
近
く
の
距
離
が

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
勾
配
は
０
・
２
５
／

１
０
０
０
。
日
本
の
一
般
住
宅
の
排
水
管

は
、
１
／
１
０
０
０
で
施
工
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
と
比
べ
て
も
２
割
強
し
か
な

い
。
関
東
平
野
を
横
断
す
る
利
根
川
で
、

河
口
か
ら
標
高
２
０
０
ｍ
の
前
橋
ま
で
が

約
２
０
０
km
。
そ
の
勾
配
は
ち
ょ
う
ど

１
／
１
０
０
０
で
あ
る
。
ち
な
み
に
前
号

で
紹
介
し
た
江
戸
の
玉
川
上
水
の
勾
配
が

３
・
３
／
１
０
０
０
。
こ
う
見
て
い
く
と
、

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
の
勾
配
は
か
な
り
緩

や
か
な
の
で
あ
る
。

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
の
流
れ
は
、
多
く

の
土
砂
を
含
む
た
め
、
そ
の
水
色
は
赤
茶

け
て
い
る
。
ま
た
、
流
域
は
も
と
も
と
川

の
氾
濫
で
で
き
た
デ
ル
タ
地
帯
で
、
そ
の

流
れ
が
す
べ
て
の
土
地
を
覆
い
尽
く
し
て

き
た
だ
け
あ
っ
て
、
本
当
に
真
っ
平
ら
だ
。

た
ま
に
小
山
が
あ
る
が
、
山
頂
だ
け
が
平

野
に
取
り
残
さ
れ
て
、
瀬
戸
内
海
の
小
島

の
よ
う
に
裾
野
が
ま
っ
た
く
な
い
地
形
を

し
て
い
る
。
人
が
盛
り
土
を
し
て
高
低
を

つ
け
な
け
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
平
ら
だ
。

そ
の
流
域
に
降
り
そ
そ
ぐ
水
量
た
る
や
、

川
１
本
や
２
本
で
は
と
て
も
受
け
止
め
き

れ
る
規
模
で
は
な
く
、
雨
期
後
半
と
も
な

る
と
デ
ル
タ
地
帯
全
体
が
川
と
な
る
。
こ

満水のタイ写真紀行

写真上左よりトイレ、台所。
下左より寝室、リビング。
渡り板は程よくしなって、

足が洗われる。
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れ
は
洪
水
で
も
氾
濫
で
も
な
い
。
河
川
敷

き
が
乾
期
に
干
上
が
っ
て
し
ま
い
、
地
図

上
で
地
面
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と

叫
び
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。

干
上
が
っ
て
し
ま
う
河
川
敷
き
に
は
、

も
ち
ろ
ん
浮
き
家
は
な
い
。
（
否
、
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
）。
水
が
な
い
と
き
に

浮
力
を
生
み
出
す
竹
管
が
潰
れ
て
し
ま
い
、

い
ざ
浮
く
べ
き
と
き
に
用
を
な
さ
な
い
か

ら
だ
。
（
数
は
少
な
い
が
、
竹
管
が
潰
れ

な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
浮
き
家
も
あ
っ

た
そ
う
だ
）。
そ
う
い
っ
た
地
域
に
は
高

床
式
の
家
が
建
っ
て
お
り
、
そ
の
集
落
以

外
に
は
水
田
が
広
が
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
今
で
は
浮
き
家
に
比
べ
た
ら
高
床
式

住
居
が
一
般
的
で
、
数
も
断
然
多
い
。
た

だ
、
床
下
す
れ
す
れ
ま
で
水
が
き
て
い
る

高
床
式
住
居
を
見
る
か
ぎ
り
、
浮
き
家
と

の
見
た
目
の
区
別
は
つ
き
に
く
い
。

こ
の
デ
ル
タ
流
域
で
は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ

ヤ
ー
川
を
は
じ
め
と
し
て
雨
や
風
、
水
の

氾
濫
、
そ
し
て
季
節
の
流
れ
さ
え
も
が
ゆ

っ
く
り
流
れ
て
い
る
。
そ
う
、
人
を
取
り

巻
く
自
然
環
境
の
す
べ
て
が
、
ゆ
っ
く
り
、

ゆ
っ
た
り
流
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
私

た
ち
日
本
人
が
考
え
る
洪
水
と
か
土
石
流
、

暴
風
雨
、
台
風
、
津
波
、
高
波
な
ど
、
い

つ
逃
げ
出
す
か
命
の
危
険
の
判
断
を
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
水
の
自
然
現
象

は
、
そ
う
頻
繁
に
は
起
こ
ら
な
い
。

水
に
脅
威
的
な
要
素
が
な
い
の
だ
か
ら
、

水
に
対
す
る
危
機
感
は
生
ま
れ
な
い
。
ま

し
て
肥
沃
な
土
を
運
ん
で
き
て
く
れ
る
水
、

命
の
糧
の
源
に
対
し
て
、
恩
恵
以
外
の
感

情
を
抱
け
よ
う
か
。

し
か
し
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
の
ゆ
っ
た

り
し
た
流
れ
も
、
人
の
手
が
加
わ
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

１
９
５
７
年
、
ス
コ
ー
タ
イ
の
南
１
７

０
km
に
あ
る
ナ
コ
ー
ン
サ
ワ
ン
に
、
チ
ャ

オ
プ
ラ
ヤ
ー
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
た
。
山
岳

地
方
（
北
だ
け
で
は
な
く
、
東
、
西
側
に

も
あ
る
）
に
降
っ
た
雨
が
デ
ル
タ
を
巡
り
、

バ
ン
コ
ク
に
流
れ
込
ま
な
い
よ
う
に
治
水

政
策
が
始
ま
り
、
現
在
も
進
行
中
だ
。

こ
の
デ
ル
タ
地
帯
で
は
も
と
も
と
浮
き

稲
（
水
か
さ
が
あ
る
と
こ
ろ
に
育
つ
稲
で

茎
が
長
い
）
の
栽
培
が
主
で
、
そ
れ
は
広

大
で
肥
沃
な
河
川
敷
き
水
田
に
最
適
な
品

種
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
経
済
成
長
の
波

の
中
で
は
、
い
か
ん
せ
ん
収
穫
量
が
少
な

い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
水
を
人
工
的
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
収
量
の
多
い
、
ま
た
短

期
に
収
穫
で
き
る
品
種
の
稲
作
を
す
る
た

め
に
、
利
水
と
し
て
も
ダ
ム
建
設
が
始
め

ら
れ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

ダ
ム
の
容
量
一
杯
ま
で
は
い
い
の
だ
が
、

満
タ
ン
に
な
っ
て
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
し
そ

う
な
と
き
に
は
、
事
前
に
放
水
が
始
ま
る
。

放
水
に
よ
る
水
位
の
上
昇
、
流
速
の
変
化

は
、
浮
き
家
が
舫
い
ロ
ー
プ
で
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
で
き
る
域
を
し
ば
し
ば
超
え
て
し
ま

う
。
浮
き
家
で
の
生
活
は
も
は
や
困
難
と

な
り
、
ダ
ム
の
お
蔭
で
水
の
氾
濫
が
な
く

な
っ
た
地
域
で
の
生
活
に
移
行
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
長
い
歴
史
の
中

で
育
ま
れ
て
き
た
生
活
習
慣
を
変
え
ざ
る

を
得
な
く
な
る
こ
と
。
川
か
ら
陸
へ
と
移

住
し
た
人
た
ち
の
「
浮
き
家
の
伝
統
は
消

し
た
く
は
な
い
が
、
仕
方
が
な
い
」
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
に
返
す
言
葉
が
見
当
た
ら
な

か
っ
た
。
数
千
年
も
続
い
た
ゆ
っ
た
り
し

た
流
れ
が
突
然
、
急
流
に
飲
み
込
ま
れ
た

よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

急
流
も
ど
こ
吹
く
風

ピ
ッ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
の
郊
外
、
新
し
い
村

浮き家に住む人たちを、まるごと移住させる計画のもと
に建設中の集落。お邪魔した家には真新しい家具があり、
すべての持ち物がきれいに納まっていた。床に広げる平
面収納から立体収納への変化と、がらんどうの白い部屋
が強く印象に残った。

観光開発のひとつであるナイトバザールが、向こう岸に建設さ
れている。ここには水上マーケットのような、水側からのアプ
ローチが見られない。雨期直後なのに水位が乾期と変らないの
は、建設作業のためにダムが水量を調節しているからだ。

この半年前には、手前のような浮
き家が対岸にも並んでいたのだが、
新たな村に引っ越していった。
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が
移
住
者
た
ち
を
迎
え
入
れ
て
い
る
。
番

地
が
ナ
ー
ン
川
の
浮
き
家
集
落
と
ま
っ
た

く
同
じ
、
つ
ま
り
、
浮
き
家
の
住
人
た
ち

が
引
っ
越
し
て
き
て
い
る
の
だ
。
川
で
は

な
く
道
路
に
沿
っ
た
建
物
群
は
、
ブ
ロ
ッ

ク
壁
に
鉄
骨
と
合
板
の
小
屋
組
み
を
乗
せ

た
よ
う
な
も
の
。
タ
イ
の
伝
統
を
受
け
継

い
だ
部
分
は
見
当
ら
な
い
。
建
物
だ
け
を

見
れ
ば
、
同
じ
造
り
が
幾
つ
も
並
ん
だ
、

日
本
の
新
興
住
宅
街
と
似
た
風
景
だ
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
使
わ
れ
方
が
違
う
。
と
言

う
よ
り
浮
き
家
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
そ
の

ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
塀
で
囲
ま
れ
て
い

な
い
、
住
宅
と
道
路
の
わ
ず
か
な
空
間
に

テ
ー
ブ
ル
と
ベ
ン
チ
が
あ
っ
て
、
大
人
た

ち
は
お
喋
り
を
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち

３
人
が
頭
を
寄
せ
て
ノ
ー
ト
を
広
げ
て
い

る
の
も
、
チ
ョ
ッ
ト
離
れ
た
と
こ
ろ
に
シ

ャ
モ
の
籠
が
あ
る
の
も
、
昨
日
、
川
で
見

た
シ
ー
ン
と
同
じ
。
そ
れ
は
そ
う
だ
、
簡

単
に
生
活
が
変
る
は
ず
が
な
い
。
小
高
く

土
盛
り
さ
れ
た
こ
の
村
で
も
、
「
昨
年
の

水
は
こ
こ
ま
で
き
た
よ
」
と
お
ば
あ
さ
ん
。

「
い
ざ
と
な
っ
た
ら
、
２
階
が
あ
る
か
ら

平
気
」
。
絶
対
に
浸
水
し
な
い
家
か
ら
引

っ
越
し
て
き
た
割
り
に
は
、
悠
長
な
答
え

だ
。タ

イ
の
伝
統
的
な
高
床
式
住
居
に
住
む

人
た
ち
も
「
昨
年
の
水
は
こ
こ
ま
で
き
た

ん
だ
」
と
、
家
の
中
で
踝

く
る
ぶ
し
あ
た
り
に
手
を

振
り
、
水
面
を
つ
く
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
。

高
床
式
の
床
高
は
２
ｍ
を
越
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
踝
と
は
言
っ
て
も
相
当
な
深
さ

に
な
る
。
壁
の
腰
高
ぐ
ら
い
に
残
る
水
痕

を
指
さ
し
て
訊
ね
る
と
、
口
を
そ
ろ
え
た

よ
う
に
「
こ
の
と
き
は
凄
か
っ
た
」
と
７

年
前
の
大
洪
水
の
話
が
始
ま
る
。
そ
し
て

「
こ
ん
な
こ
と
は
、
何
度
も
あ
っ
た
ん
だ
」

と
自
慢
話
の
よ
う
に
話
は
ど
ん
ど
ん
盛
り

上
が
る
。
「
床
の
高
さ
を
も
っ
と
高
く
す

れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
」
と
言
っ
て
も

「
普
段
は
こ
れ
で
充
分
」
と
の
返
事
。
「
別

に
命
が
な
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、

大
げ
さ
だ
な
ー
」
と
で
も
言
い
た
げ
な
顔

を
す
る
。

高
床
の
住
人
は
、
大
洪
水
に
備
え
て
床

を
高
く
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
否
、
実
は

長
い
年
月
を
経
て
高
く
し
て
き
た
の
だ
。

床
を
高
く
す
れ
ば
階
段
の
数
が
増
え
て
登

り
降
り
に
苦
労
す
る
。
で
き
る
だ
け
高
く

は
し
た
く
な
い
気
持
ち
と
、
水
に
浸
か
り

た
く
な
い
気
持
ち
の
バ
ラ
ン
ス
が
、
床
の

高
さ
を
決
め
て
き
た
は
ず
だ
。
そ
の
条
件

の
中
に
は
、
７
年
前
の
大
洪
水
に
近
い
も

の
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
た
ケ
ー

ス
は
例
外
と
し
て
見
な
さ
れ
、
高
さ
の
決

定
に
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
私
た
ち
の

感
覚
と
比
べ
る
と
、
仕
方
の
な
い
も
の
、

と
判
断
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
と
て
も
多
い
よ

う
だ
。

熱
心
な
仏
教
徒
の
多
い
タ
イ
の
人
は
、

会
う
と
必
ず
手
を
合
わ
せ
て
笑
顔
で
迎
え

て
く
れ
る
。
分
か
れ
る
と
き
も
同
様
で
、

仏
の
加
護
を
祈
っ
て
再
び
手
を
合
わ
せ
る
。

失
っ
て
惜
し
む
も
の
を
ほ
と
ん
ど
持
た
ず

に
、
余
裕
の
笑
顔
を
浮
か
べ
る
タ
イ
の
水

上
生
活
と
、
守
り
の
態
勢
を
模
索
す
る
今

の
日
本
と
タ
イ
の
大
都
市
バ
ン
コ
ク
。

悠
々
と
生
き
る
た
め
に
は
、
例
外
に
対

し
て
「
仕
方
が
な
い
」
と
納
得
す
る
度
量

を
備
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
ん
な
こ
と
を
、
タ
イ
の
伝
統
的
な

暮
ら
し
か
ら
教
え
ら
れ
た
気
が
す
る
。

満水のタイ写真紀行

家の前は勉強、シ
ャモの世話、お喋
り、昼寝など、卓
袱台的な空間がご
く自然に生まれて
いた。

左上：アユタヤーの環状水路
に面した高床式住居。他はそ
の内部写真。
左：家が傾いているので、腰
高に残る大洪水の痕が、奥に
行くにしたがっていよいよ高
くなっているように見える。
上：正面扉についた水の痕が、
左の写真より低く見えるのは、
床の高さが違うからだ。
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長島、大垣は、ともに木曽三川によるデルタ地帯に

広がる輪中の地として知られる所。輪中といえば、小

学校のときに習った「堤防に囲まれた、水屋のある

家々」を思い出すが、実はそんな数行の説明では語り

きれない、多くの示唆に富んだ歴史の舞台でもある。

三重県長島町「輪中の郷」で、古くから伝わる輪中の

智恵を伝えている諸戸靖さんと、岐阜県大垣市で「大

垣輪中」というホームページを作り上げた、大垣市立

赤坂小学校教諭の近藤満さんの働きを通して、現代に

生かせる輪中の智恵を学びたい。

第六回 水の文化楽習 実践取材

木曽三川の「輪中根性」を「水防文化」に昇華する

5. その後
中堤は交通の障害になるので
撤去したところもあるが、細
い道路とともに現存し、伊勢
湾台風では、氾濫の力を弱め
る働きをした。住宅が中堤の
上に並ぶ風景は、列状集落と
も呼ばれる。

