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神崎宣武「湿気と仲良くするライフスタイル」

辻 本  誠「微細水滴がつくるチョット涼しい屋外環境」

野沢正光「屋内気候とまち内気候の調和」

田村照子「衣服気候の風合い」

村田孝子「肌環境を司る化粧文化」

水の文化楽習実践取材
「水道歴史遺産を水の科学ミュージアムに」

神近牧男「湿度の高い砂漠大気から水を絞り出す」

笹岡隆次「湯気は見た目のご馳走です」

古賀邦雄  水の文化書誌「湿気と乾燥」
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湿
気
に
は

日
本
独
自
の
意
味
が
あ
る

実
は
私
が
湿
気
に
興
味
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
海
外
に
出
て
か
ら
の

こ
と
で
す
。
日
本
が
位
置
す
る
北
緯
30

〜
45
度
圏
内
の
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
の

夏
と
同
じ
よ
う
に
気
温
が
30
度
を
超
え

ま
す
。
し
か
し
、
日
本
で
感
じ
る
よ
う

な
蒸
し
暑
さ
は
感
じ
ず
、
そ
の
対
比
で

日
本
は
湿
気
が
強
い
ん
だ
な
と
意
識
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

湿
気
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
に
も
中

国
語
に
も
な
く
、
翻
訳
で
き
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
に
は
「
湿
毒
し
つ
ど
く

」
と
い
う
言
葉

が
あ
っ
て
、
過
ぎ
た
湿
気
は
体
に
悪
い

と
い
う
こ
と
を
表
し
ま
し
た
。
こ
の
場

合
、
湿
気
に
含
ま
れ
る
意
味
は
、
湿
度

だ
け
で
な
く
、
温
度
だ
け
で
も
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
観
光
地
や
大
都
市

は
、
も
っ
と
緯
度
の
高
い
と
こ
ろ
に
位

置
し
ま
す
か
ら
、
日
本
の
夏
の
湿
気
を

理
解
で
き
ま
せ
ん
し
、
日
本
に
来
て
も

耐
え
難
い
で
し
ょ
う
。

日
本
の
場
合
、
雨
が
よ
く
降
る
こ
と

も
湿
気
を
増
大
さ
せ
る
一
因
で
す
。
日

本
の
山
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
緑
に
覆

わ
れ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
割

れ
目
か
ら
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
雑
草
が
芽

を
出
し
ま
す
。
土
の
保
水
量
も
多
い
し
、

国
土
の
60
％
強
が
森
林
面
積
と
い
う
の

は
、
同
緯
度
圏
で
は
な
か
な
か
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
か
、
日
本
人
に
山
を

描
か
せ
る
と
、
ま
ず
間
違
い
な
く
緑
色

に
塗
り
ま
す
。
し
か
し
、
海
外
か
ら
の

留
学
生
、
例
え
ば
中
国
人
に
山
を
描
い

て
も
ら
う
と
稜
線
に
岩
松
を
描
き
ま
す
。

つ
ま
り
山
水
画
に
描
か
れ
て
い
る
景
色

は
、
そ
の
中
国
固
有
の
風
土
に
根
差
し

た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

中
国
は
と
て
も
広
い
国
で
、
地
域
差

が
あ
る
の
で
一
概
に
比
べ
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
韓
国
は
距
離
が
近
い
の
に
、
湿
度

は
日
本
よ
り
15
％
ぐ
ら
い
低
い
。
台
風

が
や
っ
て
き
て
雨
が
３
日
で
１
０
０
０

mm
も
降
る
日
本
と
は
異
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
韓
国
の
南
に
日
本
が
あ
っ
て
、

雨
雲
を
塞
ぐ
屏
風
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。

湿
気
対
応
と
い
う

異
文
化
ギ
ャ
ッ
プ

海
外
か
ら
日
本
に
や
っ
て
来
た
人
は
、

初
め
て
経
験
す
る
湿
気
に
大
変
苦
労
し

ま
す
。

高
温
多
湿
で
寝
て
い
る
と
き
に
汗
を

か
く
の
で
、
日
本
人
は
晴
れ
た
日
に
外

に
布
団
を
乾
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
敷

き
布
団
、
掛
け
布
団
を
使
う
点
は
日
本

と
同
じ
で
も
、
韓
国
人
に
と
っ
て
布
団

は
下
着
と
同
じ
感
覚
が
あ
る
の
で
、
外

に
干
す
こ
と
は
理
解
し
難
い
と
い
い
ま

す
。
韓
国
の
留
学
生
は
、
布
団
を
外
に

乾
す
と
い
う
日
本
の
習
慣
に
、
ま
ず
カ

ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
わ
け
で

す
。
実
際
に
韓
国
を
旅
行
し
て
、
布
団

神崎宣武
かんざきのりたけ

民俗学者・旅の文化研究所所長・岡山県宇佐八幡神社宮司
1944年生まれ。主な著書に『祭りの食文化』（角川学芸出版、
2005）、『江戸の旅文化』（岩波書店、2004）、『江戸に学ぶ
「おとな」の粋』（講談社、2003）、『おみやげ－贈答と旅の日
本文化』（青弓社、1997）、『湿気の日本文化』（日本経済新聞
社、1992）、『吉備高原の神と人』（中央公論新社、1983）他。
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湿気と仲良くするライフスタイル

を
干
し
て
い
る
光
景
を
私
は
見
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
風
呂
に
み
ん
な
で
入
る
大

衆
浴
も
シ
ョ
ッ
ク
だ
そ
う
で
す
。
で
す

か
ら
、
韓
国
留
学
生
は
み
ん
な
が
寝
静

ま
っ
た
夜
に
な
っ
て
終
い
湯
に
こ
っ
そ

り
入
っ
た
り
、
シ
ャ
ワ
ー
だ
け
で
済
ま

せ
た
り
と
い
う
生
活
を
、
初
め
は
お
く

る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
梅
雨
を
迎
え
、
温
度
25

度
、
湿
度
70
％
を
超
え
る
と
、
そ
う
は

言
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
他
人

が
裸
で
一
緒
に
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、

外
か
ら
帰
っ
て
き
た
ら
ま
ず
風
呂
に
入

り
汗
を
流
さ
な
い
と
食
事
も
し
た
く
な

い
。
朝
、
日
が
差
し
て
い
れ
ば
、「
布
団

を
干
さ
な
く
て
は
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。

梅
雨
に
至
っ
て
、
初
め
て
日
本
の
流
儀

に
習
う
気
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
が
多

く
の
留
学
生
や
日
本
滞
在
者
が
経
験
す

る
プ
ロ
セ
ス
で
す
。

プ
ロ
野
球
で
海
外
か
ら
選
手
を
呼
ぶ

と
き
は
、
最
近
で
は
日
本
特
有
の
文
化

に
つ
い
て
事
前
説
明
を
行
な
う
そ
う
で

す
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
移
動
時
に
は
ネ

ク
タ
イ
を
締
め
る
と
か
、
練
習
時
間
が

長
い
こ
と
と
か
。
そ
れ
に
加
え
て
、
梅

雨
へ
の
対
策
の
レ
ク
チ
ャ
ー
が
欠
か
せ

な
い
そ
う
で
す
。
昔
は
こ
の
説
明
を
し

な
か
っ
た
せ
い
か
、
シ
ー
ズ
ン
途
中
で

帰
国
し
て
し
ま
う
選
手
が
続
出
し
て
、

プ
ラ
イ
ド
過
剰
の
あ
ま
り
の
ホ
ー
ム
シ

ッ
ク
原
因
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
笑
い
話
の
よ
う
で
す
が
、

帰
国
し
て
し
ま
う
原
因
の
一
つ
に
は
水

虫
の
発
生
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

現
代
の
元
大
リ
ー
ガ
ー
た
ち
が
、
遠

い
日
本
に
や
っ
て
き
て
、
梅
雨
時
の
長

時
間
練
習
の
結
果
、
水
虫
を
患
う
。
外

人
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
少
な
く
、
仲
間
内
の

情
報
交
換
も
で
き
な
い
た
め
、
水
虫
に

な
る
と
本
当
に
驚
い
た
そ
う
で
す
。
女

の
人
は
理
解
で
き
な
い
で
し
ょ
う
が
、

水
虫
が
出
る
と
き
は
、
男
は
足
だ
け
で

な
く
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
症
状
が
出

ま
す
。
こ
れ
は
、
大
げ
さ
に
言
う
と

「
民
族
と
し
て
の
初
体
験
」
な
ん
で
す
。

こ
う
な
る
と
、
本
人
は
「
悪
い
病
気
に

か
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
悩
ん
で

野
球
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
り
、
梅
雨
時

に
成
績
が
落
ち
、
夏
に
帰
国
す
る
と
い

う
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

わ
れ
わ
れ
は
水
虫
と
呼
び
ま
す
が
、

こ
れ
は
湿
気
の
少
な
い
韓
国
で
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
も
ア
メ
リ
カ
に
も
存
在
し
ま

す
。
軍
靴
病

ぐ
ん
か
び
ょ
う

と
い
わ
れ
、
兵
役
に
つ
く

と
罹
る
病
気
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

汗
を
か
い
た
足
が
革
靴
に
包
ま
れ
て
長

時
間
た
つ
と
、
指
の
間
が
真
菌
に
侵
さ

れ
て
水
虫
に
か
か
り
ま
す
。
風
通
し
の

い
い
日
本
の
下
駄
や
草
履
は
、
こ
の
病

気
を
防
ぐ
た
め
の
知
恵
と
い
う
こ
と
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
。

外
国
人
に
奇
異
な
目
で
見
ら
れ
、
説

明
し
に
く
い
、
あ
る
い
は
言
葉
に
し
に

く
い
こ
と
が
文
化
の
根
幹
だ
と
す
れ
ば
、

湿
気
対
応
は
ま
さ
し
く
日
本
文
化
の
一

つ
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

夏
を
旨
と
す
る
日
本
住
宅

現
代
の
住
宅
は
、
エ
ア
コ
ン
で
湿
気

調
整
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
エ
ア
コ
ン

が
無
く
な
る
と
ど
う
な
る
か
。
と
て
も
、

い
ま
の
住
宅
の
造
り
で
は
湿
気
を
調
整

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
暮
ら
せ
ま
せ
ん
。

も
と
も
と
、
日
本
の
木
造
民
家
の
造

り
は
、
床
下
と
屋
根
裏
を
広
く
あ
け
て

あ
り
、
障
子
を
開
け
放
つ
と
相
当
な
空

気
が
通
り
ま
す
。
通
気
性
を
よ
く
す
る

こ
と
が
、
日
本
の
家
屋
の
工
夫
な
の
で

す
。
冬
は
少
々
不
自
由
で
も
、
夏
向
き

に
家
を
造
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
兼

好
法
師
が
記
し
た
こ
と
は
、
こ
の
工
夫

を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

冬
は
寒
い
か
ら
火
を
焚
き
ま
す
。
囲

炉
裏
や
こ
た
つ
、
火
鉢
な
ど
、
い
く
つ

か
暖
房
器
具
が
あ
り
ま
す
が
、
大
々
的

に
発
達
し
な
か
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
北
米
に
比
べ
て
東
北
日
本
を
除
け