（長島町輪中の郷資料より）

4. 懸回堤　
かけまわりづつみ
江戸時代になると新田開発が
盛んになり、いくつかの小さ
な輪中を取り囲んで堤を造り、
大きな輪中となった。この堤
が懸回堤で、もとの輪中の堤
は、中堤として残った。

3. 潮（塩）除堤
しおよけづつみ
尻無し堤に囲まれた水田は、
下流の海水の進入に悩まされ
るので、下流を堤防で塞いだ。
これが現在の輪中のもととな
る潮除堤である。

2. 尻無し堤
上流側に、逆Ｖ字型の堤防を
造る。住居は高くなった堤防
の上に建築された。この段階
では下流側には堤防が造られ
ていなかったので尻無し堤と
呼ばれる。

1. 自然堤
長島のような低湿地帯には、
洪水のたびに川岸に多量の土
砂が運ばれた。人々は土砂が
堆積して高くなった所に住み、
高畑をつくり村をつくった。
ただ、これでは洪水の時に上
流から来る冠水（かぶりみず）
から村を守ることができない。

輪中の堤は徐々に成長してきた

三重県長島町
「輪中の郷」
諸戸靖さん

岐阜県大垣市立
赤坂小学校教諭
近藤満さん
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輪中の智恵を伝えるリスクコミュニケーション

輪
中
は
水
防
共
同
体

輪
中
と
い
う
言
葉
だ
け
な
ら
、
お
そ
ら

く
誰
も
が
知
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

小
学
校
の
社
会
科
で
、
知
識
と
し
て
な
ら

記
憶
に
止
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、「
輪
中
て
何
？
」
と
改
め
て
子
供
か

ら
質
問
さ
れ
た
と
き
、
正
確
に
答
え
ら
れ

る
大
人
は
あ
ま
り
い
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

輪
中
と
は
、「
低
湿
地
に
あ
る
集
落
と

農
地
と
を
含
む
囲
堤

か
こ
い
づ
つ
みを
持
ち
、
外
水
や
内

水
を
統
制
す
る
水
防
共
同
体
や
そ
の
範

囲
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
堤

防
に
守
ら
れ
た
「
土
地
空
間
」
と
、
そ
れ

を
守
る
「
人
々
の
協
力
組
織
」
の
両
方
を

表
す
言
葉
な
の
で
あ
る
。

長
島
町
「
輪
中
の
郷
」
に
務
め
、
長
年

調
査
や
解
説
役
を
務
め
て
き
た
諸
戸
靖
さ

ん
は
、
見
学
に
来
る
子
ど
も
た
ち
に
「
輪

中
と
は
、
住
む
人
が
手
を
つ
な
い
で
輪
に

な
っ
て
守
っ
て
き
た
所
」
と
説
明
す
る
そ

う
だ
。

長
島
町
は
長
良
川
、
揖
斐
川
と
木
曽
川

の
両
河
口
に
は
さ
ま
れ
た
中
州
の
よ
う
な

地
域
で
、
人
口
約
１
万
５
千
人
の
町
。
ゼ

ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
の
土
地
に
農
地
が
広
が

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
今
や
第
一

次
産
業
に
携
わ
る
の
は
全
就
業
人
口
の
１

割
に
す
ぎ
な
い
。

長
島
と
い
う
地
名
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、

戦
国
時
代
末
期
、
こ
こ
は
文
字
通
り
島
で

あ
っ
た
。
河
口
の
物
資
集
散
地
と
し
て
、

ま
た
一
向
一
揆
の
拠
点
と
し
て
知
ら
れ
る

が
、
織
田
信
長
が
攻
め
た
と
い
う
こ
と
は
、

長
島
町
が
富
と
力
を
蓄
え
た
要
地
で
あ
っ

た
と
い
う
証
し
で
も
あ
る
。

「
輪
中
と
い
う
と
、
堤
防
に
囲
ま
れ
た
土

地
と
小
学
校
で
は
教
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ

1997年の長島
木曽三川を跨ぐ橋は上から、
東名阪自動車道、鉄道、国道1
号、西側だけだが揖斐川と合
流する直前に長良川の河口堰、
国道23号。

1959年（昭和34）9月26日伊勢湾台風が上陸。夜8時す
ぎに高潮、暴風雨が最高に達し、堤防が13カ所で欠壊。
「どこか堤防が切れたら、堤防に逃げろ」の言葉通り、
中堤が残った。
翌1960年より地盤沈下が急速に進行し、０ｍ地帯はさ
らに広くなった。このため排水設備の建設や堤防の強
化改修が行われ、伊勢湾台風級の災害に耐えられるよ
うに備えた。

海抜０m地帯である長島では、短冊形に土を積み上げて「掘り上げ田」
を作って、稲作が行われた。溝状の池の部分は掘潰れと呼ばれ、かつて
は田舟が行き来していた。冬の裏作時の畑は、掘り上げ田の上にさらに
高い畝を作り、田圃とした（くね田）。人力でのきつい労働は「嫁殺し」
とも言われた。

長島�

伊勢湾�

大垣�
木曽川�

長良川�

揖
斐
川�
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れ
は
正
確
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
堤
防

内
側
で
は
な
く
、
堤
防
の
上
に
人
々
が
居

を
構
え
、
内
側
に
田
畑
を
作
っ
た
。
堤
防

で
囲
ま
れ
た
土
地
が
だ
ん
だ
ん
と
つ
な
が

っ
て
い
く
と
、
輪
中
は
広
が
り
、
も
と
も

と
堤
防
の
上
に
立
っ
て
い
た
集
落
が
列
状

に
残
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代

ま
で
に
は
、
長
島
の
原
型
が
形
作
ら
れ
ま

し
た
」
と
諸
戸
さ
ん
は
言
う
。

確
か
に
、
航
空
写
真
を
見
る
と
、
集
落

の
形
状
と
堤
防
の
形
が
く
っ
き
り
と
重
な

る
。
車
で
町
内
を
走
っ
た
と
き
、
ず
い
ぶ

ん
道
が
細
い
な
と
感
じ
た
の
は
、
実
は
か

つ
て
の
堤
防
の
上
に
載
っ
た
住
居
群
だ
っ

た
の
だ
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
低
地
で
、
常
に
洪
水

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
人
々
は
わ

ざ
わ
ざ
堤
を
作
っ
て
ま
で
移
り
住
ん
だ
の

だ
ろ
う
か
。

「
水
に
困
ら
な
い
土
地
と
い
う
の
は
、
生

き
て
い
く
上
で
最
も
重
要
な
問
題
が
解
決

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
あ
た
り

は
砂
地
で
水
は
け
が
良
い
。
洪
水
の
危
険

は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に
上
流
か

ら
土
が
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
で
も
あ
る
。

肥
沃
な
土
地
と
い
う
こ
と
で
す
。
江
戸
時

代
に
は
、
一
反
（
９
９
１
・
７
m2
）
あ
た

り
３
俵
か
ら
５
俵
の
米
が
取
れ
ま
し
た
。

洪
水
の
翌
年
は
、
そ
れ
が
倍
以
上
に
増
え

た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
、
恵
み
を
運

ん
で
く
る
川
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
も
三

年
一
作
、
五
年
一
作
と
い
わ
れ
、
３
年
に

１
回
の
収
穫
で
豊
作
、
５
年
に
１
回
収
穫

で
き
た
ら
並
、
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
ペ
ー

ス
で
食
糧
か
ら
種
籾
ま
で
を
ま
か
な
っ
て

い
た
の
で
す
か
ら
、
収
穫
量
は
大
変
多
か

っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
あ
た
り
は
水
運
の
要
地

で
商
業
も
盛
ん
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
陸
上

輸
送
が
盛
ん
に
な
る
ま
で
は
木
曽
檜
も
運

ば
れ
て
い
ま
し
た
し
、
揖
斐
川
町
や
、
恵

那
か
ら
も
荷
物
が
運
ば
れ
て
き
た
よ
う
で

す
か
ら
ね
」

長
島
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
恵
み
を
受
け
取

り
や
す
い
土
地
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

水
防
共
同
体
の
記
憶

と
は
い
っ
て
も
、
江
戸
時
代
に
は
た
び

た
び
輪
中
堤
が
切
れ
、
田
畑
が
水
に
浸
か

っ
た
。

「
確
か
に
、
大
変
な
苦
労
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
堤
防
と
い
う
の
は
、
い
き
な
り
切

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
決
壊
し
そ
う
に
な

る
と
、
堤
防
の
内
側
か
ら
水
が
染
み
出
て

き
ま
す
。
こ
の
段
階
に
な
っ
た
ら
、
み
ん

な
避
難
し
ま
す
。
洪
水
も
一
挙
に
濁
流
に

飲
み
込
ま
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

徐
々
に
水
が
寄
せ
て
く
る
と
い
う
も
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
長
島
に
は
『
堤
防
切
れ

た
ら
、
イ
モ
洗
え
』
と
い
う
言
い
伝
え
が

あ
り
ま
す
。
堤
防
が
切
れ
る
兆
候
が
出
た

ら
、
水
が
来
る
ま
で
の
間
に
食
糧
の
用
意

を
し
て
お
け
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
程
度

の
時
間
的
余
裕
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ

れ
は
長
島
の
立
地
が
河
口
に
近
い
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
上
流
で
し
た
ら
当
然

状
況
は
違
っ
て
き
ま
す
。
長
島
が
河
口
に

近
い
と
い
う
こ
と
で
も
う
ひ
と
つ
助
か
っ

た
の
は
、
潮
の
満
ち
引
き
を
利
用
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
普
通
、
田
圃
は
水
を

引
く
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
が
、
輪
中

で
は
排
水
が
問
題
に
な
る
。
も
っ
と
上
流

の
輪
中
で
は
排
水
の
た
め
の
苦
労
が
な
さ

れ
る
の
で
す
が
、
長
島
で
は
潮
の
干
満
で

移
動
す
る
淡
水
が
利
用
で
き
る
た
め
、
他

の
地
域
よ
り
は
楽
で
し
た
」

こ
こ
に
暮
ら
す
人
た
ち
は
、
度
重
な
る

「輪中の郷」の近くにある、水屋を持つ農家。
上：正面左手、屋敷林で囲まれた建物が水
屋。輪中の地面は砂地だったため、木が生
えない。貴重な土を盛って作った水屋の土
台の廻りに屋敷林を作ることは、薪の確保
のためには至極合理的なことであった。
左：母家側から見た水屋。水が引くまでの
間の生活必需品を、水屋に備えるのはもち
ろんだが、一番大切なのは種籾であった。
下：裏手。

右に木曽川を臨み、左に輪中が広がる長島町東岸の堤上

宝暦は1751年～
1764年の江戸時代
後期。宝暦3年の
大洪水の後、木曽
三川分流の治水工
事がはじまる。
幕府は大名の勢力
を弱めるため、工
事を薩摩藩に指名。
この難工事に薩摩
より1000名近く
の人材が集められ、
40万両の費用がか
かったと言われる。



39

な
か
っ
た
。
約
60
年
間
水
害
か
ら
遠
ざ
か

り
、
多
く
の
住
民
は
「
も
う
堤
が
切
れ
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
い
た
と

い
う
。
そ
こ
に
襲
っ
て
き
た
の
が
、
伊
勢

湾
台
風
だ
っ
た
。

伊
勢
湾
台
風
は
上
流
か
ら
の
洪
水
と
い

う
よ
り
も
、
伊
勢
湾
か
ら
の
高
潮
被
害
が

甚
大
で
、
そ
れ
ま
で
の
体
験
を
越
え
る
も

の
だ
っ
た
。
台
風
が
通
過
し
た
９
月
26
日
、

名
古
屋
の
時
間
雨
量
は
40
〜
70
mm
、
最
高

潮
位
は
５
・
８
１
m
を
記
録
。
26
日
午
後

８
時
30
分
ご
ろ
に
、
長
島
の
堤
防
は
13
ヶ

所
で
決
壊
、
町
内
は
大
洪
水
と
な
り
、
27

日
ま
で
に
は
全
町
が
水
に
沈
ん
だ
。

伊
勢
湾
台
風
は
最
悪
の
条
件
が
重
な
っ

た
こ
と
と
、
普
通
上
流
か
ら
切
れ
る
堤
防

が
下
流
か
ら
切
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
今

ま
で
の
経
験
が
生
か
せ
な
か
っ
た
た
め
、

被
害
も
例
外
的
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
。

死
者
３
８
３
名
を
出
す
大
惨
事
で
、
当
時

水
防
番
を
し
て
い
た
人
は
、「
じ
わ
じ
わ

来
た
水
は
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、

伊
勢
湾
台
風
の
と
き
の
高
潮
は
、
山
が
落

ち
て
き
た
よ
う
に
見
え
た
。
津
波
よ
り
も

は
る
か
に
恐
ろ
し
か
っ
た
」
と
後
で
話
し

た
そ
う
で
あ
る
。

長
島
に
は
「
堤
防
が
切
れ
た
ら
、
堤
防

に
逃
げ
ろ
」
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

堤
防
が
一
番
高
い
場
所
だ
か
ら
、
堤
防
上

が
一
番
安
全
な
の
だ
。
ま
た
、
輪
中
で
は

洪
水
が
出
た
ら
雨
戸
を
全
部
開
け
放
つ
の

が
常
識
で
あ
っ
た
が
、
過
去
に
水
害
の
経

験
が
な
く
、
家
を
守
ろ
う
と
し
て
雨
戸
を

内
側
か
ら
押
さ
え
て
い
た
人
は
命
を
失
っ

た
と
い
う
。
伊
勢
湾
台
風
の
と
き
も
、
過

去
の
教
訓
を
知
る
お
年
寄
り
が
い
た
家
族

で
は
、
大
き
な
被
害
に
至
ら
な
か
っ
た
と

い
う
。

輪中の智恵を伝えるリスクコミュニケーション

危
機
体
験
に
は
、
ど
ん
な
意
識
で
対
し

た
の
だ
ろ
う
。

「
こ
う
い
う
土
地
に
住
ん
で
い
る
人
間

で
な
い
と
、
実
感
す
る
こ
と
は
難
し
い

と
思
い
ま
す
が
、
水
か
さ
が
ど
ん
ど
ん

増
え
て
き
た
と
き
に
、
対
岸
よ
り
１
つ

で
も
多
く
土
嚢
を
積
め
ば
、
自
分
の
土

地
、
財
産
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど

こ
か
他
で
堤
防
が
切
れ
れ
ば
途
端
に
水

は
引
い
て
、
自
分
の
所
は
助
か
る
。
こ

れ
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
、
輪
中
根
性

と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
堤
を

守
る
た
め
の
共
同
意
識
は
強
固
で
す
。

上
流
の
輪
中
に
は
水
防
小
屋
が
あ
り
、

危
険
が
迫
る
と
み
ん
な
が
駆
け
つ
け
る

の
で
す
が
、
ど
ん
な
事
情
で
あ
れ
、
そ

の
場
に
駆
け
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は

罰
則
を
受
け
ま
す
。

ま
た
、『
力
石
』
と
い
う
成
人
儀
礼

が
あ
っ
て
、
重
い
石
や
米
俵
を
か
つ
ぎ
、

こ
れ
を
持
ち
上
げ
ら
れ
た
ら
、
共
同
体

の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
長

島
の
子
供
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
も
、

通
過
儀
礼
が
あ
り
ま
し
た
。
木
曽
川
の

中
州
の
エ
ビ
を
採
っ
て
く
る
と
い
う
テ

ス
ト
な
の
で
す
。
中
州
ま
で
片
道
約
５

０
０
m
。
こ
れ
を
パ
ス
で
き
な
け
れ
ば
、

長
島
の
子
供
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

良
く
も
悪
く
も
、
災
害
時
の
高
揚
感

が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
普
段
は
娯

楽
が
な
い
生
活
で
し
た
か
ら
、
日
常
の

憂
さ
を
発
散
す
る
た
め
に
、
遊
廓
や
博

打
が
盛
ん
に
な
る
と
い
う
側
面
も
あ
り

ま
し
た
」

１
８
９
６
年
（
明
治
29
年
）
の
デ
・

レ
ー
ケ
に
よ
る
明
治
改
修
の
後
、
こ
の

地
域
は
１
９
５
９
年
の
伊
勢
湾
台
風
に

よ
る
高
潮
ま
で
、
水
に
浸
か
る
こ
と
は

三重県長島町「輪中の郷」
輪中の歴史や伊勢湾台風の記録は、写真や模型で時間を
追って理解できるよう、詳しく展示されている。
下中：防災備品の中には堤防を補修する道具もある。非
常食は新開発のフリーズドライ食品で、保存期間が長く、
味も良いとのこと。
左：展示されている水屋は、実際のものを移築。内壁は
板張りで、備蓄品の調湿と防虫のために、隙間に和紙が
貼られいた。
下右：昔の生活用具の保存状態がいいのは、水屋に仕舞
われたまま忘れ去られたものが多いから。捨てる寸前ま
で使い込まれたものではないためだ。
「輪中の郷」の入口にも、海抜に加え、伊勢湾台風時の
水位を表示するポールが立つ。これは長島町内の随所に
あり、水防意識を高めるようにそびえ立っている。

輪中の郷のホームページは
http://www.mint.or.jp/naga
shima/html/page072.htm
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大垣市立赤坂小学校
http://www.city.ogaki.gifu.jp/edu/
akasyo/index/index.html
左下：赤坂小学校は、少子化によって
空いた教室を資料室として有効に利用
している。近藤先生が指さしているの
は、平成3年度の卒業生が作った、赤
坂町のジオラマ。大変よくできている
ので、後輩たちが自分の町を把握する
ために、今も大切に保存されている。
右：床に座って展示発表の作品を描く、
4年生。自分たちの町に美しい水が豊
かにあることを、子供たちは誇りに思
っている。水鳥や蛍など、興味を持っ
たテーマを決めて、グループで調べた
ことを模造紙にまとめて発表する。

水
防
の
智
恵
を
伝
え
る
た
め
に

そ
の
伊
勢
湾
台
風
か
ら
も
、
40
年
あ
ま

り
が
た
っ
た
。
長
島
町
の
堤
防
は
、
あ
れ

以
来
さ
ら
に
高
く
な
り
、
１
回
も
水
に
浸

か
っ
て
い
な
い
。
堤
防
の
横
に
建
つ
、
建

て
売
り
住
宅
な
ど
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
が
、
前
の
町
長
は
、
水
防
活

動
に
支
障
が
出
る
か
ら
団
地
な
ど
は
造
ら

な
い
方
針
だ
っ
た
。
名
古
屋
の
ベ
ッ
ド
タ

ウ
ン
と
し
て
は
都
合
の
い
い
立
地
で
は
あ

る
が
、
無
責
任
に
人
口
を
増
や
す
こ
と
を

戒
め
て
い
る
。

水
防
意
識
を
育
て
る
た
め
に
、
諸
戸
さ

ん
が
大
切
と
考
え
て
い
る
も
の
は
何
か
。

「
１
９
７
６
年
（
昭
和
51
）
の
安
八
水
害

の
前
と
後
で
は
、
水
防
意
識
が
決
定
的
に

違
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
水
防
意
識
が
高
い

は
ず
の
地
域
で
も
、
長
い
間
水
害
が
起
き

な
い
と
危
機
意
識
が
薄
れ
て
し
ま
う
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
ま
っ
た
く
水
害
を
経
験

し
た
こ
と
が
な
い
人
が
移
り
住
ん
で
き
て
、

水
防
の
意
識
も
低
か
っ
た
ら
も
し
も
の
時

に
危
険
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
堤
防

を
毎
日
見
る
こ
と
。
い
た
ず
ら
に
危
機
感

を
煽
っ
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

毎
日
堤
防
を
見
れ
ば
、
今
ど
れ
ぐ
ら
い
の

水
位
な
の
か
、
堤
防
の
状
態
が
変
わ
り
な

い
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
思

い
ま
す
。
第
二
は
、
水
害
が
迫
っ
た
ら
、

他
人
を
あ
て
に
せ
ず
、
自
分
た
ち
で
何
が

で
き
る
か
を
考
え
て
ほ
し
い
。
水
防
活
動

は
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
人
海
戦
術
。
協
力

し
よ
う
と
い
う
意
識
が
大
切
な
ん
で
す
」

諸
戸
さ
ん
の
懸
念
は
、
都
市
に
も
広
が

る
。

「
長
島
が
特
別
な
場
所
と
い
う
の
で
は
な

い
の
で
す
。
都
市
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
、
都
市
部
で

は
避
難
所
が
一
番
の
低
地
に
設
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
、
ざ
ら
に
あ
り
ま
す
。
国

や
業
者
の
責
任
を
追
及
し
て
も
、
な
く
し

て
し
ま
っ
た
ら
命
も
財
産
も
戻
ら
な
い
の

で
す
か
ら
、
自
ら
の
手
で
守
ら
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
水
が
く
る
危
険
性
の
あ
る

場
所
な
ら
ば
ど
こ
で
あ
れ
、
輪
中
の
智
恵

で
、
も
う
一
度
水
と
対
峙
し
て
も
ら
い
た

い
。
輪
中
を
水
防
共
同
体
と
し
て
捉
え
直

す
と
、
輪
中
の
智
恵
は
、
全
国
の
水
防
対

策
に
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」輪

中
根
性
に
も
、

目
を
逸
ら
さ
な
い

伊
勢
長
島
の
上
流
に
あ
た
る
輪
中
地
帯

が
、
水
の
都
と
言
わ
れ
る
大
垣
市
。
揖
斐

川
に
程
近
い
こ
の
あ
た
り
は
、
現
在
で
も

毎
年
の
よ
う
に
浸
水
被
害
に
見
舞
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
土
地
で
、「
大
垣
輪
中
」
と

い
う
小
学
生
向
け
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
制
作
、

公
開
し
、
子
供
た
ち
に
輪
中
の
智
恵
を
伝

え
て
い
る
の
が
、
地
元
で
生
ま
れ
育
ち
、

現
在
は
大
垣
市
立
赤
坂
小
学
校
の
社
会
科

教
諭
で
あ
る
、
近
藤
満
さ
ん
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、「
輪
中
マ
ッ
プ
」

「
大
垣
を
襲
っ
た
大
水
」「
水
を
お
さ
め
る
」

と
い
っ
た
ペ
ー
ジ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

輪
中
マ
ッ
プ
を
開
け
る
と
、
大
垣
市
内
の

地
図
を
ベ
ー
ス
に
、「
水
屋
」「
決
壊
碑
」

「
水
防
倉
庫
」「
水
神
」「
伏
せ
越
し
」「
排

水
機
場
」
の
位
置
が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
そ
の
情

報
が
表
れ
る
。
輪
中
文
化
を
記
し
た
地
図

は
、
一
種
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
し
て
も

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

対岸は中洲で、千本松原の松並木と呼ばれる。
宝暦治水の薩摩藩士を記念して植えられた日向松の並木。

手前が長良川、その向こうが揖斐川。
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て
小
学
校
４
年
生
に
考
え
て
も
ら
っ
た
そ

う
だ
。
み
ん
な
が
悩
ん
で
出
し
た
結
論
は

「
今
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
、
こ

れ
か
ら
な
ん
と
か
し
て
い
く
」。
大
垣
市

は
都
市
化
が
進
ん
で
い
る
の
で
、
自
分
た

ち
が
ど
ん
な
地
域
に
住
ん
で
い
る
か
が
見

え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
子
供
た
ち
は

「
水
の
都
」
と
し
て
の
地
域
を
、
蛍
が
い

る
、
魚
が
棲
む
、
水
鳥
が
や
っ
て
く
る
な

ど
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら

え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
優
れ
た
先
人
の
業

績
の
お
蔭
だ
。
先
人
の
智
恵
を
見
直
す
こ

と
で
、
子
供
た
ち
に
も
住
民
と
し
て
の
意

識
を
高
め
て
ほ
し
い
、
と
近
藤
さ
ん
は
言

う
。

「
輪
中
を
例
に
す
る
と
、
住
む
人
の
『
感

情
』
と
、
あ
る
べ
き
方
向
の
『
理
解
』
と

い
う
、
両
方
を
教
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

教
科
書
に
は
建
前
の
部
分
し
か
書
い
て
い

な
い
わ
け
で
す
が
、
家
に
帰
っ
て
、
お
じ

い
さ
ん
に
『
な
ぜ
大
垣
全
体
で
、
水
を
防

ぐ
協
力
で
き
な
い
の
か
』
と
尋
ね
る
と

『
そ
う
は
言
っ
て
も
…
』
と
本
音
の
答
え

に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
分
の

地
域
を
愛
し
、
守
る
こ
と
。
そ
し
て
、
な

お
か
つ
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
な
い
、

と
い
う
２
つ
の
視
点
を
持
つ
こ
と
の
で
き

る
大
人
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」

大
垣
と
長
島
。
同
じ
長
良
川
、
揖
斐
川

の
上
流
・
下
流
と
い
っ
て
も
地
勢
は
違
い
、

輪
中
に
居
住
す
る
人
々
の
考
え
方
や
協
力

関
係
、
水
防
へ
の
眼
差
し
も
違
っ
て
く
る
。

良
く
も
悪
く
も
、「
輪
中
根
性
」
と
呼
ば

れ
る
地
元
に
根
付
い
た
も
の
の
見
方
や
慣

習
を
知
る
こ
と
な
し
に
は
、
将
来
に
向
け

た
水
防
協
力
関
係
を
作
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
近
藤
さ
ん
の
話
は
、
こ
の
点
を
よ
く

表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

サ
ー
バ
ー
上
の
教
材
は
、

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
も
有
効

昨
年
か
ら
総
合
学
習
が
導
入
さ
れ
、
近

藤
さ
ん
が
作
っ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
、

大
垣
市
の
全
学
校
で
ア
ク
セ
ス
し
、
教
材

と
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

地
区
、
地
域
の
歴
史
、
習
慣
や
情
報
を
蓄

積
し
て
、
ア
ク
セ
ス
し
た
人
が
自
分
の
目

で
情
報
を
見
直
し
て
み
る
。
こ
う
し
た
作

業
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
最
適
だ
。

近
藤
さ
ん
の
作
っ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、

子
供
た
ち
だ
け
で
な
く
、
家
庭
で
大
垣
輪

中
の
こ
と
を
考
え
て
も
ら
う
き
っ
か
け
と

も
な
っ
た
。
金
森
吉
治
郎
が
、
広
く
長
い

視
野
で
考
え
た
水
防
を
、
現
在
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
た
人
々
が
、
み
ん
な
で
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
条
件
が
整
っ
て
き
て
い

る
の
だ
。

大
垣
が
都
市
化
し
た
お
か
げ
で
、
い
つ

の
ま
に
か
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
土
地

が
輪
中
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら

な
い
子
供
や
家
族
が
多
く
い
る
と
い
う
。

そ
ん
な
中
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
大

垣
輪
中
の
情
報
提
供
は
、
緊
急
時
の
対
応

を
学
ぶ
上
で
も
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ

と
だ
ろ
う
。
自
分
た
ち
が
水
に
浸
か
る
可

能
性
の
高
い
土
地
に
住
ん
で
い
る
と
知
っ

た
と
き
、
子
供
た
ち
は
「
自
分
で
、
ど
の

よ
う
に
水
害
へ
の
備
え
を
す
れ
ば
よ
い
の

か
」
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

輪
中
の
智
恵
を
伝
え
る
と
い
う
水
の
文

化
楽
習
は
、
水
防
文
化
を
伝
え
、
新
し
い

時
代
の
水
防
文
化
を
創
る
き
っ
か
け
と
な

っ
て
い
る
。

輪中の智恵を伝えるリスクコミュニケーション

「
水
を
お
さ
め
る
」
で
は
、
清
水
五
右
衛

門
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
・
レ
ー
ケ
、
平
田

靱
負

ゆ
き
え

、
伊
藤
伝
右
衛
門
、
金
森
吉
次
郎
と

い
っ
た
、
治
水
に
尽
力
し
た
偉
人
の
業
績

を
紹
介
し
て
い
る
。

な
か
で
も
、
近
藤
さ
ん
が
注
目
し
た
の

が
、
金
森
吉
治
郎
（
１
８
６
４
年
〜
１
９

３
０
年
）
で
あ
る
。
大
垣
市
に
生
ま
れ
、

一
生
を
治
山
治
水
に
捧
げ
、
１
８
９
６

（
明
治
29
）
年
の
大
洪
水
で
は
、
横
曽
根

よ

こ

ぞ

ね

の
堤
防
の
切
り
割
り
を
決
断
し
、
８
０
０

０
戸
の
家
と
４
０
０
０
人
の
人
命
を
救
っ

た
人
物
で
あ
る
。
１
８
８
９
年
（
明
治
24

年
）
の
濃
尾
地
震
に
よ
る
山
林
崩
壊
が
大

垣
の
洪
水
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
、

「
水
を
治
む
る
も
と
は
山
を
治
む
る
に
あ

り
」
と
、
揖
斐
川
上
流
の
工
事
や
山
の
植

林
を
進
め
、
１
８
９
８
（
明
治
31
）
年
に

は
、
森
林
法
を
作
ら
せ
て
１
億
８
０
０
０

万
本
の
植
林
を
行
っ
た
。

近
藤
さ
ん
は
、
こ
う
言
う
。

「
輪
中
根
性
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
私
は

墨
俣
出
身
で
す
が
、
高
校
生
の
と
き
長
良

川
が
決
壊
し
、
ま
わ
り
の
大
人
が
一
瞬
、

フ
ワ
ッ
と
し
た
顔
を
し
た
の
を
覚
え
て
い

る
ん
で
す
。
下
流
が
決
壊
し
た
の
で
、
こ

こ
は
大
丈
夫
だ
と
い
う
安
堵
感
が
顔
に
出

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
良
い
こ
と
だ
と

は
決
し
て
言
え
な
い
け
れ
ど
、
そ
う
い
う

気
持
ち
を
隠
す
の
で
は
な
く
、
ほ
っ
と
す

る
の
も
人
間
、
で
も
他
人
を
思
い
や
る
の

も
同
じ
人
間
だ
と
、
子
供
た
ち
に
伝
え
て

い
き
た
い
」

た
だ
、
か
つ
て
「
堤
の
高
さ
競
い
や
、

切
り
合
い
」
の
歴
史
が
あ
っ
た
よ
う
に
、

目
を
広
域
の
治
水
に
転
じ
た
と
き
、
輪
中

同
士
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
必
要
が
出
て

く
る
。

「
金
森
吉
治
郎
は
、
大
垣
の
洪
水
を
救
う

た
め
に
、
上
流
の
植
林
を
進
め
ま
し
た
。

議
員
を
し
て
い
た
の
で
、
目
先
の
堤
防
の

強
化
を
す
れ
ば
集
票
に
も
役
立
つ
は
ず
な

の
に
あ
え
て
そ
れ
を
せ
ず
、
大
垣
以
外
の

治
水
の
こ
と
も
考
え
て
、
上
流
で
小
さ
な

苗
木
を
植
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
未
来

に
焦
点
を
据
え
た
、
こ
う
い
う
生
き
方
も

あ
る
わ
け
で
す
。
輪
中
で
は
な
く
、
水
の

都
全
体
を
考
え
る
な
ら
ば
、
も
う
一
つ
思

い
を
高
く
し
て
、
高
い
次
元
か
ら
考
え
る

こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。
そ
れ

を
、
子
供
た
ち
に
わ
か
っ
て
ほ
し
い
の
で

す
」近

藤
さ
ん
は
Ｈ
Ｐ
を
使
っ
て
、
金
森
吉

治
郎
の
ケ
ー
ス
を
題
材
に
、
輪
中
に
つ
い

近藤さんがつくったホームページ「大垣の輪中」
http://www.city.ogaki.gifu.jp/edu/open/kdata/waju/index.htm