ば
冬
で
も
そ
れ
ほ
ど
寒
く
な
ら
な
い
か

ら
、
重
ね
着
で
し
の
げ
た
の
で
す
。
西

日
本
で
は
冬
の
温
度
が
マ
イ
ナ
ス
に
な

る
日
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
木
造

建
築
で
す
か
ら
火
事
の
リ
ス
ク
の
あ
る

暖
房
法
は
発
達
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
私
は
、
十

二
単
ひ
と
え
を
も
う
一
度
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
気
象
研
究
者
の
話
で

は
、
平
安
時
代
と
い
う
の
は
、
約
６
０

０
年
周
期
で
や
っ
て
く
る
寒
冷
期
の
時

期
だ
そ
う
で
す
。
江
戸
時
代
の
天
明
の

緯度30～45度、北偉45度以北にある主な都市
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ト
状
で
す
。
こ
れ
ら
も
湿
気
対
策
以
外

の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

風
を
通
す
通
気
口
を
広
く
と
り
、
襟

合
わ
せ
の
部
分
を
下
げ
て
、
首
か
ら
風

を
お
く
る
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
筒
袖
は
仕
事
着
と
し
て
必
要
で

す
が
、
普
段
着
で
は
、
八
つ
口
と
い
っ

て
、
脇
の
所
を
開
け
た
着
物
が
出
て
き

ま
す
。
脇
が
開
い
た
着
物
な
ど
、
世
界

中
探
し
て
も
他
に
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
ま
さ
に
湿
度
対
策
で
し
ょ
う
。

襟
口
を
開
け
て
、
袖
口
を
開
け
、
裾
を

開
け
、
そ
れ
で
も
足
り
な
く
て
八
つ
口

を
開
け
た
。

一
方
、
明
治
時
代
に
な
る
と
、
体
を

締
め
付
け
る
洋
装
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。

背
広
上
下
は
そ
の
典
型
で
す
。

時
代
が
下
っ
て
高
度
成
長
期
に
な
り
、

ビ
ル
が
建
ち
、
エ
ア
コ
ン
が
完
備
さ
れ

る
と
、
背
広
姿
で
も
よ
い
。
で
も
、
エ

ア
コ
ン
が
入
る
前
は
そ
う
も
い
き
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
昭
和
30
年
代
ま
で
は
、

役
場
や
国
鉄
で
は
開
襟
シ
ャ
ツ
が
公
用

着
で
し
た
よ
。
開
襟
シ
ャ
ツ
と
い
う
の

は
和
製
洋
服
で
す
。
洋
服
が
日
本
に
入

り
、
湿
気
対
応
の
た
め
に
襟
が
開
き
、

日
本
化
し
た
わ
け
で
す
。

日
本
化
の
も
う
一
つ
と
し
て
、
ダ
ボ

シ
ャ
ツ
と
ス
テ
テ
コ
が
生
ま
れ
ま
す
。

今
で
は
下
着
の
感
覚
で
す
が
、
以
前
は

両
方
と
も
外
出
着
で
し
た
。
フ
ー
テ
ン

の
寅
さ
ん
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
東
京
で

も
下
町
で
は
、
ダ
ボ
シ
ャ
ツ
、
ス
テ
テ

コ
で
カ
ン
カ
ン
帽
か
ぶ
っ
た
男
た
ち
が

歩
い
て
い
た
も
の
で
す
。
豆
腐
屋
さ
ん

た
ち
も
そ
う
で
し
た
ね
。

い
わ
ば
気
候
に
合
わ
せ
て
洋
服
の
日

本
化
が
通
用
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た

の
で
す
が
、
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が
建
つ
よ

う
に
な
り
エ
ア
コ
ン
が
入
る
と
、
そ
れ

ら
が
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
背
広
と

ネ
ク
タ
イ
で
い
て
も
我
慢
で
き
る
人
工

的
な
環
境
が
調
っ
た
か
ら
で
す
。

さ
ら
に
、
決
定
的
だ
っ
た
こ
と
は
、

海
外
旅
行
の
普
及
で
す
。
日
本
の
お
じ

さ
ん
た
ち
は
、
近
所
を
歩
く
感
覚
で
ホ

テ
ル
の
中
を
ス
テ
テ
コ
で
歩
き
回
り
、

そ
れ
が
世
界
の
基
準
で
は
う
と
ま
し
い

し
、
目
障
り
と
感
じ
ら
れ
た
。
旅
行
会

社
す
べ
て
が
「
ホ
テ
ル
の
廊
下
を
ス
テ

テ
コ
で
歩
か
な
い
こ
と
」
と
説
明
文
に

一
項
を
入
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ス
テ

テ
コ
は
下
着
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
も
高
度
成
長
期
以
降
の

出
来
事
で
す
。

い
ま
、
エ
ア
コ
ン
を
無
く
し
、
海
外

旅
行
を
無
く
し
た
ら
、
ス
テ
テ
コ
、
ダ

ボ
シ
ャ
ツ
姿
や
開
襟
シ
ャ
ツ
姿
に
戻
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

た
く
あ
ん
は
お
新
香
で
は
な
い

湿
気
が
食
品
に
プ
ラ
ス
に
な
る
領
域

と
い
う
の
は
、
や
は
り
発
酵
品
で
し
ょ

う
。
た
だ
、
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
発

酵
菌
を
利
用
し
て
、
し
か
も
保
存
性
の

高
い
発
酵
食
品
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
と
、

こ
れ
は
、
や
は
り
夏
に
は
無
理
で
す
。

そ
こ
で
、
発
酵
食
品
づ
く
り
は
冬
に
集

中
し
、
酒
造
り
は
寒
造
り
に
な
る
し
、

冬
に
漬
け
物
が
多
く
な
り
ま
す
。

韓
国
に
も
キ
ム
チ
が
発
達
し
て
い
る

よ
う
に
、
世
界
の
中
で
は
、
日
本
と
韓

国
は
、
野
菜
の
漬
け
物
の
一
大
文
化
圏

を
成
し
て
い
ま
す
。
つ
く
っ
た
白
菜
の

半
分
近
く
を
漬
け
物
に
す
る
の
は
、
韓

国
か
日
本
ぐ
ら
い
の
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
両
国
で
違
う
点
が
一
つ

あ
る
。
そ
れ
は
、
夏
の
高
温
多
湿
を
利

用
し
て
つ
く
る
漬
け
物
が
日
本
に
は
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
浅
漬
け
の
こ
と

で
す
。
長
く
は
も
た
な
い
け
れ
ど
、
一

晩
で
漬
け
物
が
で
き
る
。
こ
れ
は
湿
気

が
な
い
と
無
理
な
ん
で
す
ね
。
仮
に
韓

国
で
日
本
の
浅
漬
け
を
つ
く
ろ
う
と
思

っ
た
ら
、
極
端
に
言
え
ば
、
火
鉢
で
お

湯
を
沸
か
し
て
閉
め
き
っ
た
部
屋
で
漬

け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
く
ら
い

違
い
ま
す
。

漬
け
物
を
「
香
の
も
の
」
と
呼
び
ま

す
が
、
冬
と
夏
で
漬
け
物
を
表
す
言
葉

が
違
い
ま
す
。
冬
の
漬
け
物
は
時
間
を

か
け
て
、
熟
成
さ
せ
ま
す
。
外
気
温
も

低
い
の
で
日
持
ち
も
し
ま
す
。
こ
れ
を

「
古
香
こ
う
こ

」
と
い
い
ま
す
。
た
く
あ
ん
や
粕

漬
け
の
類
で
す
。

一
方
、
夏
の
浅
漬
け
は
、
一
晩
か
、

３
日
以
内
で
漬
け
て
、
そ
の
日
の
内
に

食
べ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
「
新
香
し
ん
こ

」
で

す
。
新
香
と
い
う
の
は
、
湿
気
の
多
い

夏
を
上
手
に
利
用
し
た
、
胡
瓜
や
茄
子

な
ど
の
夏
野
菜
の
漬
け
物
で
す
。
温
度

が
20
度
を
越
え
、
湿
度
が
60
％
を
越
え

る
こ
と
が
好
条
件
で
す
。

日
本
人
で
も
、
古
香
と
新
香
の
使
い

分
け
が
忘
れ
ら
つ
つ
あ
り
ま
す
。
た
く

飢
饉
の
頃
も
寒
冷
期
で
す
ね
。
絵
巻
物

で
見
る
と
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代

の
住
宅
は
見
る
か
ら
に
寒
い
そ
う
で
す

よ
。
襖
も
無
く
、
板
戸
だ
け
で
障
子
戸

も
な
い
。
寒
さ
を
防
ぐ
工
夫
を
す
る
わ

け
で
も
な
く
、
着
ぶ
く
れ
て
寝
て
い
る

姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
に
冬
が
不
便
で
も
、
夏
に
対
し

て
備
え
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
大
陸
や
半
島
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
文
化
が
流
入
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
オ
ン
ド
ル
と
い
う
、
あ
れ
ほ
ど

便
利
な
暖
房
装
置
が
日
本
に
は
根
付
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
床
下
を
ふ
さ

い
だ
ら
、
日
本
の
場
合
、
家
屋
の
耐
久

年
数
が
も
た
な
い
か
ら
で
す
。
湿
気
が

強
い
地
域
に
建
つ
木
造
建
築
は
、
通
気

口
を
ふ
さ
い
だ
ら
木
が
腐
っ
て
何
年
も

も
ち
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
基
本
的
に
は
湿
気
が
強
い

季
節
、
そ
れ
が
た
と
え
梅
雨
時
だ
け
で

も
、
冬
へ
の
備
え
を
あ
る
程
度
犠
牲
に

し
て
も
、
湿
気
へ
の
対
策
を
し
な
い
と
、

家
の
造
り
が
も
た
な
い
の
で
す
。

ス
テ
テ
コ
は
外
出
着
だ
っ
た

で
は
、
衣
食
住
の
衣
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
着
物
も
江
戸
時
代
に
な
る
と
、

三
幅
巻

み
は
ば
ま
き

の
よ
う
に
帯
で
締
め
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
す
が
、
わ
か
り
や
す
く
言

う
と
、
か
つ
て
は
浴
衣
、
甚
兵
衛
の
よ

う
な
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
着
付
け
が
一

般
的
で
し
た
。
さ
ら
に
、
袴
も
ス
カ
ー

一般にはほとんど見られなくなった開襟シャツだが、和の料理人の
服装にはまだ健在。動きやすさ、湿度対策を考慮して、和装を洋に
アレンジしたデザインが支持される所以かもしれない。
撮影協力：天現寺「笹岡」
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湿気と仲良くするライフスタイル