親
水
空
間
は
浸
水
空
間

「
戌い

ぬ

の
満
水
」
と
呼
ば
れ
る
歴
史
的
事
件

が
あ
る
。
徳
川
吉
宗
に
よ
る
享
保
の
改
革

の
た
だ
中
、
寛
保
２
年
（
１
７
４
２
）
の

出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
年
の
７
月
末
か
ら

８
月
初
め
に
か
け
て
、
超
大
型
台
風
が
関

八
州
、
越
後
、
信
濃
、
甲
斐
を
直
撃
し
、

江
戸
期
で
最
悪
と
言
わ
れ
た
大
水
害
を
引

き
起
こ
し
た
の
だ
。
こ
の
寛
保
水
害
の
年

が
、
旧
暦
で
壬
戌

み
ず
の
え
い
ぬ

に
当
た
る
こ
と
か
ら
、

後
年
、「
戌
の
満
水
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

松
代
藩
の
善
光
寺
平
で
は
氾
濫
し
た
千

曲
川
の
水
か
さ
が
６
ｍ
を
越
え
た
。
利
根

川
の
中
条
堤

ち
ゅ
う
じ
ょ
う
て
い

（
現
、
埼
玉
県
行
田
市
）
が

切
れ
、
５
日
後
に
濁
流
が
江
戸
に
達
し
た
。

当
時
の
深
川
は
、
江
戸
川
と
隅
田
川
を

結
ぶ
水
路
が
縦
横
に
巡
ら
さ
れ
て
い
た
が
、

水
路
か
ら
あ
ふ
れ
た
水
で
軒
先
ま
で
水
に

浸
か
り
、
町
人
は
屋
根
に
逃
れ
た
と
い
う
。

高
崎
哲
郎
『
天
、
一
切
ヲ
流
ス
』（
鹿
島

出
版
会
、
２
０
０
１
）
に
は
こ
の
事
件
の

こ
と
が
く
わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

当
時
の
絵
図
と
そ
の
後
に
起
き
た
信
州
の

水
害
写
真
を
併
せ
て
洪
水
の
実
像
に
迫
っ

て
い
る
の
が
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
編

『「
戌
の
満
水
」
を
歩
く
』（
２
０
０
２
）

だ
。洪

水
の
危
険
性
は
、
現
代
で
も
変
わ
ら

な
い
。

２
０
０
０
年
９
月
の
東
海
水
害
で
は
、

愛
知
県
を
中
心
に
台
風
14
号
に
よ
る
集
中

豪
雨
に
襲
わ
れ
、
総
雨
量
５
６
７
mm
、
床

上
浸
水
２
万
６
５
０
０
戸
、
床
下
浸
水
３

万
８
９
０
０
戸
と
、
伊
勢
湾
台
風
（
１
９

５
９
年
）
に
次
ぐ
被
害
に
見
舞
わ
れ
た
。

世
界
を
見
て
も
、
１
９
８
８
年
〜
97
年

の
世
界
の
自
然
災
害
に
よ
る
死
者
数
39
万

人
の
内
、
58
％
を
洪
水
被
害
が
占
め
、
経

済
的
損
失
７
０
０
０
億
ド
ル
の
内
33
％
を

洪
水
が
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
地
勢
と
気
候
で
は
、
川
の
近
く

に
居
を
構
え
る
こ
と
は
、
農
業
生
産
や
商

業
流
通
、
さ
ら
に
は
安
い
不
動
産
価
格
な

ど
、
多
く
の
利
便
が
得
ら
れ
る
空
間
を
選

ぶ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
水
害

の
危
険
性
を
選
ぶ
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

つ
ま
り
「
親
水
空
間
」
は
「
浸
水
空
間
」

で
も
あ
っ
た
。
最
近
で
は
治
水
が
行
き
届

い
て
い
る
た
め
か
、
大
規
模
浸
水
に
襲
わ

れ
る
頻
度
は
低
く
な
っ
て
き
て
い
る
も
の

の
、
洪
水
の
恐
ろ
し
さ
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
こ
で
、
タ
イ
で
あ
る
。
タ
イ
の
雨
期
、

特
に
毎
年
９
月
〜
11
月
こ
ろ
に
は
、
現
在

で
も
広
範
に
渡
り
水
に
浸
る
。

道
も
、
田
畑
も
、
市
場
も
、
住
宅
や
商

店
も
、
毎
年
の
よ
う
に
水
に
浸
か
る
。

し
か
し
、
水
が
く
る
と
「
ま
た
か
」
と
、

土
嚢
を
積
み
、
道
の
上
に
板
を
渡
し
て
い

る
。
ど
う
も
「
抗
が
っ
て
も
し
ょ
う
が
な

い
」
と
、
水
に
浸
か
り
な
が
ら
「
や
り
す

ご
し
」、
毎
年
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て

い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
浸
水
と
闘

う
わ
け
で
も
な
く
、
と
い
っ
て
、
共
に
生

き
る
と
い
う
強
い
覚
悟
が
あ
る
わ
け
で
も

な
さ
そ
う
だ
。
毎
年
や
っ
て
く
る
も
の
に

寛
容
に
構
え
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。

昨
年
は
例
年
に
な
く
水
害
の
激
し
い
年

で
、
昨
年
10
月
10
日
時
点
の
調
査
で
、
死

亡
者
１
２
８
名
、
家
屋
の
被
害
が
約
６
万

４
０
０
０
件
に
も
上
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
浸
水
に
対
す

る
感
覚
差
は
、
日
本
と
対
称
的
だ
。
こ
の

感
覚
差
を
出
発
点
に
、「
浸
水
へ
の
リ
ス

ク
感
覚
と
水
防
意
識
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
う
。

浸
水
を
水
害
化
さ
せ
な
い

こ
こ
ま
で
、「
洪
水
」「
水
害
」「
浸
水
」

と
い
う
言
葉
を
無
造
作
に
使
っ
て
き
た
が
、

意
味
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
お
こ
う
。

水
が
あ
ふ
れ
出
て
被
害
が
生
じ
る
こ
と

を
、
一
般
に
は
「
洪
水
が
起
き
た
」
と
言

う
。
し
か
し
、
正
確
に
は
、
洪
水
と
は

「
河
川
に
ふ
だ
ん
の
何
十
倍
か
ら
何
百
倍

も
の
水
が
流
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

あ
ふ
れ
よ
う
が
あ
ふ
れ
ま
い
が
関
係
な
い
。

そ
れ
が
、
あ
ふ
れ
「
浸
水
」
し
被
害
を
及

ぼ
す
災
害
と
化
す
と
、「
水
害
」
に
な
る
。

洪
水
と
水
害
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
洪
水

は
「
流
量
」
が
問
題
と
な
る
点
で
自
然
現

象
に
近
い
が
、
水
害
は
「
被
害
」
と
い
う
、

人
の
暮
ら
し
と
密
接
に
関
わ
っ
た
社
会
的

現
象
と
も
い
え
る
。

浸
水
も
、
「
あ
ふ
れ
出
た
水
」
と
見
る

と
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。
タ

イ
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
中
流
〜
下
流
域

で
は
、
水
は
ゆ
る
ゆ
る
と
時
間
を
か
け
て

迫
っ
て
く
る
。
と
き
に
は
背
丈
ほ
ど
の
深

さ
に
な
る
地
域
も
あ
る
が
、
毎
年
毎
年
同

じ
時
期
に
膝
く
ら
い
ま
で
水
が
く
る
。
い

わ
ば
「
ゆ
る
ゆ
る
低
水
位
型
」
だ
。
一
方
、

冒
頭
で
紹
介
し
た
戌
の
満
水
の
よ
う
に
、

ま
た
た
く
間
に
屋
根
ぐ
ら
い
ま
で
水
が
押

し
寄
せ
て
く
る
と
い
う「
急
速
高
水
位
型
」

も
あ
る
。
水
位
や
押
し
寄
せ
て
く
る
ス
ピ
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し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
水

害
原
因
を
招
い
た
河
川
管
理
者
を
多
分
許

せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ロ
ー
ン
が
残
っ

て
い
る
土
地
や
家
が
水
に
浸
っ
て
は
た
ま

ら
な
い
し
、
電
子
機
器
類
は
濡
れ
た
ら
一

巻
の
終
わ
り
。
水
が
引
い
た
後
、
悪
い
病

気
が
流
行
っ
た
ら
大
変
だ
。
失
う
も
の
が

多
す
ぎ
る
。
第
一
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な

ら
な
い
た
め
に
、
税
金
を
払
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
！
　
と
思
っ
て
も
無
理
は
な

い
。し

か
し
、
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
り
、
こ

の
よ
う
な
浸
水
に
つ
い
て
の
理
屈
を
よ
く

解
剖
し
て
み
る
と
、
「
浸
水
」
を
「
水
害
」

と
感
じ
る
度
合
い
は
、
水
に
浸
か
る
こ
と

で
生
じ
る
「
得
失
」
と
、
浸
水
が
起
き
る

か
否
か
、
起
き
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
程
度

の
頻
度
か
と
い
う
「
不
確
実
性
」
の
感
覚

の
２
点
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
「
得
失
が
生
じ
る
不
確
実
性
へ
の

感
覚
」
を
リ
ス
ク
感
覚
と
呼
ぶ
。
50
年
に

１
度
程
度
で
し
か
水
害
が
起
こ
ら
な
い
と

予
想
さ
れ
て
も
、
そ
こ
で
失
わ
れ
る
財
産

が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
と
感
じ
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
水
害
は
本
人
に
と
っ
て
、

当
然
リ
ス
ク
の
高
い
も
の
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
水
防
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
水

害
の
リ
ス
ク
感
覚
か
ら
吟
味
し
な
い
と
始

ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
個
人
の
リ
ス
ク
感
覚
は
、
実
は
確

固
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な

影
響
で
リ
ス
ク
の
見
積
も
り
が
違
っ
て
く

る
こ
と
が
、
最
近
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て

い
る
。

例
え
ば
、
医
者
か
ら
命
に
か
か
わ
る
手

術
を
受
け
る
か
否
か
を
迫
ら
れ
て
い
る
患

者
は
、
「
こ
の
手
術
の
生
存
率
は
40
％
で

す
」
と
言
わ
れ
る
の
と
「
こ
の
手
術
の
死

亡
率
は
60
％
で
す
」
と
言
わ
れ
た
場
合
と

で
は
、
意
味
は
同
じ
で
も
、
明
ら
か
に
前

水を治める力
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者
を
選
ぶ
人
が
多
い
。
人
は
、
損
失
が
出

る
枠
組
み
で
話
さ
れ
る
と
リ
ス
ク
回
避
行

動
を
取
る
が
、
利
益
を
得
る
枠
組
み
で
情

報
を
与
え
ら
れ
る
と
リ
ス
ク
選
好
行
動
を

取
る
。
こ
れ
は
「
枠
組
み
効
果
」
と
呼
ば

れ
る
。

水
害
常
襲
地
域
に
住
む
人
々
は
、
何
度

も
同
様
の
出
来
事
を
経
験
し
て
き
た
が
ゆ

え
に
、
水
害
の
リ
ス
ク
を
低
く
見
積
も
る

傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
心
理

的
傾
向
を
「
ベ
テ
ラ
ン
傾
向
」
と
い
う
。

「
慣
れ
は
気
の
緩
み
を
生
む
」
と
い
う
こ

と
か
。
逆
に
、
自
分
が
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
リ
ス
ク
を
高
く
見
積
も
る
傾
向
は

「
バ
ー
ジ
ン
傾
向
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
大
地

震
の
よ
う
に
予
想
も
で
き
な
い
ほ
ど
破
壊

的
な
出
来
事
が
起
き
る
可
能
性
を
、「
そ

ん
な
こ
と
は
起
き
る
ま
い
」
と
低
く
見
積

も
る
こ
と
を
「
楽
観
主
義
傾
向
」
と
呼
ぶ
。

つ
ま
り
個
人
の
リ
ス
ク
感
覚
は
、
過
去

の
経
験
や
所
属
し
て
き
た
社
会
環
境
等
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
心
理
的
諸
要
素
が
あ
る
の
で
、
同
じ

災
害
で
も
「
専
門
家
」
と
い
う
ベ
テ
ラ
ン

と
、
情
報
を
持
た
な
い
「
素
人
」
と
で
は
、

リ
ス
ク
へ
の
評
価
が
異
な
り
、
両
者
の
意

思
疎
通
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
問
題

に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。

文
化
人
類
学
者
と
政
策
学
者
と
い
う
、

日
本
で
は
な
か
な
か
お
目
に
か
か
れ
な
い

組
み
合
わ
せ
で
書
か
れ
た
メ
ア
リ
ー
・
ダ

グ
ラ
ス
＆
ア
ー
ロ
ン
・
ウ
ィ
ル
ダ
フ
ス
キ

ー
ド
に
よ
っ
て
、
浸
水
へ
の
恐
怖
感
も
、

記
憶
も
変
わ
っ
て
く
る
。

一
方
、
同
じ
浸
水
も
「
水
害
」
と
い
う

側
面
か
ら
見
る
と
解
釈
は
変
わ
っ
て
く
る
。

誰
も
住
ま
な
い
荒
涼
と
し
た
土
地
が
急
速

か
つ
広
範
に
浸
水
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
水

害
に
は
な
ら
な
い
が
、
バ
ン
コ
ク
や
東
京

の
中
心
地
が
ゆ
る
ゆ
る
と
浸
水
す
れ
ば
、

た
と
え
そ
れ
が
狭
い
範
囲
で
も
そ
れ
は
大

き
な
水
害
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
水
害
の
危
険
を
未
然
に
「
抑

止
」
す
る
た
め
に
は
、
あ
ふ
れ
さ
せ
な
い

こ
と
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
。
現
に
、
日

本
で
は
こ
れ
ま
で
再
三
言
わ
れ
て
き
た
よ

う
に
、
堤
防
を
高
く
し
、
ダ
ム
を
造
り
流

量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
き
た
。
し
か
し
、

い
っ
た
ん
起
こ
っ
た
浸
水
を
い
か
に
水
害

に
転
化
さ
せ
な
い
か
、
あ
る
い
は
小
さ
な

水
害
に
止
め
る
か
と
い
う
「
被
害
軽
減
」

に
つ
い
て
は
、
意
外
と
忘
れ
ら
れ
や
す
い

も
の
で
あ
る
。

実
際
に
水
害
の
被
害
に
遭
う
の
は
、
河

川
管
理
者
で
な
け
れ
ば
国
で
も
な
い
。
そ

こ
に
暮
ら
す
居
住
者
だ
。
な
ら
ば
他
人
任

せ
に
せ
ず
、
当
事
者
で
あ
る
自
分
た
ち
で

水
害
は
軽
減
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
一
度

考
え
て
み
る
の
も
悪
く
は
あ
る
ま
い
。

水
害
を
防
ぐ
に
は
、
３
つ
の
レ
ベ
ル
が

あ
る
。

第
一
に
は
「
自
分
自
身
や
家
族
を
ど
う

守
る
か
」。
水
家

み

ず

や

の
あ
る
家
や
、
高
床
式

住
居
を
建
て
る
の
は
、
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
二
は
、「
自
分
た
ち
の
地
域
、
仲
間

を
ど
う
守
る
か
」。
こ
れ
は
居
住
者
の
協

力
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
、
こ
の
こ
と

は
「
水
防
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

水
防
活
動
は
、
一
致
団
結
す
れ
ば
解
決

す
る
と
い
う
ほ
ど
、
単
純
な
も
の
で
は
な

い
。
水
防
活
動
の
結
果
、
守
ら
れ
る
地
域

が
あ
る
一
方
、
反
対
に
被
害
が
及
ぶ
地
域

も
出
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
ど
こ
か

の
堤
防
が
切
れ
れ
ば
、
他
の
地
域
は
助
か

る
と
い
う
よ
う
に
、
往
々
に
し
て
「
あ
ち

ら
立
て
ば
、
こ
ち
ら
立
た
ず
」
状
態
と
な

る
。
水
害
の
常
襲
地
域
で
上
流
下
流
同
士

や
対
岸
の
間
で
対
立
が
あ
る
の
も
、
こ
の

よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
だ
。

第
三
は
、
「
為
政
者
が
川
を
大
局
的
に

と
ら
え
て
ど
う
扱
う
か
」
と
い
う
も
の
で
、

こ
れ
が
「
治
水
」
で
あ
る
。

大
熊
孝
『
洪
水
と
治
水
の
河
川
史
〜
水

害
の
制
圧
か
ら
受
容
へ
〜
』
（
平
凡
社
、

１
９
８
８
）
で
は
、
こ
う
し
た
区
別
を
説

明
し
、
治
水
史
を
丹
念
に
追
っ
て
い
る
。

大
熊
は
、
力
ず
く
で
「
洪
水
を
防
ぐ
」
の

で
は
な
く
、
計
画
を
越
え
る
洪
水
は
あ
え

て
あ
ふ
れ
さ
せ
て
「
水
害
を
軽
減
す
る
」

こ
と
、
つ
ま
り
「
あ
ふ
れ
て
も
安
全
な
治

水
」
を
目
指
す
こ
と
を
早
く
か
ら
提
唱
し

て
き
た
。

実
は
、
日
本
の
治
水
政
策
も
、
最
近
で

は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
転
換
し
つ
つ
あ

る
。
浸
水
か
ら
身
を
守
る
に
も
、
水
防
感

覚
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
、
い
よ
い
よ
現

実
に
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

水
防
を
考
え
る
に
は
、

リ
ス
ク
感
覚
か
ら

も
し
、
仮
に
自
分
の
住
む
土
地
が
浸
水



家
庭
に
送
り
届
け
、
富
を
生
み
出
す
源
と

な
る
人
、
家
屋
、
土
地
、
機
械
な
ど
を
次
々

に
資
産
に
変
え
る
。
モ
ノ
を
貯
め
込
む
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
「
失
い
た
く
な
い
」

も
の
を
急
速
に
増
や
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
生
命
以
外
に
も

失
い
た
く
な
い
も
の
が
増
え
る
と
い
う
こ

と
で
、
リ
ス
ク
感
覚
が
膨
ら
む
こ
と
で
も

あ
る
。

特
に
日
本
に
お
い
て
は
、
多
数
の
人
間

が
何
ら
か
の
資
産
を
持
ち
、
リ
ス
ク
は
巷

に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
失
い
た
く
な
い
モ
ノ

が
増
え
る
こ
と
が
豊
か
に
な
る
こ
と
と
す

れ
ば
、
豊
か
さ
の
大
衆
化
は
、
ま
さ
に
リ

ス
ク
の
大
衆
化
で
も
あ
る
の
だ
。

さ
ら
に
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
タ

イ
に
お
い
て
さ
え
水
辺
空
間
の
価
値
を
変

え
た
。
エ
ジ
プ
ト
は
ナ
イ
ル
の
賜
物
と
い

う
言
葉
ど
お
り
、
河
の
氾
濫
は
豊
か
な
土

壌
を
も
た
ら
し
た
。
水
上
経
済
が
華
や
か

な
こ
ろ
は
、
河
辺
や
港
は
富
の
集
積
す
る

魅
力
あ
る
空
間
だ
っ
た
。
タ
イ
、
チ
ャ
オ

プ
ラ
ヤ
ー
川
も
、
日
本
で
も
中
世
か
ら
近

世
ま
で
は
同
様
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

道
路
が
整
備
さ
れ
陸
上
流
通
が
発
達
、
さ

ら
に
治
水
施
設
が
整
う
と
、
水
害
の
頻
度

も
減
り
、
水
防
の
知
識
も
失
わ
れ
て
く
る
。

浸
水
空
間
だ
っ
た
場
所
の
記
憶
は
失
わ
れ
、

た
だ
の
親
水
空
間
に
変
わ
る
。

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
共
通
の

波
に
飲
み
込
ま
れ
た
日
本
と
タ
イ
だ
が
、

そ
の
ス
ピ
ー
ド
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。

日
本
は
１
９
７
０
年
代
ま
で
に
、
道
路
整

備
と
基
本
的
な
治
水
対
策
を
ほ
ぼ
終
え
て

し
ま
っ
た
。
タ
イ
の
場
合
は
、
現
在
で
も

ま
だ
そ
の
途
上
に
あ
る
。
バ
ン
コ
ク
で
は
、

小
さ
な
タ
ク
シ
ー
、
ト
ゥ
ク
ト
ゥ
ク
が
う

な
り
を
上
げ
て
い
る
し
、
地
方
都
市
に
行

け
ば
、
自
動
車
よ
り
も
オ
ー
ト
バ
イ
の
ほ

う
が
多
い
。
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
治

水
対
策
は
、
と
も
に
現
在
進
行
中
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

雨
期
に
な
る
と
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
デ

ル
タ
は
、
今
で
も
毎
年
ど
こ
か
が
水
に
浸

か
る
。
人
口
の
都
市
集
中
が
著
し
く
、
地

盤
高
が
１
ｍ
程
度
で
地
盤
沈
下
も
続
く
バ

ン
コ
ク
首
都
圏
で
は
、
「
水
に
浸
か
る
の

は
嫌
」
と
い
う
人
や
企
業
が
増
え
、
浸
水

は
今
や
リ
ス
ク
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
事
態
に
応
え
、
バ
ン
コ
ク
首
都
圏
庁
で

は
排
水
機
能
の
強
化
、
低
い
堤
防
に
よ
り

あ
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
バ
ッ

フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
の
設
定
、
都
市
開
発
の
誘

導
な
ど
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

日
本
で
は
、
か
つ
て
、
堤
防
を
高
く
し
、

災
害
抑
止
に
重
点
を
置
く
治
水
対
策
を
展

開
し
た
が
、
タ
イ
で
は
周
辺
地
域
の
遊
水

機
能
を
で
き
る
か
ぎ
り
保
全
し
、
水
を
う

ま
く
あ
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
で
洪
水
に
対
応

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
資
金
が
か

け
ら
れ
な
い
と
い
う
タ
イ
の
懐
事
情
が
あ

る
と
し
て
も
、
治
水
実
現
の
方
法
の
違
い

に
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

リ
ス
ク
は
ゼ
ロ
に
は
な
ら
な
い

で
は
、
水
害
リ
ス
ク
を
減
ら
す
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

現
在
、
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
で

あ
る
。
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

は
「
当
事
者
（
個
人
、
団
体
、
集
団
）
間

で
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
情
報
や
、
意
見

を
や
り
と
り
す
る
プ
ロ
セ
ス
」
で
あ
る
。

従
来
は
、
例
え
ば
水
害
に
つ
い
て
熟
知

し
て
い
る
専
門
家
が
住
民
に
「
説
得
や
勧

告
」
を
行
い
、
水
害
へ
の
態
度
を
変
え
さ

せ
る
こ
と
が
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

44

ー
『
リ
ス
ク
と
文
化
〜
技
術
的
・
環
境
的

リ
ス
ク
の
選
択
に
つ
い
て
』

（U
n
iv
ersity

of
C
aliforn

ia
P
ress,

1983
）
は
、
こ
う
し
た
現
象
に
早
く
か

ら
着
目
し
た
著
作
だ
。
ダ
グ
ラ
ス
と
ウ
ィ

ル
ダ
フ
ス
キ
ー
は
、
「
リ
ス
ク
感
覚
は
文

化
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
リ
ス
ク
感
覚
は
、
誰
も
が
持
っ
て
い

る
自
然
な
感
覚
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

度
合
い
は
社
会
的
、
文
化
的
な
要
因
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
こ
と
浸

水
に
関
す
る
限
り
、
タ
イ
人
と
日
本
人
の

リ
ス
ク
感
覚
が
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
差
を
も
た

ら
し
た
理
由
は
、「
雨
期
」
と
い
う
冒
頭

に
述
べ
た
雨
の
降
り
方
の
違
い
に
よ
る
の

か
も
し
れ
な
い
し
、「
水
辺
が
好
き
」
と

い
う
民
族
的
な
心
情
を
持
ち
出
す
こ
と
も

面
白
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
タ

イ
人
の
持
つ
輪
廻
転
生
の
宗
教
観
、
価
値

観
か
ら
影
響
さ
れ
て
い
る
の
か
と
も
思
う
。

タ
イ
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
見
て
い
る

と
、
災
い
の
タ
ネ
を
前
世
に
求
め
る
感
覚

と
、
浸
水
を
受
容
す
る
態
度
を
結
び
つ
け

た
く
な
る
誘
惑
に
も
駆
ら
れ
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
、
浸
水
リ
ス
ク
の
感
覚
差
を

生
む
原
因
に
つ
い
て
は
、
推
測
す
る
し
か

な
い
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
編
集
部
が
、
現

在
の
タ
イ
を
歩
き
、
日
本
と
比
較
し
て
考

え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
も
た
ら
す
、
リ

ス
ク
感
覚
の
変
貌
だ
。

リ
ス
ク
の
大
衆
化

近
代
化
は
、
ま
ず
鉄
道
と
と
も
に
始
ま

っ
た
。
次
な
る
変
化
は
、
自
動
車
交
通
で
、

大
量
生
産
・
大
量
消
費
社
会
の
幕
開
け
を

告
げ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

整
備
さ
れ
た
道
路
網
の
充
実
と
自
動
車

台
数
の
増
加
は
、
地
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
商

品
を
も
た
ら
し
、
暮
ら
し
を
変
え
、
人
の

流
動
化
を
促
し
た
。
道
路
で
結
ば
れ
た
空

間
は
、
運
送
、
取
引
コ
ス
ト
の
安
い
空
間

に
変
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
産
、
販
売
活

動
の
拠
点
と
な
る
。
経
済
が
成
長
す
る
と
、

大
都
市
と
過
疎
地
が
生
ま
れ
、
所
得
格
差

も
広
が
っ
て
く
る
。

以
前
、
日
本
の
あ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人

が
テ
レ
ビ
で
「
貧
乏
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
一
つ
ま
た
一
つ
と
家
か
ら
モ
ノ
が
な

く
な
っ
て
い
く
こ
と
で
す
」
と
話
し
て
い

た
。
大
量
生
産
、
大
量
消
費
社
会
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
反
対
に
、
家
の
中
に
モ

ノ
が
あ
ふ
れ
か
え
る
こ
と
だ
。

こ
の
こ
と
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、

ピ
ー
タ
ー
・
メ
ン
ツ
ェ
ル
編
『
地
球
家
族

〜
世
界
30
か
国
の
ふ
つ
う
の
暮
ら
し
』

（
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
出
版
、
１
９
９
４
）
と
い
う

斬
新
な
写
真
集
で
あ
る
。
世
界
30
カ
国
の

普
通
と
思
わ
れ
る
家
族
を
訪
ね
、
家
財
道

具
を
戸
外
に
全
部
出
し
て
も
ら
い
、
家
の

前
で
家
族
と
と
も
に
撮
影
し
た
写
真
集
だ
。

日
本
の
家
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の

国
に
比
べ
モ
ノ
の
多
さ
は
群
を
抜
い
て
い

る
。
タ
イ
の
家
族
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
モ
ノ
を
各

ン
の
１
つ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
現
在
で
は
、
水
害
の
専
門
家

も
素
人
も
、
当
事
者
同
士
が
フ
ェ
ア
ー
な

情
報
提
供
を
行
い
合
う
こ
と
で
、
お
互
い

の
立
場
を
理
解
し
合
い
、
リ
ス
ク
を
軽
減

す
る
合
意
に
達
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
参

加
と
自
由
な
情
報
交
換
と
合
意
形
成
が
リ

ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
で
あ

る
と
考
え
る
の
だ
。
こ
れ
ら
を
入
門
書
と

し
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
の
が
、

吉
川
肇
子
『
リ
ス
ク
と
つ
き
あ
う
』
（
有

斐
閣
、
２
０
０
０
）
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
水
害
が
起
こ
る
前
の
情

報
共
有
は
、
被
害
を
最
小
限
に
止
め
る
た

め
に
も
非
常
に
重
要
だ
。
現
在
、
多
く
の

河
川
事
務
所
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
バ

ー
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
は
そ
の
一
例
と
い
え
る
。

ま
た
、
過
去
に
起
き
た
水
害
、
治
水
の

歴
史
を
知
る
こ
と
も
、
大
い
に
有
効
だ
ろ

う
。
宮
村
忠
『
水
害
〜
治
水
と
水
防
の
知

恵
〜
』（
中
公
新
書
、
１
９
８
５
）
は
、

そ
の
よ
う
な
目
で
読
む
と
、
今
な
お
新
鮮

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
治
水
・
水
防
に
あ
た

っ
た
人
物
が
、
何
を
考
え
な
が
ら
リ
ス
ク

を
見
積
も
り
、
治
水
の
判
断
を
行
っ
た
の

か
を
、
学
校
の
学
習
題
材
と
し
て
調
べ
、

議
論
し
、
子
ど
も
の
記
憶
に
残
し
て
い
く

こ
と
も
、
立
派
な
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
。



し
か
し
水
害
の
リ
ス
ク
は
、
軽
減
は
で

き
て
も
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

予
期
せ
ぬ
豪
雨
も
発
生
す
る
。
治
水
が
進

め
ば
浸
水
頻
度
は
下
が
り
、
水
害
に
対
す

る
知
恵
が
忘
れ
去
ら
れ
水
防
力
が
落
ち
る

と
い
う
「
治
水
と
水
防
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」

も
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
水
害
ま
で
視

野
に
入
れ
る
な
ら
、
そ
の
リ
ス
ク
は
決
し

て
小
さ
い
と
は
言
い
難
い
。

地
域
の
水
防
力
を
増
す
た
め
に
は
、
リ

ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
る
と

同
時
に
、
当
事
者
が
ど
の
程
度
リ
ス
ク
を

と
る
か
と
い
う
、
リ
ス
ク
配
分
の
ル
ー
ル

に
つ
い
て
も
意
識
の
共
有
を
行
う
必
要
が

あ
る
。

「
要
求
す
る
」
社
会
か
ら
、

「
寛
容
」
な
社
会
へ

個
々
人
が
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る

リ
ス
ク
は
千
差
万
別
な
た
め
、
地
域
や
集

団
と
し
て
水
防
の
リ
ス
ク
を
ど
の
程
度
と

れ
ば
よ
い
の
か
合
意
が
と
り
に
く
い
の
は

容
易
に
想
像
が
つ
く
こ
と
だ
。
協
力
体
制

を
作
ろ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
ま
と
ま

ら
ず
に
機
能
し
な
い
こ
と
も
多
い
。

一
般
に
、
一
人
一
人
が
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
リ
ス
ク
が
少
な
い
ほ
ど
、
つ