あ
ん
を
出
し
て
「
お
新
香
で
す
」
と
平

気
で
言
う
店
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

30
年
ば
か
り
前
に
は
古
香
と
い
う
言
葉

が
日
常
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

高
温
多
湿
だ
と
、
食
べ
物
の
保
存
に

は
敏
感
に
な
り
ま
す
。
食
の
保
存
と
い

う
意
味
で
は
、
竹
籠
の
発
達
が
大
き
く

貢
献
し
ま
し
た
。

夏
の
食
料
を
竹
籠
に
入
れ
、
通
気
性

の
よ
い
所
に
ぶ
ら
下
げ
る
。
い
ま
の
冷

蔵
庫
に
代
替
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

残
っ
た
ご
飯
や
、
焼
き
魚
な
ど
も
入
れ

ま
し
た
。
竹
籠
は
、
蠅
や
蚊
を
通
し
ま

せ
ん
か
ら
虫
避
け
に
も
な
り
ま
し
た
。

や
が
て
竹
籠
は
網
に
変
わ
り
、
食
卓
の

残
り
物
の
上
に
蠅
張

は
え
ち
ょ
う
を
か
ぶ
せ
た
時
代

も
あ
り
ま
し
た
。

竹
籠
や
蠅
張
に
は
、
中
に
濡
れ
布
巾

を
敷
い
て
使
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と

気
化
熱
で
中
の
温
度
も
下
が
る
か
ら
で

す
。
夜
中
に
な
る
と
気
温
も
下
が
る
の

で
、
一
晩
く
ら
い
の
保
存
な
ら
そ
れ
で

済
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
田
舎
だ
と
、

流
れ
水
の
上
に
竹
籠
を
置
い
て
も
い
た

そ
う
で
す
。

風
呂
好
き
は
湿
気
対
応
か

日
本
人
の
風
呂
好
き
は
有
名
で
す
。

風
呂
の
歴
史
の
最
初
は
光
明
皇
后

こ
う
み
ょ
う
こ
う
ご
う

が
つ

く
っ
た
悲
田
院

ひ
で
ん
い
ん

あ
た
り
で
し
ょ
う
か
。

大
き
い
釜
で
湯
を
焚
い
て
、
木
製
の
樋

で
部
屋
の
中
に
湯
を
引
き
、
水
で
薄
め

て
体
を
洗
い
ま
し
た
。
湯
を
溜
め
る
よ

湿
気
で
育
ま
れ
た
文
化
を
守
る

現
代
生
活
を
便
利
に
し
て
い
る
の
は
、

エ
ア
コ
ン
の
存
在
で
す
。
こ
れ
が
自
然

と
の
つ
き
あ
い
方
を
狭
め
て
い
る
た
め
、

生
活
の
場
で
の
湿
気
と
の
つ
き
あ
い
方

も
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
湿
気
と
い
う
要
素
は
不

快
な
気
象
条
件
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

す
か
ら
、
湿
気
対
応
に
人
々
が
快
適
性

を
求
め
る
の
は
当
然
で
す
。
日
本
と
同

様
に
高
温
多
湿
な
東
南
ア
ジ
ア
の
大
都

市
で
は
、
冷
房
を
日
本
よ
り
も
ず
っ
と

利
か
せ
て
い
る
た
め
に
寒
い
ほ
ど
で
す
。

こ
う
し
た
現
象
は
、
湿
気
に
対
し
て
過

剰
に
反
応
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま

す
。
我
々
は
、
そ
こ
ま
で
は
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
今
後
快
適
さ
を
一
層
追
求
し

て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
湿
気
対
応
の

知
恵
を
暮
ら
し
の
中
で
見
え
る
よ
う
に

し
て
い
く
の
か
が
、
問
わ
れ
て
い
く
で

し
ょ
う
。

日
本
で
は
衣
食
住
の
ほ
と
ん
ど
が
、

高
温
多
湿
の
夏
場
対
策
に
重
点
を
置
い

て
発
達
を
み
ま
し
た
。
湿
気
の
高
さ
は
、

住
み
に
く
い
条
件
の
一
つ
で
す
。
し
か

し
、
日
本
列
島
に
住
む
以
上
、
回
避
す

る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
今
の
言
葉

で
言
え
ば
、
共
生
す
る
と
い
う
生
活
ス

タ
イ
ル
は
こ
う
し
た
風
土
か
ら
つ
く
り

上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

現
代
の
日
本
人
は
、
そ
こ
で
根
づ
い
た

湿
気
と
つ
き
あ
う
生
活
の
知
恵
も
忘
れ

か
け
て
い
ま
す
。

夏
の
蒸
し
暑
さ
を
し
の
ぐ
た
め
に
、

冬
は
多
少
寒
く
て
も
我
慢
し
て
暮
ら
す

と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
が
事
象
を
う

ま
く
つ
な
げ
て
１
年
の
中
で
生
き
る
術

を
培
っ
て
き
た
結
果
と
い
う
こ
と
も
で

き
ま
す
。
言
う
な
れ
ば
、「
つ
な
ぐ
能
力
」

を
育
ん
で
き
た
の
が
、
日
本
の
湿
気
文

化
で
も
あ
る
の
で
す
。
最
近
社
会
問
題

に
な
っ
て
い
る
「
キ
レ
る
」
子
供
の
増

加
に
は
、
誰
も
が
困
っ
た
こ
と
だ
と
思

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
私
は
「
キ
レ
る
」

こ
と
は
、「
つ
な
が
ら
な
い
」
こ
と
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
本
来
す
べ
て
の
事
象

を
う
ま
く
つ
な
げ
て
生
き
て
き
た
の
に
、

つ
な
ぐ
努
力
し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と

が
原
因
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の

背
景
に
は
、
子
供
が
自
然
と
共
生
す
る

こ
と
を
、
家
庭
や
社
会
が
断
ち
切
っ
て

い
る
現
状
も
あ
り
ま
す
。

生
活
の
近
代
化
は
、
人
間
と
自
然
の

共
生
を
遠
ざ
け
る
方
向
で
進
め
ら
れ
て

き
た
た
め
に
、
子
供
の
世
界
だ
け
で
な

く
、
学
問
の
研
究
分
野
、
日
常
生
活
の

中
で
も
「
分
断
」
が
見
ら
れ
ま
す
。
例

え
ば
ホ
テ
ル
で
は
エ
ア
コ
ン
を
止
め
て

窓
を
開
け
風
を
通
そ
う
と
し
て
も
、
安

全
の
保
証
が
な
け
れ
ば
開
け
る
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。
安
心
し
て
窓
を
開
け
て

自
然
と
共
生
で
き
る
生
活
を
取
り
戻
す

た
め
に
は
、
湿
気
の
文
化
に
今
一
度
学

ぶ
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
銭
湯

か
ら
で
す
。
悲
田
院
は
明
ら
か
に
病
気

治
療
を
目
的
に
し
た
施
設
で
す
。
治
療

の
た
め
に
は
、
体
を
き
れ
い
に
洗
わ
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
汗
、
ほ

こ
り
、
垢
を
流
す
に
は
、
水
よ
り
も
お

湯
の
ほ
う
が
効
果
が
あ
り
ま
す
。
風
呂

の
出
現
で
、
皮
膚
病
は
大
幅
に
後
退
し

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
多
か
っ
た
。

明
治
時
代
の
初
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
人

外
交
官
の
妻
と
し
て
や
っ
て
来
た
イ
ザ

ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
東
日
本
を
一
周
し
て

い
ま
す
。
彼
女
が
一
番
び
っ
く
り
し
て

い
る
の
は
、
皮
膚
病
の
多
さ
で
す
。
特

に
東
北
地
方
で
は
風
呂
が
充
分
普
及
し

て
い
な
い
の
で
、
湿
気
が
高
い
夏
は
皮

膚
病
を
止
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
裸
に
近
い
生
活
を
し
て
い
て
も
、

皮
膚
病
に
か
か
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
岩
風
呂
を
利
用
し
て
い

た
土
地
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
蒸
し
風

呂
で
す
が
、
そ
の
系
統
は
漁
村
部
に
多

く
見
ら
れ
ま
す
。
漁
村
で
は
真
水
を
得

に
く
い
上
に
、
山
の
所
有
が
少
な
い
た

め
薪
の
確
保
も
難
し
か
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
浜
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
海
草

を
岩
穴
に
敷
い
て
火
を
焚
き
、
海
水
を

蒸
気
に
す
る
こ
と
で
蒸
気
浴
を
し
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
洗
い
水
は
確
保
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
。
瀬
戸
内
海
に

何
カ
所
か
残
っ
て
い
ま
す
。『
厳
島
図
会
』

な
ど
を
見
る
と
、
宮
島
の
名
物
に
も
な

っ
て
い
ま
す
。

「おしんこください」というと、大体こんな感じのものが出てくる。
正しくいえば、これは新香ではなく、古香と新香の一緒盛りなのだが…。
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な
ご
ミ
ス
ト
と
は

微
小
な
粒
径
の
水
滴
（
ウ
ォ
ー
タ
ー

ミ
ス
ト
）
を
わ
ず
か
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で

空
気
中
に
噴
霧
し
、
そ
れ
が
気
化
す
る

こ
と
で
気
温
降
下
を
実
現
す
る
装
置
。

こ
れ
が
「
な
ご
ミ
ス
ト
」
で
す
。
都
市

の
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
抑
制
を
目

的
に
開
発
し
ま
し
た
。
屋
外
及
び
半
屋

外
空
間
で
の
夏
の
環
境
改
善
を
目
指
す

こ
と
で
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
の

緩
和
、
夏
季
に
お
け
る
不
快
域
か
ら
の

シ
フ
ト
、
建
物
の
空
調
負
荷
の
軽
減
と

い
う
３
つ
の
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

顔
に
か
か
っ
て
も
気
が
つ
か
な
い
く

ら
い
微
小
粒
径
な
水
滴
を
使
用
す
る
こ

と
を
強
調
す
る
意
味
で
、
当
初
は
「
ド

ラ
イ
ミ
ス
ト
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
す

が
、
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
私

が
「
な
ご
ミ
ス
ト
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。

愛
知
万
博
の
会
場
に
は
長
久
手
会
場

だ
け
で
17
の
ミ
ス
ト
発
生
設
備
が
あ
り

ま
し
た
が
、
そ
の
内
の
３
か
所
、
す
な

わ
ち
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
ル
ー
プ
」
と
「
電

気
事
業
連
合
会
の
ワ
ン
ダ
ー
サ
ー
カ
ス

館
」
と
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
館
」
で

我
々
が
開
発
し
た
「
な
ご
ミ
ス
ト
」
が

使
わ
れ
ま
し
た
。

「
顔
に
か
か
っ
て
も
お
化
粧
が
落
ち
な

い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
の
が

設
置
者
か
ら
の
要
望
で
し
た
。
ワ
ン
ダ

ー
サ
ー
カ
ス
館
で
は
１
３
０
０
人
か
ら

感
想
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
た
結
果
、

99
％
が
「
続
け
て
ほ
し
い
」
と
い
う
ほ

ど
大
変
な
好
評
で
、
開
発
者
の
ほ
う
が

驚
い
て
い
る
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ

ろ
で
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
装
置
を
思
い
つ
い

た
の
か
。
話
は
３
年
前
に
さ
か
の
ぼ
り

ま
す
。

２
０
０
２
年
春
、
建
築
環
境
の
研
究

者
が
集
ま
る
会
合
に
出
席
し
て
い
た
の

で
す
が
、
そ
こ
で
屋
上
緑
化
の
効
果
に

つ
い
て
疑
問
が
呈
さ
れ
た
の
で
す
。
ど

う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
一
般
の
ビ

ル
で
あ
れ
ば
、
太
陽
光
線
の
約
３
割
は

屋
上
で
反
射
さ
れ
宇
宙
空
間
に
戻
り
ま

す
が
、
も
し
地
上
に
深
い
森
を
つ
く
る

と
、
太
陽
光
線
を
ほ
ぼ
１
０
０
％
吸
収

し
、
地
表
面
で
の
熱
収
支
は
意
に
反
し

て
熱
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
も
の
で
し
た
。

確
か
に
２
つ
の
立
場
が
あ
り
、
屋
上

に
森
を
つ
く
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う

人
も
い
れ
ば
、
屋
上
を
ピ
カ
ピ
カ
に
し

て
で
き
る
だ
け
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
空
に
返

し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

し
か
し
私
の
実
感
と
し
て
は
「
そ
も

そ
も
森
を
屋
上
に
つ
く
っ
て
も
、
管
理

す
る
人
な
ん
か
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

人
件
費
が
か
か
り
す
ぎ
て
続
く
は
ず
が

な
い
」
と
感
じ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、
毎
日
屋
上
ま
で
登
っ
て
き
て
手
入

れ
す
る
の
が
楽
し
い
と
い
う
人
は
い
ま

す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
セ
ン
ト
ラ
ル
パ

ー
ク
で
は
、
１
日
１
ド
ル
で
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
を
す
る
よ
う
な
裕
福
な
人
が
い
て
、

微細水滴がつくる
チョット涼しい
屋外環境

辻本誠
つじもとまこと

東京理科大学総合研究所火災科学研究部門教授
1951年生まれ。東京大学大学院工学系研究科修
士課程建築学専攻修了。名古屋大学教授を経て
2004年より現職。著書に『都市の地下空間』
（鹿島出版会、1998）、『検証：災害とは何か』
（リバティ書房、1997）他。

涼しさを分かち合い、窓を開けるための技術



9

微細水滴がつくるチョット涼しい屋外環境

公
園
を
守
っ
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
。

で
も
、
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
そ

ん
な
に
う
ま
く
い
く
は
ず
が
な
い
。
そ

れ
な
ら
ば
、
木
を
植
え
ず
に
水
だ
け
を

蒸
発
さ
せ
る
こ
と
で
、
気
温
を
引
き
下

げ
る
効
果
が
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と

と
い
う
の
が
そ
も
そ
も
の
発
想
で
す
。

つ
ま
り
、
緑
化
に
固
執
せ
ず
に
夏
場
の

環
境
改
善
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
た
の
で
す
。

い
く
つ
か
の
企
業
と
コ
ン
ソ
ー
シ
ア

ム
を
組
み
開
発
を
進
め
ま
し
た
が
、
苦

労
し
た
の
は
、
細
か
い
水
滴
を
い
か
に

少
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
つ
く
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
ミ
ス
ト
を
作
る
の
に
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
か
か
り
す
ぎ
て
は
、
ク
ー

ラ
ー
に
対
抗
で
き
ま
せ
ん
。
試
行
錯
誤

の
結
果
、
肌
に
あ
た
っ
て
も
不
満
の
出

な
い
水
滴
の
大
き
さ
で
、
家
庭
用
ク
ー

ラ
ー
と
比
較
し
て
、
空
気
の
温
度
を
下

げ
る
能
力
で
は
30
倍
の
効
果
を
出
す
こ

と
に
成
功
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、

水
を
直
接
60
気
圧
に
加
圧
し
て
噴
霧
す

る
こ
と
で
実
現
し
て
い
ま
す
。

愛
知
万
博
の
会
場
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル

ル
ー
プ
の
約
４
分
の
１
、
広
さ
に
す
る

と
、
東
京
ド
ー
ム
と
ほ
ぼ
同
じ
面
積
に

な
ご
ミ
ス
ト
を
吹
か
せ
て
い
ま
す
。
ミ

ス
ト
の
量
は
、
ク
ス
ノ
キ
林
の
真
夏
の

蒸
散
量
を
設
計
値
に
し
て
い
ま
す
の
で
、

東
京
ド
ー
ム
ほ
ど
の
森
が
で
き
た
の
と

同
じ
と
考
え
て
も
ら
え
ば
い
い
で
し
ょ

う
。し

か
も
使
用
水
量
は
、
家
庭
用
水
道

の
蛇
口
が
４
つ
。
ポ
ン
プ
に
使
わ
れ
る

電
気
の
量
は
家
庭
用
ク
ー
ラ
ー
の
20
台

分
し
か
消
費
し
て
い
ま
せ
ん
。

と
て
も
暑
い
か
ら
少
し
暑
い
へ

心
配
さ
れ
た
こ
と
は
、
高
温
多
湿
の

日
本
で
は
、
な
ご
ミ
ス
ト
に
よ
っ
て
湿

度
が
上
が
っ
て
し
ま
い
、
蒸
し
暑
く
な

る
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
す
。

実
際
に
、
気
温
30
度
以
上
、
湿
度

70
％
以
上
の
条
件
で
は
、
ミ
ス
ト
噴
霧

の
効
果
が
薄
れ
ま
す
。

実
験
デ
ー
タ
で
は
、
低
い
温
度
の
と

き
は
、「
暑
い
、
寒
い
」
と
い
っ
た
体
感

温
度
は
湿
度
に
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う

結
果
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。
25
度
を
過

ぎ
た
あ
た
り
か
ら
湿
度
の
影
響
を
受
け

始
め
、
気
温
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
そ
の

影
響
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
も
し
も
気

温
35
度
の
日
に
な
ご
ミ
ス
ト
を
吹
か
せ

て
32
度
に
下
げ
た
と
し
て
も
、
と
て
も

暑
い
と
感
じ
さ
せ
る
ぐ
ら
い
湿
度
が
高

い
条
件
下
で
は
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
湿
度
が
低
く
、
な
ご
ミ
ス
ト

を
吹
か
せ
て
も
70
％
以
下
に
抑
え
ら
れ

る
程
度
の
条
件
で
あ
れ
ば
、
暑
さ
は
確

実
に
減
じ
ま
す
。

つ
ま
り
、
な
ご
ミ
ス
ト
に
よ
る
気
温

抑
制
効
果
（
メ
リ
ッ
ト
）
と
湿
度
を
上

昇
さ
せ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
の
せ
め
ぎ
合
い

を
考
え
た
場
合
、
気
温
30
度
以
上
、
湿

度
70
％
以
上
と
い
う
の
が
、
一
つ
の
ボ

ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

す
。し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
条
件
に
な
る

の
は
、
名
古
屋
地
方
気
象
台
の
１
時
間

毎
の
デ
ー
タ
で
調
べ
る
と
、
２
０
０
１

年
で
は
13
時
間
、
２
０
０
２
年
は
０
時

間
で
し
た
。
こ
れ
な
ら
十
分
に
対
応
で

き
る
範
囲
で
す
。

我
々
は
あ
く
ま
で
も
冷
房
と
言
わ
ず

に
、
環
境
改
善
と
言
っ
て
い
ま
す
。
外

は
す
ご
く
暑
く
、
内
部
は
涼
し
い
。
そ

の
中
間
で
、
外
部
空
間
を
「
と
て
も
暑

い
」
か
ら
「
少
し
暑
い
」
程
度
に
涼
し

く
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ち
ょ
っ
と
涼
し
い
空
気
が
上
か
ら
降
り

て
き
て
、
35
度
の
外
気
を
32
度
ぐ
ら
い

ま
で
に
下
げ
る
と
い
う
具
合
で
す
。

も
う
一
つ
、
な
ご
ミ
ス
ト
の
よ
う
な

水
滴
で
加
湿
す
る
と
「
も
の
す
ご
く
暑

い
け
れ
ど
、
湿
度
が
低
い
」
と
い
う
状

態
、
例
え
ば
バ
グ
ダ
ッ
ド
の
よ
う
な
場

所
で
は
、
冷
房
効
果
を
高
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
イ
ラ
ン
や

イ
ラ
ク
の
留
学
生
に
話
を
聞
く
と
「
確

か
に
、
お
金
持
ち
は
庭
に
大
量
に
水
を

撒
く
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

太陽エネルギー

蒸散 30%

吸収 70%

太陽エネルギー

反射 30%

吸収 70%

とても暑い

少し暑い

暑くも
寒くもない寒くもない寒くもない

空気中の水蒸気の量

　相対湿度100％
のライン

30゜

40゜
気温

20゜

10゜

0゜

ミストを吹いたときの
計測結果

ドライミスト蒸散システム
（現代の打ち水）

33℃

ヒートアイランド現象

35℃

屋上緑化による水分蒸散効果と、屋上緑化していないビルの反射
は、ともに太陽エネルギーの３割を宇宙へ返す。どちらの方法で
も地上やビルへの蓄熱は太陽エネルギーの７割。

下図では、縦軸は気温、横軸は空気中の水蒸気の量をグラムで表
している（絶対湿度）。青い曲線は、それぞれの気温における、
湿度（相対湿度）100％の状態。補足であるが、空気は気温が高
くなるほど、水分をより多く含むことができる。仮に気温25度で
湿度100％（この時の水分量が飽和水蒸気量）のとき、同じ水分
量でも30度になると湿度の数値は下がる理屈になる。このように
ある気温の飽和水蒸気量に対する実際の水分量の割合いをパーセ
ンテージで表したものが相対湿度である。なごミストを吹かせる
と、これら白い点は右下に移動する。つまり、気温は下がるが湿
度は上昇するということである。

では、気温が下がり涼しくなる分と、湿度が上がり不快になる分
との間には、どのような関係があるのか。横に伸びる３本の色線
は暑さの感じが等しい点を結んだもの。気温が23度ぐらいのとき
は線が真横になっていて、気温が低ければ「暑い、寒い」は湿度
に左右されないということがわかる。気温が25度を超えたぐらい
から湿度の高くなった時点で線がカーブするようになり、「暑い、
寒い」の感じ方が湿度の影響を受けることを示す。赤線より上で
は50％の人がとても暑いと感じる。ここでミストを使うと「とて
も暑い」環境から、「少し暑い」環境へシフトすることができる。
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ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
緩
和
に

な
ご
ミ
ス
ト
開
発
の
第
一
の
目
的
は
、

都
市
の
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
化
を
緩
和

す
る
こ
と
で
す
。『
水
の
文
化
17
号
』
で
、

「
汚
れ
た
水
は
自
分
で
処
理
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
が
、
下
水
を
出
す
と
下
水
料

を
取
ら
れ
る
の
に
、
ク
ー
ラ
ー
の
排
熱

を
外
に
そ
の
ま
ま
出
し
て
な
ぜ
許
さ
れ

る
の
か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
東

京
が
大
量
に
熱
を
使
い
、
隣
接
し
た
熊

谷
市
が
暑
さ
で
ひ
ど
い
目
に
あ
う
の
は

お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

一
般
に
外
気
温
が
２
度
下
が
る
と
、

建
物
の
空
調
負
荷
は
5.6
％
低
減
さ
れ
、

空
調
機
器
の
効
率
は
５
％
向
上
す
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
か
ら
言

え
ば
、
な
ご
ミ
ス
ト
が
稼
働
し
て
い
る

と
き
は
、
周
辺
の
建
物
の
空
調
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
約
10
％
削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