ま
り
、
「
何
が
何
で
も
失
い
た
く
な
い
」

と
思
う
度
合
い
が
高
い
ほ
ど
、
国
や
自
治

体
が
治
水
、
水
防
対
策
に
か
け
る
費
用
や

労
力
は
高
く
つ
く
。
み
ん
な
が
リ
ス
ク
を

引
き
受
け
る
こ
と
を
拒
め
ば
、
今
ま
で
通

り
国
、
自
治
体
に
水
防
を
委
託
す
る
の
が

面
倒
く
さ
く
な
く
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
で
は
当
事
者
み
ん
な
で
協
力
し

納
得
を
得
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
国

や
自
治
体
も
そ
の
よ
う
な
財
政
負
担
に
は

も
は
や
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

一
方
、
自
分
た
ち
で
水
防
組
織
を
機
能

さ
せ
よ
う
と
、
昔
の
水
防
共
同
体
の
知
恵

を
た
だ
な
ぞ
っ
て
も
、
う
ま
く
い
か
な
い

ケ
ー
ス
も
あ
る
。
例
え
ば
、
区
域
の
中
で

も
堤
防
の
す
ぐ
下
に
住
ん
で
い
る
人
と
、

河
か
ら
離
れ
た
人
と
で
は
、
感
じ
る
リ
ス

ク
が
違
う
の
は
当
然
だ
。
い
っ
た
ん
堤
防

が
切
れ
れ
ば
、
み
ん
な
が
水
に
浸
か
る
と

わ
か
っ
て
い
て
も
、
当
事
者
み
ん
な
の
要

求
に
「
甘
受
で
き
る
」
リ
ス
ク
を
探
る
の

は
な
か
な
か
骨
の
折
れ
る
仕
事
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
水
害
だ
け
で
は
な
く
、
地

震
な
ど
の
自
然
災
害
、
事
故
、
企
業
の
信

用
な
ど
、
リ
ス
ク
が
発
生
す
る
場
面
で
は

共
通
し
て
言
え
る
こ
と
だ
。

そ
こ
で
、
最
近
で
は
「
要
求
を
甘
受
で

き
る
か
ど
う
か
」
で
は
な
く
、
「
自
分
が

納
得
し
て
、
相
手
と
包
容
し
合
え
る
の
は

ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
か
」
と
い
う
「
寛
容
」

基
準
で
、
リ
ス
ク
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ

と
が
合
意
形
成
に
は
有
効
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
を
水
害
に

つ
い
て
あ
て
は
め
る
と
、
例
え
ば
「
Ａ
地

区
は
何
cm
の
水
害
ま
で
耐
え
ら
れ
ま
す
」

「
Ｂ
地
区
は
工
場
が
多
い
が
何
cm
ま
で
大

丈
夫
で
す
」
と
案
を
出
し
合
う
の
で
あ
る
。

甘
受
で
き
る
レ
ベ
ル
よ
り
も
、
包
容
で
き

る
レ
ベ
ル
の
方
が
よ
り
身
を
削
り
合
っ
て

い
る
た
め
、
リ
ス
ク
配
分
の
協
力
関
係
が

得
や
す
い
の
で
あ
る
。

「
あ
ふ
れ
て
も
安
全
な
治
水
」
の
水
防
協
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力
体
制
を
機
能
さ
せ
て
い
く
に
は
、
こ
の

よ
う
な
「
寛
容
」
と
い
う
水
害
リ
ス
ク
感

覚
へ
の
転
換
が
必
要
で
、
そ
れ
が
制
度
づ

く
り
の
思
想
と
な
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
「
包
容
し
あ
う
社
会
」
を

考
え
る
上
で
、
タ
イ
の
ケ
ー
ス
は
非
常
に

示
唆
的
だ
。
タ
イ
で
は
、
年
中
行
事
の
よ

う
に
浸
水
に
対
応
し
て
い
る
が
、
水
が
き

て
も
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
で
は
慌
て
ず
、

か
な
り
寛
容
に
水
に
対
し
て
い
る
。
そ
の

こ
と
が
社
会
的
被
害
を
押
し
下
げ
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
各
々
が
「
ど
こ
ま
で
包
容
し
あ
え
る

か
」
と
い
う
寛
容
な
リ
ス
ク
感
覚
を
持
て

ば
、
我
々
自
身
の
水
防
力
は
向
上
し
、
結

果
と
し
て
社
会
全
体
と
し
て
の
水
害
被
害

は
低
く
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
水
と
の
共
生
」
と
い
う
甘
い
言
葉
も
、

寛
容
と
い
う
リ
ス
ク
感
覚
の
下
で
の
水
と

の
つ
き
あ
い
方
を
指
す
意
味
と
し
て
使
わ

れ
て
い
く
な
ら
ば
、
今
後
の
水
の
文
化
を

考
え
る
上
で
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な

っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

自
分
た
ち
自
身
で

リ
ス
ク
を
包
容
し
合
う
社
会
を
つ
く
る

た
め
に
は
、
「
自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分

た
ち
で
決
め
る
」
と
い
う
自
治
の
仕
組
み

が
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
は
、
水
害
の
側
面

か
ら
見
た
場
合
、
抑
止
、
軽
減
に
結
び
つ

け
る
た
め
の
条
件
で
も
あ
る
。
専
門
家
、

素
人
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
居
住
者
、

行
政
、
企
業
と
い
う
立
場
に
と
ら
わ
れ
ず
、

互
い
に
自
由
に
意
見
を
言
い
合
い
、
水
防

に
か
か
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
き
ち
ん
と
機
能
し
て
い
く
に
は
何
が
必

要
な
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
大
変
参
考
に
な
る
の
が
、
今
回

水を治める力

リスクに関する情報交換�
�
�

送り手は情報の自己点検�
受け手は情報提供者と�
内容への信頼の生成�

�
�

互いに情報発信の背景を理解�
社会的受容�
互譲�
合意形成�

一方的な情報提供�

取
り
上
げ
た
「
水
の
文
化
楽
習
」
の
事
例

だ
。
木
曽
三
川
の
輪
中
の
取
材
の
中
で
、

地
域
の
水
防
を
考
え
る
た
め
に
は
、「
自
分

た
ち
の
輪
中
根
性
」
も
「
未
来
を
見
据
え

て
現
在
を
見
る
心
」
も
両
方
が
大
事
と
い

う
話
は
、
大
変
含
蓄
に
富
ん
で
い
る
。
輪

中
根
性
は
い
わ
ば
、
「
甘
受
で
き
る
リ
ス

ク
で
物
事
を
決
め
る
心
」
と
い
っ
て
も
よ

い
。
堤
防
の
高
さ
を
巡
り
、
な
か
な
か
折

り
合
い
が
つ
か
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
こ

れ
で
は
な
か
な
か
合
意
が
難
し
い
。
な
ら

ば
、
か
つ
て
大
垣
の
治
水
家
、
金
森
吉
治

郎
が
実
践
し
た
よ
う
に
、
す
ぐ
に
効
果
は

出
な
く
て
も
「
気
長
」
に
「
広
い
視
野
」

で
行
動
す
る
こ
と
も
大
事
な
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
水
防
意
識
こ
そ
が
、
水
害
の
ほ

と
ん
ど
起
こ
ら
な
く
な
っ
た
現
在
、
次
の

世
代
に
も
伝
え
ら
れ
る
べ
き
リ
ス
ク
感
覚

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
例
は
、「
自
分
た
ち
自
身
で
未
来

を
つ
く
る
手
応
え
を
持
つ
こ
と
」
が
、

「
現
在
の
お
互
い
が
リ
ス
ク
に
寛
容
に
な

れ
る
」
た
め
の
重
要
な
条
件
で
あ
る
と
い

え
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
他
人
任
せ
で
は
な

く
、
自
分
た
ち
が
参
加
す
る
」
と
い
う
こ

と
が
、
実
は
リ
ス
ク
に
寛
容
と
な
る
た
め

の
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
。

水
害
リ
ス
ク
は
、
地
域
で
、
経
験
で
、

個
々
人
の
心
持
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。

そ
の
た
め
、
水
防
力
は
当
事
者
の
リ
ス
ク

感
覚
に
左
右
さ
れ
る
。
こ
れ
を
機
に
、
リ

ス
ク
と
い
う
側
面
か
ら
、
自
分
の
住
む
地

の
水
防
力
を
高
め
る
手
だ
て
を
、
「
自
分

た
ち
自
身
で
」
考
え
て
み
た
い
。
居
住
者

が
水
を
治
め
る
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
。
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タ
イ
の
大
都
会
、
バ
ン
コ
ク
に
住
ん
で
驚
い
た
の
は
、
家
で
は

料
理
を
し
な
い
人
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本
で
も
、

最
近
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
と
安
い
外
食
産
業
の
発
達
で
、

自
宅
に
ま
な
板
が
な
い
人
と
か
、
包
丁
を
持
っ
て
い
な
い
人
と
か

が
い
て
話
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
バ
ン
コ
ク
の
場
合
は
そ
ん
な
生

易
し
い
も
の
で
は
な
い
。
普
通
の
ア
パ
ー
ト
に
、
コ
ン
ロ
が
な
い

の
だ
。
こ
れ
で
は
お
湯
さ
え
も
沸
か
せ
な
い
か
ら
、
イ
ン
ス
タ
ン

ト
ラ
ー
メ
ン
す
ら
作
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
キ
ッ
チ
ン
に

は
何
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
流
し
の
シ
ン
ク
が
あ
る
だ
け
。
お
湯

ぐ
ら
い
自
分
で
沸
か
し
た
い
と
い
う
人
は
、
こ
の
シ
ン
ク
の
脇
の

ス
ペ
ー
ス
に
ガ
ス
コ
ン
ロ
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
私
が
知
る

限
り
で
は
、
ど
う
も
バ
ン
コ
ク
だ
け
で
は
な
く
、
チ
ェ
ン
マ
イ
な

ど
も
同
じ
よ
う
な
状
況
ら
し
い
。

私
が
住
ん
で
い
る
の
は
、
住
民
の
７
割
が
外
国
人
と
い
う
集
合

住
宅
だ
か
ら
、
電
気
の
コ
ン
ロ
が
２
口
つ
い
て
い
る
。
こ
う
い
う

例
外
を
除
い
て
、
コ
ン
ロ
を
備
え
た
、
つ
ま
り
普
通
の
調
理
機
能

を
持
っ
た
キ
ッ
チ
ン
が
あ
る
の
は
、
２
０
０
m2
ぐ
ら
い
の
豪
邸
で
、

こ
の
キ
ッ
チ
ン
は
メ
イ
ド
さ
ん
の
た
め
の
キ
ッ
チ
ン
だ
か
ら
、
や

は
り
家
庭
の
主
婦
は
料
理
を
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
、
こ
ん
な
事
態
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
み
ん
な
は
ど
こ
で
ご
は
ん
を
食
べ
て
い
る
の
？
　

と
い
う
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
の
は
、
圧
倒
的
な
数
を
誇
り
、

安
く
て
お
い
し
い
屋
台
の
存
在
。
バ
ン
コ
ク
の
一
般
市
民
は
、
朝

か
ら
家
族
総
出
で
屋
台
で
ご
は
ん
を
食
べ
て
い
る
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
タ
イ
に
も
き
ち
ん
と
料
理
を
す
る
人
は
い
る
し
、
バ

ン
コ
ク
、
チ
ェ
ン
マ
イ
と
い
っ
た
大
都
市
の
ケ
ー
ス
は
例
外
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
メ
ニ
ュ
ー
の
選
択
肢
も
幅
が
広
い
た
め
、

わ
ざ
わ
ざ
食
材
を
買
っ
て
き
て
自
分
で
作
る
の
が
馬
鹿
馬
鹿
し
く

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
実
際
、
屋
台
で
買
っ
た
ほ
う
が
ず
ー
っ
と

安
上
が
り
で
あ
る
。
例
え
ば
ス
ー
パ
ー
で
野
菜
を
買
っ
て
炒
め
物

を
作
る
と
だ
い
た
い
材
料
費
だ
け
で
40
〜
50
バ
ー
ツ
は
か
か
る
が
、

屋
台
で
食
べ
れ
ば
20
〜
30
バ
ー
ツ
く
ら
い
で
あ
る
。
彼
ら
は
朝
市

で
仕
入
れ
て
い
る
か
ら
新
鮮
で
安
い
食
材
が
手
に
入
る
の
だ
。

あ
ま
り
に
安
く
美
味
し
い
タ
イ
料
理
が
買
え
る
の
で
、
こ
っ
ち
に

い
る
と
家
庭
で
タ
イ
料
理
を
作
る
気
に
な
れ
な
い
。

タ
イ
で
は
、
女
性
の
社
会
進
出
が
と
て
も
盛
ん
だ
。
こ
れ
が
家

で
料
理
を
し
な
い
習
慣
を
助
長
し
て
い
る
の
か
、
は
た
ま
た
働
く

女
性
が
多
い
か
ら
屋
台
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
か
？
　
謎
で
あ
る
。

料
理
は
で
き
た
ら
や
り
た
く
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
タ
イ
人
も
、

こ
と
入
浴
に
つ
い
て
は
相
当
に
清
潔
好
き
。
日
本
の
よ
う
に
バ
ス

タ
ブ
に
入
る
わ
け
で
は
な
く
シ
ャ
ワ
ー
を
さ
っ
と
浴
び
る
の
だ
が
、

最
低
で
も
一
日
２
回
シ
ャ
ワ
ー
を
使
う
習
慣
は
、
高
温
多
湿
の
土

地
柄
で
は
エ
チ
ケ
ッ
ト
以
上
に
快
適
な
こ
と
だ
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
は
、
日
本
で
も
お
馴
染
の
シ
ャ
ン
プ
ー
や
石
鹸
が
ず
ら

っ
と
並
ん
で
い
る
。
先
日
知
り
合
っ
た
タ
イ
人
が
、
真
冬
に
奈
良

に
留
学
す
る
娘
さ
ん
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
た
と
き
、
寝
る
前
に
や
っ

ぱ
り
ど
う
し
て
も
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
た
く
て
、
夜
中
に
寮
の
共
有

シ
ャ
ワ
ー
を
使
っ
た
そ
う
だ
。
部
屋
ま
で
戻
る
途
中
、
寒
く
て
寒

く
て
凍
え
死
に
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
毎
日
浴
び
て
し

ま
っ
た
と
言
っ
て
い
た
。
昔
は
川
で
沐
浴
し
て
い
た
習
慣
が
、
シ

ャ
ワ
ー
に
変
わ
っ
て
も
続
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
タ
イ
の

人
た
ち
が
清
潔
好
き
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

タ
イ
料
理
を
自
分
で
作
る
気
に
は
な
れ
な
い
私
だ
が
、
大
の
蕎

麦
好
き
の
主
人
の
リ
ク
エ
ス
ト
で
、
よ
く
蕎
麦
を
茹
で
る
。
タ
イ

微
笑
み
の
国
　
タ
イ
　
　
所
澤
さ
や
か

くらしの まなざし
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に
来
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
蕎
麦
を
作
っ
て
と
言
わ
れ
た
。
お
湯
を

沸
か
し
準
備
を
し
て
い
た
ら
、
彼
が
冷
凍
庫
を
が
ば
っ
と
開
け
て
、

ひ
ど
く
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
の
で
何
事
か
と
思
っ
た
と
こ
ろ
、

「
水
が
冷
え
て
な
い
！
」。
タ
イ
の
水
道
水
は
年
中
生
暖
か
い
の
で
、

茹
で
上
が
っ
た
蕎
麦
を
冷
や
す
の
に
充
分
で
は
な
く
、
主
人
の
ポ

リ
シ
ー
で
は
必
ず
お
湯
を
沸
か
す
前
か
ら
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

（
最
後
に
口
に
入
る
も
の
な
の
で
）
を
冷
凍
庫
に
入
れ
て
冷
や
し
、

そ
の
お
水
で
お
蕎
麦
を
冷
や
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。

確
か
に
、
そ
の
と
き
は
冷
水
が
間
に
合
わ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
水
道

水
で
蕎
麦
を
洗
っ
た
け
れ
ど
ど
う
も
味
が
し
ま
ら
ず
、
ぬ
る
〜
い

蕎
麦
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
回
か
ら
主
人
の
や
り
方
で
や
っ
て

み
た
と
こ
ろ
、
日
本
で
作
っ
て
い
た
よ
り
お
い
し
い
蕎
麦
が
で
き

た
の
で
、
蕎
麦
好
き
の
こ
だ
わ
り
に
大
い
に
納
得
し
た
。

水
温
に
限
ら
ず
、
水
の
性
質
も
日
本
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
。
昨

年
タ
イ
に
現
地
工
場
を
作
っ
て
、
国
内
用
供
給
を
始
め
た
日
本
の

ビ
ー
ル
メ
ー
カ
ー
も
相
当
苦
労
し
た
ら
し
い
。
た
ま
に
日
本
の
ビ

ー
ル
が
懐
か
し
く
な
る
我
々
が
試
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
ど
、
ど

こ
が
日
本
の
ビ
ー
ル
？
」
と
い
う
味
で
大
不
評
。
な
ん
で
も
日
本

の
製
法
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ん
だ
た
め
、
水
の
違
い
で
ま
っ
た
く

上
手
く
で
き
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
し
て
「
ど

う
も
、
中
瓶
は
お
い
し
く
な
い
の
に
、
小
瓶
と
缶
ビ
ー
ル
は
お
い

し
い
気
が
す
る
。
で
も
気
の
せ
い
だ
よ
ね
」
と
言
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
こ
れ
ら
は
工
場
が
違
う
こ
と
が
判
明
。
土
地
ご
と
に
つ
く
り

方
を
変
え
な
い
と
な
ら
な
い
ほ
ど
水
が
違
う
の
か
、
と
素
材
の
重

要
性
に
感
心
し
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
も
し
か
す
る
と
ク
オ
リ
テ

ィ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
だ
っ
た
り
し
て
。
真
相
は
謎
で
あ
る
。

東
南
ア
ジ
ア
に
来
て
、
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
氷
で
お
腹
を
こ
わ

す
と
い
う
こ
と
。
タ
イ
の
観
光
ガ
イ
ド
で
も
「
氷
は
危
な
い
の
で

避
け
た
ほ
う
が
い
い
」
と
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
、
普
通
の
レ
ス
ト

ラ
ン
で
は
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
や
沸
か
し
た
お
湯
か
ら
作
っ
た

氷
と
か
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
本
当
は
心
配
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、

店
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
の
で
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
人
は
注
意
し
て

く
だ
さ
い
）。
実
は
み
ん
な
氷
に
あ
た
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
あ
ま

り
に
辛
い
も
の
を
食
べ
て
お
腹
が
び
っ
く
り
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

タ
イ
で
一
番
メ
ジ
ャ
ー
な
シ
ン
ハ
ー
ビ
ー
ル
な
ど
は
、
味
が
濃

い
の
で
そ
の
ま
ま
飲
む
と
日
本
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
の
よ
う
に

「
ゴ
ク
ッ
ゴ
ク
ッ
ゴ
ク
ッ
…
ぷ
は
ぁ
ー
」
で
は
な
く
、

「
ゴ
ク
ッ
ゴ
ク
ッ
ゴ
ク
ッ
…
ゲ
ホ
ッ
！
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

氷
を
入
れ
る
く
ら
い
で
丁
度
い
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
何
も
言

わ
な
い
と
ビ
ー
ル
に
氷
を
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
日
本
人
は
び
っ

く
り
し
て
「
や
め
て
く
れ
」
と
い
う
人
が
多
い
け
れ
ど
、
そ
ん
な

に
神
経
質
に
な
る
必
要
は
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
濃
い
味
の
ビ
ー
ル

を
頃
合
い
よ
く
薄
め
る
役
割
の
ほ
か
、
屋
台
や
屋
外
の
お
店
で
飲

む
と
き
に
、
ど
ん
ど
ん
温
度
が
上
が
っ
て
し
ま
う
の
を
防
い
で
く

れ
る
。
慣
れ
る
と
、
結
構
い
け
ま
す
よ
。

争
い
を
好
ま
ず
、
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
敵
の
矛
先
を
か
わ
す
タ

イ
人
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
、
自
分
も
ど
ん
ど
ん
同
化
し
て
い
る
よ

う
で
、
ち
ょ
っ
と
コ
ワ
イ
。
世
界
中
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
る

中
国
人
で
す
ら
、
タ
イ
人
の
中
に
入
る
と
自
然
に
同
化
さ
れ
て
し

ま
う
の
だ
か
ら
、
私
が
太
刀
打
ち
で
き
る
相
手
で
は
な
い
と
思
っ

て
あ
き
ら
め
る
し
か
な
い
の
か
も
。

「
微
笑
み
の
国
、
タ
イ
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
ま
や
観
光
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
の
常
套
句
に
な
っ
て
い
る
が
、
タ
イ
人
の
微
笑
み
は
、

敵
を
作
ら
ず
、
相
手
の
懐
に
飛
び
込
む
こ
と
で
無
言
実
行
し
て
し

ま
う
の
に
、
と
て
も
役
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
ボ
ス
の
く
だ

ら
な
い
洒
落
に
穏
や
か
な
微
笑
み
を
浮
か
べ
て
く
れ
た
ら
、
そ
れ

は
フ
ァ
ン
・
イ
ム
。
面
白
く
な
く
て
も
笑
わ
な
く
て
は
い
け
な
い

類
の
作
り
笑
い
だ
。
い
く
つ
に
も
分
類
さ
れ
る
ほ
ど
種
類
の
多
い
、

タ
イ
人
の
微
笑
み
。
複
雑
で
深
い
そ
の
微
笑
み
が
、
じ
わ
っ
じ
わ

っ
と
広
が
れ
ば
、
世
界
に
新
し
い
価
値
観
を
生
み
出
す
パ
ワ
ー
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。

ESSAY  微笑みの国タイ
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溪
滉り・

溷

水の文化書誌 《アジアの水》4

ア
ジ
ア
の
国
々
は
歴
史
、
民
族
、
気
候
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
も
の
の
、
水
の
文
化
に
つ
い
て
は
「
水
の
神
」「
水
辺
空

間
」「
灌
漑
農
業
」
に
関
す
る
書
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い

る
。那

谷
敏
郎
著
『
龍
と
蛇
〈
ナ
ー
ガ
〉』（
集
英
社
、
２
０
０

０
年
）
は
、
龍
蛇
ナ
ー
ガ
（
イ
ン
ド
神
話
に
表
れ
る
大
蛇
・

龍
の
こ
と
で
、
宇
宙
の
最
下
層
を
な
す
冥
界
・
水
界
・
地
下

界
を
代
表
す
る
と
い
わ
れ
る
）
が
統
治
者
の
権
威
の
象
徴
と

な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
水
の
神
と
し
て
ア
ジ
ア
の
人
々
の

暮
ら
し
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
著
し
て
い
る
。
ネ
パ

ー
ル
で
は
、
少
女
の
生
き
神
で
あ
る
ク
マ
リ
が
、
ナ
ー
ガ
の

首
飾
り
を
つ
け
て
い
る
。
ナ
ー
ガ
は
雷
に
よ
る
火
災
を
避
け
、

慈
雨
を
も
た
ら
す
も
の
と
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

ス
メ
ー
ト
・
ジ
ュ
ム
サ
イ
著
『
水
の
神
ナ
ー
ガ
』（
鹿
島
出

版
会
、
１
９
９
２
年
）
で
は
、
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
、
タ
ー
チ
ー
ン
川
、
バ
ー

ン
バ
コ
ン
川
が
運
河
で
結
ば
れ
て
お
り
、
高
床
式
木
造
に
よ

る
寺
院
の
僧
坊
、
講
堂
、
経
堂
は
水
際
に
建
立
さ
れ
、
住
民

は
移
動
可
能
な
水
上
集
落
を
形
成
、
日
常
生
活
で
水
の
神
ナ

ー
ガ
を
敬
い
、
水
環
境
と
調
和
し
た
水
辺
文
化
を
つ
く
り
だ

し
た
、
と
あ
る
。

ナ
ー
ガ
に
関
わ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
比
較
に
つ
い

て
は
、
勉
誠
出
版
編
・
発
行
『
ア
ジ
ア
遊
学
（
第
28
号
）
ド
ラ

ゴ
ン
・
ナ
ー
ガ
・
龍
』（
２
０
０
１
年
）
が
興
味
を
惹
く
。

水
の
神
ナ
ー
ガ
に
守
ら
れ
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
ン
コ
ー

ル
・
ワ
ッ
ト
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ト
ム
は
12
世
紀
か
ら
13
世
紀

に
か
け
て
造
営
さ
れ
た
宗
教
都
城
で
あ
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
・

Ｐ
・
グ
ロ
リ
エ
著
『
西
欧
が
見
た
ア
ン
コ
ー
ル
』（
連
合
出
版
、

１
９
９
７
年
）
は
、
こ
れ
ら
の
都
を
満
々
と
水
を
た
た
え
た

水
路
網
に
囲
ま
れ
た
、
巨
大
な
水
利
都
市
と
位
置
づ
け
て
い

る
。
こ
の
書
の
中
で
石
澤
良
昭
氏
（
上
智
大
学
教
授
）
は
、

水
利
灌
漑
網
に
よ
り
、
年
二
毛
作
と
な
り
、
高
度
な
農
業
生

産
高
が
ア
ン
コ
ー
ル
朝
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
が
、
さ
ら
な

る
寺
院
の
建
立
の
た
め
の
過
度
な
熱
帯
林
の
伐
採
と
土
地
の

開
発
が
、
や
が
て
降
雨
量
の
減
少
を
ま
ね
き
、
森
林
の
保
水

機
能
を
失
わ
せ
、
こ
の
結
果
、
水
利
灌
漑
網
の
破
綻
を
も
た

ら
し
、
隣
国
シ
ャ
ム
（
タ
イ
）
に
敗
北
し
た
こ
と
と
相
ま
っ

て
、
ア
ン
コ
ー
ル
朝
滅
亡
の
一
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
解
説
し
て
い
る
。

藤
田
和
子
編
『
モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
の
水
と
社
会
環
境
』

（
世
界
思
想
社
、
２
０
０
２
年
）
で
も
、
ア
ン
コ
ー
ル
朝
の

水
利
都
市
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
は
、
ポ
ル
・
ポ
ト
派
が
引
き
起
こ
し
た
虐

殺
と
飢
え
と
い
う
、
不
幸
な
時
代
が
あ
っ
た
。
清
野
真
巳
子

著
『
禁
じ
ら
れ
た
稲
』（
連
合
出
版
、
２
０
０
１
年
）
に
は
、

１
９
７
５
年
か
ら
７
８
年
に
か
け
て
、
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
が

国
民
を
巨
大
な
貯
水
池
、
水
路
、
堤
防
の
建
設
に
駆
り
出
さ

せ
、
伝
統
的
な
浮
き
稲
栽
培
を
禁
止
さ
せ
た
と
あ
る
。
こ
の

建
設
は
、
貧
困
脱
却
の
た
め
、
ア
ン
コ
ー
ル
朝
の
水
利
灌
漑

網
に
よ
る
農
業
繁
栄
の
再
現
を
図
っ
た
も
の
と
著
者
は
推
論

し
て
い
る
が
、
長
大
な
水
路
建
設
は
失
敗
に
終
わ
り
、
今
で

も
ほ
と
ん
ど
使
用
不
可
能
な
ま
ま
、
全
土
に
残
っ
て
い
る
と

い
う
。

榧
根
勇
著
『
水
と
女
神
の
風
土
』（
古
今
書
院
、
２
０
０

２
年
）
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
明
と
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
女
神
、

バ
リ
島
の
稲
作
社
会
と
ス
リ
女
神
を
論
じ
る
。
バ
リ
島
に
は

ス
バ
ッ
ク
と
い
う
伝
統
的
な
水
利
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
取
水
堰
か
ら
ト
ン
ネ
ル
、
水
路
、
分
水
堰
、
末
端
水
路

ま
で
水
を
公
平
に
配
分
す
る
た
め
の
仕
組
み
で
、
通
常
、
共

通
の
水
源
を
有
し
、
１
つ
以
上
の
分
水
寺
院
を
持
ち
、
規

約
・
水
利
組
織
を
持
ち
、
取
水
堰
の
近
く
に
堰
堤
寺
院
が
あ

る
場
合
が
多
い
。
取
水
堰
や
分
水
堰
の
わ
き
に
、
必
ず
祭
壇

が
造
ら
れ
、
水
の
神
デ
ワ
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
水
田
の
中
に
は
あ
ち
こ
ち
に
稲
の
神
デ
ウ
ィ
・
ス
リ

を
祀
る
小
さ
な
祭
壇
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

家
永
泰
光
著
『
東
南
ア
ジ
ア
の
水
』（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、

１
９
６
９
年
）
で
は
、
ス
バ
ッ
ク
の
定
款
規
約
が
紹
介
さ
れ

て
お
り
、「
組
合
員
は
寺
を
造
り
、
水
の
神
及
び
稲
の
神
を

祭
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
植
え
付
け
前
灌
漑
当
初
に
お
い
て
祭
り

を
行
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
植
え
付
け
後
、
年

３
回
豊
穣
祈
願
祭
を
行
い
、
祭
り
の
費
用
は
す
べ
て
ス
バ
ッ

ク
の
負
担
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
バ
リ
人
が
水

の
神
や
稲
の
神
を
水
利
制
度
に
取
り
入
れ
、
敬
愛
す
る
精
神

に
は
驚
か
さ
れ
る
。

さ
て
、
通
商
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
沿
岸
部
分
に

は
、
物
資
の
集
産
地
、
積
み
替
え
地
、
風
待
ち
地
、
水
の
補
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水・河川・湖沼関係文献研究会 こが くにお　古賀邦雄　
1967（昭和42）年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。2001年退職し現在、日本河川開発調
査会、筑後川水問題研究会に所属。水に関わる啓蒙活動に専念している。

か

わ

や

　

　

お
り
・
か
す

溷
滓
む
し
あ
つ
い

さ
か
の
ぼ
る

溽
溯
ひ

た

す

　

　

は

び

こ

る

溲
滔
わ

く

　

あ

ま

ね

し

滕
溥
く

ら

い

　

　

そ

そ

ぐ

溟
漑
そ

そ

ぐ

　

　

ほ

と

り

灌
滸
た

ぎ

る

　

　

こ

ん

ず

滾
漿
し

み

る

　

　

す

す

ぐ

滲
漱
と
ど
こ
お
る

み

な

ぎ

る

滯
漲

給
地
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
都
市
が
発
展
し
て
く
る
。
中
で