そ
こ
で
、
50
m
四
方
の
オ
ー
プ
ン
ス

ペ
ー
ス
で
な
ご
ミ
ス
ト
を
使
わ
せ
て
く

れ
れ
ば
、
周
囲
の
空
調
負
荷
が
下
が
る

の
で
電
気
代
が
減
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

空
間
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
は
と
ん
と

ん
で
、
気
温
は
35
度
か
ら
33
度
に
下
が

り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
場
所
を
多
数
設
け
れ
ば
、

熊
谷
に
行
く
熱
は
ぐ
ん
と
下
が
る
で
し

ょ
う
。
都
市
の
間
で
も
、
お
互
い
に
迷

惑
を
か
け
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
ミ
ス
ト
を
使

っ
て
く
れ
と
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
使

う
水
は
雨
水
で
も
Ｏ
Ｋ
で
す
。

こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
全
体
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
を
増
や
さ
ず
に
都
市
の
気

温
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
の
緩
和
に

つ
な
が
り
ま
す
。

ま
た
、
な
ご
ミ
ス
ト
を
使
っ
て
局
所

的
に
気
温
を
下
げ
る
と
、
ダ
ウ
ン
フ
ロ

ー
（
下
降
気
流
）
が
起
こ
っ
て
、
空
気

が
動
き
ま
す
。
京
都
の
町
家
を
思
い
起

こ
し
て
く
だ
さ
い
。
う
な
ぎ
の
寝
床
の

よ
う
な
奥
行
の
長
い
構
造
の
中
ほ
ど
に

井
戸
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
空
気
が
冷
や

さ
れ
て
ダ
ウ
ン
フ
ロ
ー
が
起
こ
り
ま
す
。

こ
の
ダ
ウ
ン
フ
ロ
ー
が
表
と
裏
の
暑
い

外
気
に
向
か
っ
て
動
く
こ
と
で
、
風
が

起
こ
り
涼
感
が
生
じ
ま
す
。
つ
ま
り
、

な
ご
ミ
ス
ト
は
気
温
を
下
げ
る
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
風
を
起
こ
す
こ
と
に
も

役
立
つ
の
で
す
。

住
宅
で
使
う
場
合
は
、
大
き
い
窓
の

あ
る
軒
先
の
真
下
に
ミ
ス
ト
が
吹
き
出

す
よ
う
に
し
ま
す
。
ミ
ス
ト
に
よ
る
気

温
の
抑
制
は
い
く
つ
も
の
国
で
す
で
に

行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

パ
リ
の
ポ
ン
ピ
ド
ー
セ
ン
タ
ー
の
裏

の
パ
ス
タ
屋
の
軒
先
で
も
使
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
問
題
は
60
気
圧
も
か
け
て

家
で
ミ
ス
ト
を
作
ろ
う
と
す
る
と
、
か

な
り
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
を
何
と
か
安
く
す
る
こ
と
が
、
現

在
の
課
題
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ノ

ズ
ル
を
工
夫
し
て
微
小
粒
径
の
ミ
ス
ト

を
作
ろ
う
と
い
う
系
統
と
、
水
が
掛
か

っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
系
統
に
分

か
れ
て
い
て
、
後
者
は
セ
ー
ヌ
河
岸
に

砂
浜
を
作
る
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

面
白
い
の
は
、
駐
車
場
に
つ
け
て
く

れ
な
い
か
と
い
う
パ
チ
ン
コ
屋
さ
ん
か

ら
の
引
き
合
い
の
話
で
す
。
よ
く
車
に

残
さ
れ
た
子
供
が
暑
さ
で
亡
く
な
る
と

い
う
痛
ま
し
い
事
故
が
報
道
さ
れ
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
防
ぎ
た
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

な
ご
ミ
ス
ト
と
打
ち
水
の
違
い

ミ
ス
ト
と
打
ち
水
の
効
果
は
異
な
り

ま
す
。
簡
単
に
言
う
と
、
木
の
蒸
散
量

と
池
の
蒸
散
量
は
、
微
風
状
態
で
す
と

木
の
ほ
う
が
３
倍
も
多
い
の
で
す
。
で

す
か
ら
池
の
そ
ば
に
い
て
も
、
実
は
あ

ま
り
涼
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え

れ
ば
森
は
池
の
３
倍
の
ミ
ス
ト
を
吹
い

て
く
れ
る
と
も
い
え
ま
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
打
ち
水
と
森
を
比
べ
る
と
、

蒸
散
量
で
は
森
、
す
な
わ
ち
ミ
ス
ト
の

ほ
う
が
効
果
的
で
す
。

た
だ
し
、
打
ち
水
は
日
射
が
落
ち
た

と
き
に
行
な
う
と
地
表
の
表
面
温
度
を

ぐ
ん
と
下
げ
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
打
ち
水
を
す
る
の
は
日
が
落

ち
た
こ
ろ
に
決
ま
っ
て
い
て
、
昼
間
に

す
る
人
は
い
な
い
わ
け
で
す
。
適
切
な

タ
イ
ミ
ン
グ
で
す
れ
ば
、
打
ち
水
は
地

面
の
表
面
温
度
を
下
げ
る
効
果
が
高
い

の
で
す
。

緑
化
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
で
効
果

が
高
く
、
木
を
植
え
る
の
に
越
し
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
名
古
屋

で
い
っ
た
ら
繁
華
街
の
栄
に
い
き
な
り

森
を
造
る
の
は
不
可
能
で
す
。
な
ご
ミ

ス
ト
は
あ
く
ま
で
も
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ

ン
ド
現
象
の
抑
制
を
、
緑
化
で
は
な
い

方
法
で
行
な
う
、
都
市
向
き
の
現
実
的

な
対
症
療
法
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

湧
き
水
で
、
な
ご
ミ
ス
ト
を
運

転
し
た
か
っ
た

私
は
セ
ン
ブ
リ
の
花
が
大
好
き
で
、

道
端
で
セ
ン
ブ
リ
の
花
の
咲
く
海
上
か
い
し
ょ

の

森
で
当
初
、
愛
知
万
博
が
開
か
れ
る
と

い
う
案
に
は
反
対
で
し
た
。

実
は
私
は
、
反
対
派
で
も
い
い
と
い

う
こ
と
で
万
博
の
企
画
委
員
を
務
め
て

い
て
、
１
９
９
７
年
に
「
蚊
や
蠅
と
共

生
す
る
共
同
住
宅
」
と
い
う
案
も
提
案

し
て
い
ま
す
。

当
時
の
建
設
省
が
主
導
し
て
、
跡
地

は
住
宅
開
発
す
る
と
言
っ
て
い
た
こ
ろ

に
、「
ビ
オ
ト
ー
プ
を
造
り
た
い
と
い
う

な
ら
、
蚊
や
蠅
と
共
生
す
る
気
合
い
が

な
い
と
で
き
ま
せ
ん
よ
」
と
言
っ
て
提

案
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
見
事
に
落
と
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
自
然
が
い
い
と
言
う
の
な
ら
、
メ

リ
ッ
ト
も
デ
メ
リ
ッ
ト
も
受
け
入
れ
る

覚
悟
が
な
け
れ
ば
、
実
際
に
暮
ら
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
私
は
本
気
で
考
え
て

い
る
の
で
す
。

「
２
０
０
０
〜
３
０
０
０
万
円
の
マ
ン

シ
ョ
ン
代
金
に
加
え
て
、
自
分
た
ち
で

も
薪
が
取
れ
て
、
手
入
れ
が
で
き
る
と

い
う
里
山
の
使
用
権
（
所
有
権
は
い
ら

な
い
）
に
３
０
０
０
万
円
出
す
人
間
が

１
０
０
人
集
ま
れ
ば
宅
地
開
発
と
し
て

可
能
だ
。
最
初
は
お
れ
が
買
う
か
ら
」

と
説
明
し
た
の
で
す
が
、
受
け
入
れ
て

も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
な
ら
通
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

高
温
多
湿
は
い
つ
か
ら
？

日
本
は
高
温
多
湿
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
説
明
の
さ
れ
方
は
、
い
つ

ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
最
近
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
比
較

対
象
が
な
い
の
に
、
自
分
た
ち
が
住
む

場
所
を
高
温
多
湿
と
思
っ
て
い
る
わ
け

が
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
が
日
本
に
来
て
か
ら
だ
と
思
う

の
で
す
。

そ
れ
で
も
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
も
、
例
え
ば
イ
ン

ド
で
は
天
井
を
上
げ
扇
風
機
を
回
す
な

ど
し
て
、
風
土
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
気

候
に
適
応
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

見
田
宗
介
の
『
現
代
社
会
の
理
論
』

（
岩
波
新
書
、
１
９
９
６
）
を
読
ん
で
い

た
ら
、
１
９
５
８
年
の
ア
メ
リ
カ
・
タ

イ
ム
誌
に
「
減
税
し
て
浮
い
た
金
で
、

消
費
者
が
扇
風
機
を
エ
ア
コ
ン
に
買
い
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換
え
た
」
と
記
し
て
い
る
と
い
う
記
述

を
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
経

緯
を
追
い
か
け
る
と
、
高
温
多
湿
を
理

由
に
日
本
が
エ
ア
コ
ン
社
会
に
シ
フ
ト

さ
せ
ら
れ
た
理
由
も
見
え
て
く
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
当
初

会
場
に
予
定
さ
れ
て
い
た
海
上
の
森
は
、

夏
で
も
湧
き
水
が
切
れ
な
い
場
所
で
、

な
ご
ミ
ス
ト
が
必
要
と
す
る
１
分
当
た

り
90
R
の
水
を
簡
単
に
得
る
こ
と
が
で

ま
す
。
そ
の
湧
き
水
で
な
ご
ミ
ス
ト
を

動
か
し
て
み
た
か
っ
た
で
す
ね
。

冷
房
不
要
論

現
在
の
住
宅
が
、
高
断
熱
・
高
気
密

で
、
強
制
換
気
を
求
め
る
方
向
に
あ
る

こ
と
は
認
め
ま
す
。
た
だ
、
日
本
は
、

昔
か
ら
暑
い
と
き
に
は
汗
を
か
い
て
、

浴
衣
で
過
ご
す
の
が
本
来
の
生
活
で
し

た
。
窓
を
閉
め
て
ク
ー
ラ
ー
を
動
か
し

て
、
外
の
室
外
機
で
排
熱
を
す
る
と
い

う
生
活
が
本
当
に
し
た
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
強
く
訴
え
た
い
で
す
ね
。

い
わ
ば
冷
房
不
要
論
で
す
。

私
は
26
年
間
、
名
古
屋
の
自
宅
で
も

研
究
室
で
も
ク
ー
ラ
ー
を
使
っ
て
い
ま

せ
ん
。
あ
ま
り
に
暑
く
て
ど
う
に
も
な

ら
な
い
と
き
は
、
扇
風
機
の
後
ろ
か
ら

霧
吹
き
を
し
て
涼
を
と
っ
て
過
ご
し
ま

し
た
。

暖
房
も
最
小
限
の
ホ
ッ
ト
カ
ー
ペ
ッ

ト
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
集
合
住
宅
な

の
で
周
り
の
家
か
ら
熱
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
茨
城
県
の
つ
く
ば
に
住
ん
で
い