も
「
東
洋
の
ヴ
ェ
ニ
ス
」
と
呼
ば
れ
た
中
国
・
蘇
州
に
つ
い

て
、
陣
内
秀
信
・
高
村
雅
彦
・
木
津
雅
代
・
阮
儀
三
著
『
中

国
の
水
郷
都
市
』（
鹿
島
出
版
会
、
１
９
９
３
年
）
は
、
運

河
が
蘇
州
と
そ
の
周
辺
地
方
を
つ
な
げ
る
水
の
文
化
都
市
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
中
村
茂
樹
・
畔
柳
昭
雄
・
石
田
卓
矢
著
『
ア
ジ
ア
の

水
辺
空
間
』（
鹿
島
出
版
会
、
１
９
９
９
年
）
で
は
、
水
辺
の

暮
ら
し
、
集
落
、
住
居
、
文
化
に
つ
い
て
、
水
上
か
ら
水
辺
、

そ
し
て
陸
上
へ
と
変
遷
し
て
い
く
様
子
を
追
求
し
て
い
る
。

ア
ジ
ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
の
降
雨
に
よ
っ
て
、
古
代
か
ら
ア

ジ
ア
の
多
く
の
国
々
で
は
稲
が
栽
培
さ
れ
て
き
た
。
桜
井
由

躬
雄
著
『
米
に
生
き
る
人
々
』（
集
英
社
、
２
０
０
０
年
）

で
は
、「
イ
モ
の
収
穫
は
多
い
が
、
腐
り
や
す
く
保
存
が
困

難
で
あ
り
、
蓄
積
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
米
の
よ
う
に

財
産
、
税
金
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
土
地
を
基
盤
と

す
る
稲
作
が
社
会
を
つ
く
り
、
国
家
と
文
化
を
形
成
し
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
で
「
米
は
民
族
の
心
」
と
い
わ
れ

る
所
以
で
あ
ろ
う
。

稲
作
で
は
「
水
の
有
効
利
用
」
が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と

な
っ
て
く
る
。
真
勢
徹
著
『
水
が
つ
く
っ
た
ア
ジ
ア
』（
家
の

光
協
会
、
１
９
９
４
年
）
で
は
、
世
界
の
米
の
生
産
量
は
約

５
億
ト
ン
と
い
わ
れ
、
そ
の
90
％
が
ア
ジ
ア
で
生
産
さ
れ
、

稲
作
を
中
心
と
し
た
ア
ジ
ア
の
農
業
は
「
水
」
と
不
可
分
な

関
係
で
発
展
を
遂
げ
て
き
た
と
論
じ
て
い
る
。

福
田
仁
志
編
『
ア
ジ
ア
の
灌
漑
農
業
』（
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
、
１
９
７
６
年
）
は
、
タ
イ
、
ビ
ル
マ
（
現
ミ
ャ
ン
マ
ー
）、

イ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
イ
ラ
ン
の
灌
漑
農

業
の
展
開
を
紹
介
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
堀
井
健
三
・
篠
田
隆
・
多
田
博
一
編
『
ア
ジ
ア

の
灌
漑
制
度
』（
新
評
論
、
１
９
９
６
年
）
で
は
、
中
国
の

四
川
省
成
都
平
原
の
灌
漑
、
韓
国
の
漢
江
農
地
改
良
組
合
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
中
部
ル
ソ
ン
平
野
の
非
灌
漑
、
マ
レ
ー
シ
ア

の
灌
漑
政
策
、
タ
イ
の
焼
畑
栽
培
民
に
お
け
る
灌
漑
稲
作
の

導
入
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
チ
ャ
ウ
セ
ー
地
方
の
河
川
灌
漑
、
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
浅
管
井
戸
灌
漑
、
ネ
パ
ー
ル
の
タ
ラ
イ
平

野
部
の
開
発
と
水
利
組
合
、
イ
ン
ド
の
小
規
模
・
大
規
模
灌

漑
の
発
達
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
用
水
路
・
地
下
水
灌
漑
、
イ
ラ

ン
の
東
部
地
方
の
地
下
水
灌
漑
、
エ
ジ
プ
ト
の
灌
漑
制
度
な

ど
、
12
カ
国
の
多
様
な
灌
漑
の
姿
が
描
か
れ
た
論
考
と
な
っ

て
い
る
。

イ
ン
ド
の
灌
漑
面
積
は
中
国
に
つ
い
で
世
界
第
２
位
で
あ

る
。
イ
ン
ド
で
は
小
規
模
・
大
規
模
の
灌
漑
用
水
路
が
多
数

建
造
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
灌
漑
技
術
の
発
達
と
灌
漑
行
政

制
度
に
関
す
る
多
田
博
一
著
『
イ
ン
ド
の
大
地
と
水
』（
日
本

経
済
評
論
社
、
１
９
９
２
年
）
は
労
作
と
い
え
る
。
こ
の
書

は
イ
ギ
リ
ス
統
治
以
前
の
つ
る
べ
井
戸
、
溜
池
、
小
河
川
に

よ
る
伝
統
的
な
灌
漑
農
業
の
変
遷
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会

社
の
公
共
事
業
の
役
割
を
詳
述
す
る
。
さ
ら
に
は
、
イ
ギ
リ

ス
本
国
の
ト
マ
ソ
ン
大
学
で
教
育
を
受
け
た
土
木
技
術
者
工

兵
将
校
た
ち
が
悪
戦
苦
闘
の
す
え
、
ガ
ン
ガ
ー
河
か
ら
引
水

の
ガ
ン
ガ
ー
用
水
路
を
１
８
５
４
年
に
建
造
し
た
こ
と
を
紹

介
し
、
こ
の
用
水
路
の
完
成
が
、
今
日
の
河
川
用
水
路
灌
漑

技
術
と
灌
漑
農
業
の
発
展
を
確
立
し
た
と
論
じ
、
工
兵
将
校

た
ち
の
功
績
を
評
価
す
る
。

中
村
尚
司
著
『
ス
リ
ラ
ン
カ
水
利
研
究
序
説
』（
論
創
社
、

１
９
８
８
年
）
は
、
古
代
か
ら
始
ま
り
、
１
５
０
５
年
か
ら

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
１
６
６
５
年
か
ら
の
オ
ラ
ン
ダ
、
１
７
９

６
年
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
時
代
、
１
９
４
８
年
独
立

後
の
ス
リ
ラ
ン
カ
の
水
利
シ
ス
テ
ム
を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら

に
は
、
デ
ー
ワ
フ
ワ
地
区
の
灌
漑
や
、
１
世
紀
頃
に
シ
ン
ハ

ラ
王
朝
の
下
で
大
灌
漑
事
業
が
行
わ
れ
た
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ

地
方
（
湿
地
村
落
）
の
水
利
と
農
業
を
考
察
し
て
い
る
。
ス

リ
ラ
ン
カ
で
は
、
パ
ラ
ク
ラ
マ
バ
ー
フ
王
（
在
位
１
１
４
０

〜
８
４
年
）
が
「
真
に
一
滴
の
雨
水
と
い
え
ど
も
人
間
に
活

用
さ
れ
る
こ
と
な
く
大
海
へ
流
れ
出
る
こ
と
を
許
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
で
も
水
を
無
駄
に

し
な
い
貯
水
思
想
が
生
き
て
お
り
、
貯
水
量
の
過
不
足
を
調

整
し
、
水
系
を
越
え
て
導
水
す
る
た
め
の
水
路
工
法
な
ど
を

水
利
シ
ス
テ
ム
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
日
本
大
学
農
獣
医
学
部
国
際
地
域
研
究
所
編

『
東
南
ア
ジ
ア
・
農
業
と
水
』（
龍
渓
書
舎
、
１
９
８
９
年
）、

水
野
寿
彦
著
『
生
物
学
者
の
み
た
東
南
ア
ジ
ア
の
湖
沼
』（
日

本
放
送
出
版
協
会
、
１
９
８
０
年
）、
ア
ジ
ア
人
口
開
発
協

会
編
・
発
行
『
水
を
め
ぐ
る
21
世
紀
の
危
機
』（
１
９
９
８
年
）

の
３
冊
が
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
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データで読む水の文化　水にかかわる生活意識調査から

当センターでは、毎年６月に「水にかわる生活意識調査」を東京、名古屋、大阪の約600名を対象に実施し、７月にそ

の結果を公表しています。これまでの８年間の調査結果はセンターホームページでご覧いただくことができますが、この

コーナーでは、ホームページに盛り込むことのできなかった話題をご紹介します。

「水に接する行動」の時間グラフをつくってみました

2002年から、「水に接する行動」にどの程度の時間を割いているかを尋ねる質問を新たに加えました。
すでに公表している「洗濯、入浴、掃除、トイレ」などの日常行為の他にも、次の８つの行為についても調べています。

1. 温泉に入る
2. 海や川など自然の水に接する（海水浴、川遊び、潮干狩りなど）
3. プールで泳ぐ、運動する、遊ぶ
4. 釣りをする
5. 自家菜園・レンタル農園での農作業
6. お茶、お花、陶芸などの水を使う趣味や稽古事（茶道、華道、陶芸など）
7. 自家用車の洗車（洗車用機械での洗車も含む）
8. 噴水や流水など公園や街中の水に接する

1 2 3
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今回は、この８つの「水に接する行動」
を、「水に接する１回当たりの時間」と
「年間でその行動を行う頻度」から分類し
てみましょう。

図1：「水に接する行動」 最近行った一
日を思い出し、何分ぐらい時間を割いたか
答えてください。

図２：「水に接する行動」 １年間におい
て、どの程度の頻度で行っていますか。

図３：「水に接する行動」の「時間パター
ン（消費時間＋行為頻度）」

まず、それぞれの行為に、どの程度の
『時間』をかけているのでしょうか（図１）。

「自然の水に接する」人が万遍なく広がっ
ていることがわかります。一方「温泉」な
どは、約４割の人が30分から１時間の入浴
時間となっていますが、２時間以上お湯に
浸かっている人もかなりいます。

それでは、時間だけではなく『頻度』を
見てみましょう（図２）。

「プール」「自然」「温泉」は「年１回」が
一番多く、ほぼ同じ傾向ですが、「洗車」
「公園や街中で水に接する」とは異なりま
す。さらに、「釣り」「稽古」とも違うこと
がわかります。

さて、『時間』や『頻度』を個々に見る
だけではなく、両方を組み合わせた『時間
パターン』を描くとどうでしょうか（図３）。

「釣り」のように「頻度は低いが、いっ
たん遊ぶときは時間をかける」ものもあれ
ば、「農作業」「稽古事」のように「日常的
だが短時間」というものもあります。さら
に、「洗車」「公園」はその中間です。

このように水に接する行為を「時間パタ
ーン」で見ると、行為の差が一目瞭然にな
ります。このデータは都市部の暮らしを強
く反映していますが、おそらく、海辺や山
間部など地域による時間パターンの差もあ
ることでしょう。

なぜこのような差が生まれるのか？　ラ
イフスタイルの調査は、この問いから始ま
ります。
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化

第13号

ホームページアドレス
http: //www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

■水の文化14号予告
特集「京都の謎」（仮）

知られざる水の都市・京都。

祭り、商い、神社仏閣

脈々と伝わる水と言い伝え。

第３回世界水フォーラムの模様も伝えながら

京都の謎解きに「遊」びます。

水の文化
Information

里川情報の募集をしています

本誌では近く、暮らしと川とのかかわりに光をあてた「里川」

（里山ではありません）の特集を企画しています。全国で里川活

動に携わっている方の情報がありましたら、お寄せください。

『水の文化』に関する情報をお寄せ下さい

本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水との関わり」

に焦点を当てた活動や調査・研究などをご紹介してまいります。

ユニークな水の文化楽習活動を行っている、「水の文化」にかか

わる地域に根差した調査や研究を行っている、こうした情報が

ありましたら、自薦・他薦を問いませんので、事務局まで情報

をお寄せください。

水の文化 バックナンバーをホームページで

本誌はモノクロで皆様に配布しておりますが、写真をはっき

り見たい！というご要望にお応えし、11号からはホームページ

にてカラーでバックナンバーを提供しています。すべてダウン

ロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

ホームページアドレス

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

日本の氾濫風景ではありません。
バンコクの水路には電信柱があって、
まるで日本の道路が冠水したように感じます。

水上バス停留所の浮桟橋（左）が陸（右）よりもはるか
に高い。雨期の満潮時、バンコク市内は潮の影響を強く
受ける。

編
集
後
記

◆
水
の
文
化
楽
習
で
訪
れ
た
輪
中
地
帯
は
、
私
の
地
元

近
く
。
何
度
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
よ
く
知
っ
て
い

る
と
思
い
こ
ん
で
い
ま
し
た
が
、
実
は
知
ら
な
い
こ
と

ば
か
り
。
身
近
な
所
に
も
発
見
や
驚
き
は
多
い
も
の
で

す
。
昨
年
11
月
に
行
っ
た
編
集
部
の
タ
イ
取
材
で
は
多

く
の
方
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
中
で
も
、
あ
ち

ら
こ
ち
ら
と
尋
ね
回
る
妙
な
旅
行
者
達
の
通
訳
を
１
週

間
に
渡
っ
て
努
め
て
い
た
だ
い
た
ト
ゥ
ム
さ
ん
、
ス
ワ

タ
ナ
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
い

た
法
政
大
学
大
学
院
・
岩
城
考
信
さ
ん
に
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。（
日
）

◆
自
他
と
も
に
認
め
る
タ
イ
好
き
の
私
を
癒
し
て
く
れ

る
の
は
、
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
川
の
ほ
と
り
で
ノ
ン
ビ
リ
い

た
だ
く
朝
食
。
い
つ
も
優
雅
に
流
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
た
川
に
は
、
そ
の
上
で
の
人
々
と
水
と
の
密
着
し
た

く
ら
し
が
あ
る
こ
と
に
初
め
て
気
づ
い
た
。
バ
ン
コ
ク

駐
在
の
マ
ダ
ム
に
伝
え
た
い
も
の
で
あ
る
。（
ゆ
）

◆
バ
ン
コ
ク
に
足
を
踏
み
入
れ
て
以
来
、
タ
イ
料
理
に

は
ま
り
、
本
場
「
屋
台
」
の
味
を
探
し
求
め
る
今
日
こ

の
ご
ろ
。
タ
イ
の
研
究
者
に
は
怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
タ
イ
を
通
し
て
日
本
の
「
水
防
と
リ
ス
ク
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
考
え
た
。
怖
い
モ
ノ
知
ら
ず
の

企
画
で
は
あ
る
が
、
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
に
は
素
人

の
総
合
力
も
大
切
と
異
国
で
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。（
中
）



表紙上：バンコクの北150kmシンブリー郊外の高床式住居。
表紙下：ロッブリーの川に面した住居群は、ミカン箱のような足に板を渡した桟橋サパーンを雨期の生活道路にしている。
上：シンブリー附近は、雨期に街全体が水没するところがある。写真は水がほとんど退いた11月。
下左：バンコク、ノイ水路沿いの住居は、高床の上にもう一段、小さな床を作って水位の上昇に対処している。
下中：都市郊外では、テンダー（小さなボート）は木製が一般的だが、FRPや鉄板製もたまに見かける。盛り土した道路までと利用距離
は非常に短くなったが、やはり雨期にはテンダーが必需品。
下右：砥石に水（黄バケツ）をかけて使うところは日本と同じ。砥石は粗砥と中砥を表裏に張り合わせたもの。砥粒が出てくるまでは研
がないようだ。「石鹸（白ボール）をチョット使うのがコツよ」と彼女。この日は行事に備えてお寺の包丁に磨きをかけている。
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