た
と
き
も
同
じ
よ
う
に
暖
房
を
入
れ
ず

に
い
た
ら
、
遊
び
に
来
た
子
供
の
友
達

が
皆
、
風
邪
を
ひ
い
て
「
辻
本
の
家
に

は
行
く
な
」
と
寄
り
つ
か
な
く
な
り
ま

し
た
。「
こ
れ
で
は
ま
ず
い
」
と
思
い
買

っ
た
の
が
火
鉢
で
す
。
最
初
は
、
一
酸

化
炭
素
中
毒
が
恐
く
て
、
子
供
た
ち
も

嫌
が
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
次
の
年
は
み

ん
な
火
鉢
が
大
好
き
に
な
り
ま
し
た
。

火
鉢
は
い
い
で
す
よ
。
で
も
肝
心
の
炭

が
だ
ん
だ
ん
買
え
な
く
な
っ
て
き
た
。

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
用
の
炭
で
は
、
質
が
悪

い
た
め
煙
が
出
る
し
、
臭
い
が
強
く
て

だ
め
な
ん
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
里
山
で
作

っ
て
い
た
よ
う
な
炭
で
な
く
て
は
利
用

に
耐
え
な
い
の
で
す
。

私
自
身
は
、
家
族
も
含
め
て
ず
っ
と

そ
ん
な
生
活
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
な
ご
ミ
ス
ト
を
住
宅

の
軒
先
に
つ
け
て
ミ
ス
ト
で
気
温
を
下

げ
、
さ
ら
に
打
ち
水
も
併
用
し
て
、
少

し
暑
い
環
境
で
夏
を
我
慢
し
て
い
た
だ

く
。
そ
う
す
れ
ば
、
ク
ー
ラ
ー
の
排
熱

で
ま
わ
り
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
も
な

く
な
り
、
さ
わ
や
か
さ
を
わ
か
ち
合
い

な
が
ら
窓
を
開
け
て
暮
ら
す
こ
と
が
、

環
境
へ
の
負
荷
を
増
や
さ
ず
に
実
現
で

き
ま
す
。

窓
を
閉
め
切
っ
て
ク
ー
ラ
ー
を
使
う

の
で
は
な
く
、
み
ん
な
で
な
ご
ミ
ス
ト

を
使
っ
た
ら
、
涼
し
さ
を
わ
か
ち
合
え

る
し
、
窓
が
開
け
ら
れ
る
ん
で
す
よ
。

極
言
す
れ
ば
、
な
ご
ミ
ス
ト
は
、
生

き
方
を
変
え
る
技
術
と
言
っ
て
よ
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

パリのポンピドーセンターの裏のパスタ屋の軒先でも使われているミスト噴霧。
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湿
気
と
の
闘
い
は
宿
命

日
本
は
湿
気
の
国
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

建
築
家
と
し
て
も
よ
く
わ
か
る
気
が
し

ま
す
。
地
図
上
で
日
本
列
島
を
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
重
ね
る
と
、
北
海
道
の
北
が
ミ

ラ
ノ
で
、
九
州
は
モ
ロ
ッ
コ
の
あ
た
り

と
同
じ
緯
度
に
位
置
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
日
本
は
偏
西
風
の
下
に
あ

る
。
こ
の
た
め
梅
雨
が
あ
る
上
に
、
冬

に
も
大
雪
が
降
り
、
湿
っ
ぽ
い
。
気
候

が
「
ど
た
ば
た
す
る
」
と
形
容
し
て
も

よ
い
で
し
ょ
う
。

日
本
人
は
降
雪
を
当
た
り
前
と
思
っ

て
い
ま
す
が
、
日
本
の
よ
う
な
豪
雪
は

世
界
的
に
も
類
を
見
な
い
も
の
で
す
。

北
欧
は
寒
い
国
だ
か
ら
雪
が
降
っ
て
い

る
だ
ろ
う
と
我
々
は
思
い
が
ち
で
す
が
、

こ
れ
は
間
違
い
で
す
。
水
源
と
そ
れ
を

運
ぶ
風
が
な
い
と
雪
は
降
り
ま
せ
ん
。

水
源
か
ら
上
が
っ
た
湿
っ
た
空
気
が
風

に
吹
か
れ
て
山
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に
、

降
雨
や
降
雪
に
な
り
ま
す
。
こ
の
条
件

に
合
う
の
は
日
本
以
外
で
は
、
ト
ル
コ

北
部
、
ア
メ
リ
カ
五
大
湖
周
辺
で
、
世

界
三
大
豪
雪
地
帯
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

中
で
も
、
日
本
で
一
年
の
積
雪
が
３
m

と
い
う
の
は
、
群
を
抜
い
て
い
ま
す
。

湿
気
と
暑
さ
が
あ
る
所
は
、
伝
染
病

や
病
害
虫
が
発
生
し
や
す
い
た
め
、
人

類
は
そ
れ
ら
を
逃
れ
て
北
へ
移
動
し
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
緯
度
と
し
て
は
北
に
位
置
し
て
い

屋内気候と
まち内気候の調和

良好な外部空間を

コモンズとしてつくりだす

野沢正光
のざわまさみつ

建築家

1944年生まれ。東京芸術大学建築科卒業。大高建築設計事
務所を経て、野沢正光建築工房を設立、現在に至る。主な
作品に「長池ネイチャーセンター（2001）」、「いわむらかずお
絵本の丘美術館（1998）」他。また、著書に『地球と生きる
家』（インデックス・コミュニケーションズ、2005）、『住宅は
骨と皮とマシンからできている』（ＯＭ出版、2003）等。

0º

30º

30º

45º

45º

主な豪雪地帯

ま
す
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
降
雪
の

条
件
が
な
い
た
め
、
意
外
な
ほ
ど
冬
は

穏
や
か
な
気
候
で
す
。
だ
か
ら
文
明
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
開
花
し
た
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
く
と
お
と
な
し

い
気
候
の
所
だ
な
と
、
つ
く
づ
く
思
い

ま
す
。
暑
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
風
が
な
い

せ
い
か
寒
さ
も
そ
う
き
つ
く
感
じ
ま
せ

ん
。
も
ち
ろ
ん
暖
房
が
発
達
し
て
い
ま

す
か
ら
室
内
環
境
は
快
適
な
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
日
本
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。

日
本
建
築
に
お
け
る
湿
気
と
の
闘
い
は
、

い
わ
ば
宿
命
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

そ
れ
で
も
比
較
的
文
明
的
な
地
域
と

野沢正光さんが設計した、斜面
に建つ住宅。玄関から室内に足
を一歩踏み入れると、南北に開
いた開口部が、風の通り道にな
っているのがよくわかる。「夏を
もって旨とすべし」の、野沢さ
ん流現代版住宅だ。
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し
て
、
日
本
が
例
外
的
に
南
に
位
置
し

て
い
る
の
は
、
夏
が
暑
い
と
は
い
っ
て

も
冬
は
雪
も
降
り
、
極
め
て
寒
い
の
で
、

い
っ
た
ん
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
暑
さ
も
湿
気
も
伝

染
病
も
病
害
虫
も
、
冬
の
寒
さ
で
い
っ

た
ん
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
。「
暑
さ
寒
さ
も

彼
岸
ま
で
」
で
秋
風
や
春
風
が
吹
く
と

救
わ
れ
ま
す
。

屋
内
気
候
に
注
目
す
る
べ
き

湿
気
を
完
全
に
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し

よ
う
と
し
た
ら
「
完
璧
な
閉
鎖
」
を
目

指
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
オ
フ
ィ

ス
ビ
ル
の
よ
う
に
、
建
物
の
気
密
性
を

高
め
る
こ
と
で
「
閉
じ
た
空
間
」
を
人

工
的
に
造
り
、
室
温
を
調
整
し
調
湿
す

る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ

の
点
は
住
宅
で
も
同
じ
で
、
完
璧
に
湿

度
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
考
え
れ

ば
、
完
璧
な
気
密
空
間
を
前
提
に
考
え

ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
住
宅
の
い
た
る
と

こ
ろ
が
外
に
開
い
て
い
た
ら
、
い
く
ら

湿
度
を
抜
い
て
も
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
ね
。
こ
れ
が
、
現
在
の
空
調
設
計

の
考
え
方
で
す
。

し
か
し
、
気
密
性
の
高
い
空
間
で
温

度
と
湿
度
を
調
整
す
る
と
膨
大
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
必
要
な
こ
と
も
事
実
で
、
現

在
で
は
閉
じ
な
い
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
を
考

え
よ
う
と
い
う
気
運
が
生
ま
れ
る
時
代

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
住
宅
も
同
じ

で
、
通
気
性
を
良
く
し
て
調
湿
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

湿
気
は
住
宅
の
中
で
も
発
生
し
ま
す
。

料
理
を
し
た
り
、
汗
を
か
け
ば
部
屋
の

湿
度
は
上
が
り
ま
す
が
、
最
近
で
は
防

犯
上
の
理
由
で
窓
が
開
け
ら
れ
な
い
場

合
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
昼
間
は
窓

も
玄
関
ド
ア
も
閉
め
切
っ
て
、
仕
事
か

ら
帰
宅
し
て
い
く
ら
換
気
扇
を
回
し
て

も
、
入
っ
て
く
る
空
気
が
な
け
れ
ば
空

気
は
動
き
ま
せ
ん
か
ら
換
気
は
さ
れ
ま

せ
ん
。

こ
う
し
た
場
合
、
屋
内
の
空
気
の
質

は
、
極
め
て
悪
く
な
っ
て
い
ま
す
。
窓

を
開
け
な
い
限
り
、
一
切
の
空
気
が
入

っ
て
こ
な
い
の
は
気
密
性
が
高
い
た
め

で
す
。
こ
う
い
う
住
宅
が
造
ら
れ
る
の

は
、
隙
間
風
が
入
る
よ
う
な
あ
ば
ら
家

を
否
定
し
て
住
環
境
を
良
く
し
よ
う
と

し
た
あ
ま
り
、
高
気
密
高
断
熱
を
目
指

し
た
結
果
で
す
。

屋
内
の
湿
度
、
温
度
、
空
気
の
質
、

こ
れ
ら
を
「
屋
内
気
候
」
と
言
っ
て
も

よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
良
好
に

保
つ
こ
と
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
問
題

だ
と
思
い
ま
す
。

戦
後
住
宅
建
築
と
屋
内
気
候

そ
も
そ
も
、
日
本
の
伝
統
的
な
民
家

で
は
、
外
と
屋
内
気
候
は
つ
な
が
っ
て

い
ま
し
た
。
戦
争
直
後
ぐ
ら
い
ま
で
は
、

大
工
さ
ん
が
つ
く
っ
た
、
結
果
と
し
て

湿
気
対
応
を
旨
と
し
た
ス
カ
ス
カ
の
木

造
の
家
に
我
々
は
住
ん
で
い
た
の
で
す
。
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屋
内
で
利
用
す
る
熱
源
は
炭
で
CO2
や
NOX

が
発
生
し
ま
す
が
、
風
が
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ

ー
抜
け
て
い
く
の
で
、
屋
内
気
候
を
損

な
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

日
本
の
住
宅
建
築
の
一
番
の
問
題
点

は
、
こ
の
伝
統
的
な
ス
カ
ス
カ
の
木
造

の
家
を
や
め
て
、
問
題
が
起
き
る
た
び

に
そ
の
場
し
の
ぎ
で
対
応
し
て
き
た
こ

と
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

石
油
ス
ト
ー
ブ
の
よ
う
に
高
カ
ロ
リ

ー
の
熱
源
を
持
つ
暖
房
器
具
が
登
場
す

る
と
、
熱
が
ど
ん
ど
ん
外
に
流
れ
出
て

も
っ
た
い
な
い
と
感
じ
て
し
ま
う
よ
う

に
な
る
。
そ
こ
で
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
が
登

場
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
気
密
に
は
な

っ
た
け
れ
ど
、
断
熱
性
は
低
く
、
窓
ガ

ラ
ス
が
結
露
し
ま
す
。
冷
気
が
窓
か
ら

や
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
壁
の
断
熱
、

気
密
に
も
い
え
る
の
で
す
。
ア
ル
ミ
サ

ッ
シ
の
採
用
は
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
に
よ
る

壁
の
断
熱
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
て
い
つ
の
間
に
か
日
本
の
家
は

断
熱
、
気
密
型
の
家
に
変
わ
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。
比
較
的
開
口
部
の
少
な
い

こ
う
し
た
家
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

室
内
に
熱
が
溜
ま
り
や
す
い
北
欧
型
＝

蓄
熱
型
の
家
に
近
づ
い
て
い
る
と
も
い

え
ま
す
。
こ
う
し
た
家
は
夏
の
暑
さ
を

秋
に
持
ち
越
し
、
い
つ
ま
で
も
蓄
熱
し

て
い
る
か
ら
暑
い
ま
ま
で
す
。

高
断
熱
と
セ
ッ
ト
で
奨
励
さ
れ
た
高

気
密
で
は
、
換
気
の
機
能
が
損
な
わ
れ

た
た
め
に
屋
内
の
空
気
の
質
が
悪
化
し
、

シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
症
候
群
が
生
ま
れ
る
下

地
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
一
連
の

対
応
は
、
形
だ
け
欧
米
か
ら
持
っ
て
き

て
、
風
土
を
無
視
し
て
き
た
こ
と
に
あ

り
ま
す
。

パ
リ
や
バ
ル
セ
ロ
ナ
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
オ
ー
プ
ン
エ
ア
レ
ス
ト
ラ
ン
が
繁

盛
す
る
の
は
、
な
ぜ
だ
か
わ
か
り
ま
す

か
？
　
彼
等
は
石
の
住
宅
に
住
ん
で
い

る
の
で
、
建
物
に
夏
の
暑
さ
が
溜
ま
り
、

特
に
秋
は
暑
く
て
屋
内
に
い
ら
れ
な
い

か
ら
で
す
。
ひ
と
夏
を
か
け
暖
め
ら
れ

て
蓄
熱
す
る
の
で
、
い
つ
ま
で
も
熱
気

が
屋
内
に
こ
も
る
の
で
す
。
家
の
中
を

冷
や
す
方
法
は
換
気
し
か
な
い
。
開
口

部
の
小
さ
い
住
宅
に
暮
ら
す
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
、
温
暖
化
の
影
響
で
エ
ア
コ
ン

が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

断
熱
性
が
高
い
ほ
ど
文
明
的
で
い
い
、

と
思
う
の
は
勘
違
い
で
す
。
Ｏ
Ｍ
ソ
ー

ラ
ー
で
は
、
蓄
熱
を
暖
房
に
使
う
の
と

同
じ
発
想
で
、
放
射
冷
却
を
利
用
し
て

夜
間
冷
却
を
行
な
い
ま
す
。
こ
う
い
う

こ
と
は
、
北
欧
に
住
ん
で
い
る
人
に
と

っ
て
は
必
要
が
な
い
こ
と
な
の
で
、
出

て
こ
な
い
発
想
で
す
。
つ
ま
り
、「
こ
の

場
」
の
良
さ
を
見
出
す
こ
と
が
、
試
行

錯
誤
を
続
け
て
き
た
戦
後
建
築
が
気
づ

か
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
も
、
戦
後
20
年
ぐ
ら
い
ま
で

に
建
て
ら
れ
た
集
合
住
宅
で
す
と
、
部

屋
の
内
部
の
仕
切
り
は
襖
で
す
か
ら
、

閉
め
た
つ
も
り
で
も
、
南
の
窓
と
北
の
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窓
の
間
に
は
空
気
的
な
つ
な
が
り
が
で

き
て
い
た
。
そ
れ
が
壁
で
区
切
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
空
気
が
抜
け
な
い
と

い
う
事
態
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
う
す
る

と
熱
源
を
使
う
台
所
周
辺
は
高
温
で
高

湿
度
な
場
所
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
住
宅
と

い
う
の
は
石
の
住
宅
と
同
様
、
蓄
熱
量

が
大
き
い
建
物
で
す
。
こ
の
「
コ
ン
ク

リ
ー
ト
に
熱
が
溜
ま
る
」
と
い
う
現
象

は
、
高
度
成
長
期
以
前
の
建
築
家
の
体

験
に
は
な
い
し
、
研
究
者
も
同
様
で
し

た
。
し
か
も
分
業
で
研
究
が
行
な
わ
れ

て
い
る
の
で
、
耐
震
の
専
門
家
は
、
屋

内
の
温
度
や
湿
度
に
は
関
心
が
あ
り
ま

せ
ん
。
地
震
に
強
い
と
い
う
こ
と
で
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
住
宅
を
奨
励
し
て
も
、

屋
内
環
境
と
い
う
点
で
は
ど
う
か
と
は
、

検
証
さ
れ
な
い
で
き
て
い
ま
す
。

戦
後
建
築
の
変
遷
は
、
新
た
な
問
題

も
生
み
出
し
ま
し
た
。
私
は
、
団
地
再

生
研
究
会
と
い
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
メ
ン
バ
ー

で
す
が
、
所
属
し
て
い
る
学
生
の
多
く

は
集
合
住
宅
で
育
っ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
の
世
代
だ
と
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
家

で
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
う
人
は
ほ
と
ん

ど
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
、

マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
集
合
住
宅
で
生
ま
れ
、

そ
こ
が
な
つ
か
し
い
と
い
う
人
達
が
か

な
り
の
比
率
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
黙

っ
て
い
て
も
一
時
間
に
５
回
、
10
回
と

空
気
が
入
れ
替
わ
る
よ
う
な
日
本
古
来

の
木
造
民
家
に
住
ん
だ
経
験
の
あ
る
人

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

伝
統
的
な
建
築
材
料
が

マ
イ
ナ
ス
に
な
る
？

シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
症
候
群
の
こ
と
は
先

ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
が
、
気
密
性
の
高

い
住
宅
で
は
、
過
去
の
当
た
り
前
の
建

築
材
料
も
、
気
を
つ
け
て
使
わ
な
い
と

大
き
な
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

蒸
暑
気
候
の
私
た
ち
の
国
の
建
材
に

は
、
よ
く
防
腐
剤
が
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。

高
気
密
住
宅
の
場
合
、
暑
く
な
っ
て
防

腐
剤
が
蒸
散
し
始
め
る
と
抜
け
る
と
こ

ろ
が
な
い
の
で
危
険
で
す
。
こ
の
問
題

に
対
応
す
る
た
め
に
、
今
度
は
空
気
の

質
を
整
え
る
た
め
、
通
気
性
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
現
在
24
時
間

換
気
を
、
法
で
義
務
づ
け
る
ま
で
に
な

っ
て
い
ま
す
。

畳
も
問
題
で
す
。
部
屋
を
閉
め
き
っ

て
い
る
状
態
で
温
度
が
上
昇
す
る
と
、

マ
ン
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
吸
湿
性
の
な
い

建
物
の
中
で
は
畳
が
吸
湿
剤
の
役
割
を

し
ま
す
。
昔
の
家
で
は
、
畳
の
下
に
は

す
の
こ
を
敷
き
、
さ
ら
に
そ
の
下
は
縁

の
下
で
し
た
。
厚
さ
60
a
の
畳
の
上
下

に
は
通
気
性
が
あ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
床

に
畳
が
敷
い
て
あ
る
だ
け
な
の
で
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
空
気
は
流
れ
ま
せ
ん
。

高
湿
度
に
な
る
と
腐
る
し
、
ダ
ニ
が
発

生
し
や
す
く
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
の
原
因
に

な
り
ま
す
。
仕
方
が
な
い
の
で
、
湿
る

大きく南に向いたベランダから入った風は、天井に
沿って流れ、北側の天井近くにある小窓へ抜ける。
造り付けの戸棚は高さを低く抑え、寝室、キッチン、
リビングは戸棚で仕切られてはいるものの、天井部
分ではつながっている。空気のよどみを室内に作ら
ない工夫だ。

左：屋根から落ちる雨水は、地中に染み込むように、
縦に埋められたコンクリート管に落下する。
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の
は
覚
悟
の
上
で
畳
の
裏
に
防
虫
シ
ー

ト
を
貼
り
つ
け
た
り
、
吸
水
性
が
低
く

断
熱
性
能
が
高
い
ス
チ
ロ
ー
ル
板
を
入

れ
た
り
し
て
し
の
い
で
い
る
の
が
現
状

で
す
。

換
気
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

戦
後
の
住
宅
建
築
に
お
い
て
は
、
湿

気
は
高
気
密
・
高
断
熱
空
間
の
中
で
最

大
の
難
問
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で

す
が
、
現
在
の
住
宅
で
、
低
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
効
率
的
で
快
適
に
暮
ら
す
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
が
次
の
問
題
で
す
。

湿
度
に
限
っ
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
換

気
以
外
に
方
法
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

今
の
家
は
採
光
と
断
熱
に
は
注
意
を
払

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
換
気
の
た
め
の
十

分
な
開
口
部
も
必
要
と
思
い
ま
す
。

部
屋
と
い
う
の
は
、
た
と
え
て
み
れ

ば
、
湿
地
が
た
く
さ
ん
あ
る
平
地
み
た

い
な
も
の
で
、
空
気
が
流
れ
て
い
る
所

も
あ
れ
ば
澱
ん
で
し
ま
う
部
分
も
あ
る
。

し
か
し
、
対
流
が
起
き
て
相
当
量
の
換

気
が
で
き
る
よ
う
な
開
口
部
を
初
め
か

ら
設
計
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
効
果

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
高
窓
は
、
空
気

の
移
動
量
が
大
き
く
な
る
の
で
、
大
変

効
果
的
で
す
。
そ
う
い
う
空
気
の
移
動

は
、
あ
ち
こ
ち
の
空
気
を
引
っ
ぱ
る
の

で
、
澱
ん
で
残
る
と
こ
ろ
が
な
く
な
り

ま
す
。

私
が
設
計
す
る
と
き
は
、
ま
ず
ア
メ

ダ
ス
の
デ
ー
タ
を
見
ま
す
。
ア
メ
ダ
ス

に
は
風
向
、
風
速
の
デ
ー
タ
が
あ
っ
て
、

こ
れ
を
見
る
と
夏
の
卓
越
風
（
あ
る
地

域
で
、
最
も
高
い
頻
度
で
吹
く
風
向
き

の
風
）
が
ど
ち
ら
か
ら
吹
く
か
す
ぐ
に

わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
現
場
に
行
っ
て

確
認
す
れ
ば
、
間
違
い
な
く
夏
に
き
ち

ん
と
風
が
抜
け
る
家
が
造
れ
ま
す
。
今

は
防
犯
の
問
題
が
大
き
い
の
で
、
施
主

も
気
に
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
開
口

部
に
格
子
を
は
め
る
と
い
っ
た
防
犯
上

の
工
夫
も
し
ま
す
。
留
守
の
と
き
に
も
、

あ
る
程
度
の
空
気
の
入
れ
換
え
を
可
能

に
す
る
た
め
で
す
。

「
ま
ち
内
気
候
」
を
整
え
る

緑
の
蒸
発
散

「
屋
内
気
候
」
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

を
取
り
巻
く
「
ま
ち
内
気
候
」
も
考
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
時
期
に
き
て
い
ま

す
。
周
囲
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
で
、

そ
ば
に
ク
ー
ラ
ー
の
室
外
機
が
４
台
も

５
台
も
並
ん
で
い
る
よ
う
な
家
で
は
、

窓
を
開
け
て
も
入
っ
て
く
る
の
は
質
の

悪
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
コ

ン
ク
リ
ー
ト
や
排
熱
機
な
ど
人
工
的
な

環
境
か
ら
少
し
距
離
を
お
く
よ
う
な
外

部
環
境
が
実
現
し
た
ら
、
大
き
く
窓
を

開
け
る
べ
き
で
す
。
卓
越
風
の
方
向
に

必
ず
大
き
な
窓
が
あ
り
、
部
屋
の
間
に

は
ス
リ
ッ
ト
が
あ
っ
て
、
通
気
が
確
保

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
家
は
い
い
で
す
ね
。

ま
た
、
夜
間
の
冷
気
を
溜
め
ら
れ
る
よ

う
に
、
南
の
窓
が
開
く
と
い
う
の
も
い

い
。
た
ま
に
は
カ
ブ
ト
ム
シ
が
飛
び
込

ん
で
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
高
層
か
中

層
の
集
合
住
宅
の
ほ
う
が
、
防
犯
の
心

配
が
な
く
そ
れ
が
容
易
に
で
き
ま
す
か

ら
、
良
質
の
集
合
住
宅
の
あ
り
方
が
も

っ
と
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

樹
木
の
蒸
発
散
に
よ
る
ほ
ど
よ
い
湿

度
は
、
空
気
中
の
埃
っ
ぽ
さ
も
制
御
し

て
く
れ
ま
す
。
東
京
に
も
、
40
年
ぐ
ら

い
前
ま
で
は
そ
ん
な
近
郊
が
あ
っ
た
わ

け
で
す
が
。

亡
く
な
っ
た
建
築
家
の
宮
脇
檀
さ
ん

が
、
か
つ
て
あ
る
分
譲
地
の
基
幹
街
路

の
中
に
盛
ん
に
緑
を
植
え
て
い
ま
し
た
。

「
あ
な
た
の
宅
地
は
緑
を
植
え
る
た
め
に

３
割
減
り
ま
す
」
と
言
え
ば
資
産
価
値

が
下
が
る
の
で
、
施
主
が
許
容
す
る
程

度
の
こ
と
し
か
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
で
も
15
年
た
つ
と
緑
が
育
ち
、
素
晴

ら
し
い
成
果
が
目
に
見
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
宮
脇
さ
ん
が
民
間
の
分
譲

地
を
設
計
し
て
い
る
当
時
、
私
た
ち
は

建築家の宮脇檀さんは、東京郊外の分譲地の中に盛んに緑を植えて
いた。当時この仕事を理解する人は少なかったが、15年以上経って
から改めて見ると、宮脇さんの意図したことは実に先見の明があっ
た。一番下の写真は、ゴミの集積所。価格がつけられない基幹街路
などの緩衝地帯は、ディベロッパーにとって当初は無駄な空間と映
るかもしれないが、こうなってみると大変な付加価値を生む財産に
成長したことがわかるというものだ。
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屋内気候とまち内気候の調和

「
何
を
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ

て
見
て
い
ま
し
た
。
本
人
は
「
今
に
わ

か
る
」
と
思
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
今
、
緑
の
外
部
空
間
と
し
て
見

え
て
き
た
の
で
す
。

何
よ
り
も
良
い
外
部
空
間
と
い
う
の

は
緑
な
ん
で
す
。
蒸
発
散
と
日
射
を
遮

る
こ
と
で
、
地
表
の
温
度
は
目
立
っ
て

違
っ
て
き
ま
す
。
緑
覆
率
が
大
事
で
、

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
の
被
覆
は
な
る
べ
く

ゼ
ロ
が
一
番
い
い
。
駐
車
場
で
も
轍
だ

け
、
最
小
限
し
か
被
服
し
な
い
の
が
い

い
。雨

水
は
自
分
の
敷
地
の
土
に
返
す
こ

と
も
大
事
で
し
ょ
う
。
現
状
で
は
、
地

下
浸
透
は
減
る
一
方
で
す
。
雨
が
降
っ

て
も
都
市
下
水
に
流
し
込
み
、
飲
料
水

や
ト
イ
レ
に
使
う
水
は
遠
く
の
水
源
か

ら
持
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
ま
た
下
水
に

流
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
都
市
か
ら

排
出
さ
れ
る
水
量
は
相
当
な
量
に
な
る

の
に
、
地
面
は
ど
ん
ど
ん
乾
い
て
い
き

ま
す
。
こ
れ
で
は
、
良
質
な
「
ま
ち
内

気
候
」
が
生
ま
れ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ

ん
。例

え
ば
、
公
団
な
ど
に
よ
っ
て
計
画

的
に
作
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
よ
う

に
緑
地
が
広
い
所
は
、
ま
ち
内
気
候
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
大
き
い
で
す
よ
。
そ

の
よ
う
な
住
環
境
を
、
住
民
が
自
分
た

ち
で
経
営
す
る
と
い
う
時
代
が
や
っ
て

く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
に
住
む
か
が
大
切

先
日
、
ド
イ
ツ
に
行
っ
て
、
住
宅
を

建
て
る
場
合
の
必
要
最
小
敷
地
面
積
が

６
０
０
g
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
い

て
驚
き
ま
し
た
。
約
１
８
０
坪
で
す
ね
。

た
だ
ひ
と
つ
の
敷
地
の
中
に
２
軒
長
屋

が
あ
っ
て
も
い
い
し
、
数
戸
の
集
合
住

宅
で
も
構
わ
な
い
。
要
は
土
地
を
６
０

０
g
以
下
に
区
切
る
な
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
日
本
で
は
相
続
税
を
払
う
た
め

に
、
も
と
も
と
１
５
０
坪
あ
っ
た
屋
敷

を
６
つ
も
８
つ
も
に
切
り
分
け
て
、
鉛

筆
の
よ
う
な
三
階
建
て
の
建
売
住
宅
を

並
べ
る
よ
う
な
や
り
か
た
が
普
通
の
こ

と
で
す
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
で
す
。

ド
イ
ツ
の
や
り
方
だ
と
庭
が
ま
と
ま

り
緑
地
を
広
く
と
っ
て
、
屋
内
気
候
を

守
っ
て
く
れ
る
外
側
の
気
候
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
敷
地
内
に
降
っ
た

雨
水
を
、
土
に
返
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

大
き
な
木
が
生
え
て
い
て
も
、
落
ち
葉

を
掃
い
た
り
樋
が
詰
ま
っ
た
り
す
る
こ

と
に
煩
わ
さ
れ
な
く
て
も
い
い
だ
け
の

間
合
い
が
と
れ
ま
す
。
外
部
気
候
を
高

い
質
に
保
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
屋
内

に
入
っ
て
く
る
の
は
新
鮮
で
良
い
香
り

の
す
る
空
気
や
、
美
し
い
自
然
の
景
色

と
い
っ
た
良
質
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

日
本
の
よ
う
に
「
暑
い
か
ら
窓
を
開

け
た
ら
、
隣
の
家
が
見
え
て
し
ま
う
の

で
、
窓
は
開
け
な
い
」
と
い
う
ほ
ど
敷

地
が
狭
い
の
で
は
困
る
わ
け
で
す
。
こ

れ
で
は
「
家
の
中
の
気
候
を
ど
う
す
る

？
」
と
か
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
ど
う

す
る
の
？
」
と
問
わ
れ
て
も
、
選
択
肢

が
少
な
く
て
答
え
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

実
は
、
根
本
的
に
考
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
は
「
自
分
が
ど
う
暮
ら
す
か
」

で
は
な
く
「
ど
う
共
に
住
む
か
」
な
の

で
す
。
ど
う
い
う
友
達
を
つ
く
り
、
ど

う
い
う
地
域
社
会
を
つ
く
っ
て
、
ど
う

い
う
エ
ゴ
は
我
慢
し
て
、
ど
う
い
う
自

己
主
張
を
す
る
の
か
と
い
う
合
意
の
臨

界
点
を
探
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
ま
で
目
が
及
べ
ば
、
ド
イ
ツ
の
よ

う
に
多
く
の
人
が
広
い
敷
地
を
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
６
０
０
g
の
樹
木
で
覆
わ

れ
た
土
地
に
、
並
ん
だ
家
。
家
は
平
屋

で
も
、
集
合
住
宅
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。

適
度
の
セ
ン
ト
ラ
ル
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ

の
家
で
は
お
風
呂
に
入
る
よ
り
シ
ャ
ワ

ー
で
済
ま
せ
る
か
ら
水
と
熱
源
の
節
約

に
な
る
、
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。

室
内
が
一
定
温
度
に
保
た
れ
て
い
る
こ

と
で
、
体
が
冷
え
た
り
、
汗
を
か
い
た

り
し
な
い
た
め
、
湯
舟
に
浸
か
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
が
あ
ま
り
起
こ
ら
な
い

た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
セ
ン
ト
ラ
ル

ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
個
別
暖
房
よ
り
コ
ス

ト
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
余
計
に
か
か
る
と

考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
総
合
的
に
考

え
る
と
、
節
約
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
例
で
わ
か
る
よ
う
に
広
い
視
野
、

長
い
ス
パ
ン
で
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
判

断
し
て
い
く
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
住
ま

い
方
を
考
え
る
原
点
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
際
必
要
に
な
る
意
識
は
、
公

共
の
公
で
は
な
く
、
共
と
い
う
新
し
い

合
意
の
仕
方
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
長
い
目
で
見
た
ら

「
共
」
と
し
て
ど
ち
ら
が
得
か
と
、
い
う

視
点
が
大
切
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
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25

額
前面 後面頬

顎
頸
肩
胸
肩甲
上腹
背
腹
腰

手掌
手甲

足甲
足底

上腕

下腕

大腿

下腿

頸

肩

上腕

下腕

大腿

下腿

額
頬
顎

胸

上腹

腹

手掌

足甲

肩甲
背

腰

手甲

足底

温点・冷点の分布

温点冷点

家族

個人

国家

地域

宇宙

地球

人
間
環
境

心
理
反
応

生
理
反
応

感
覚
感
覚

知
覚
知
覚
感
覚

知
覚

人 工 環 境

社 会 環 境

自然環境

情報環境

人間を取り巻くさまざまな環境

18

皮
膚
に
は

水
を
感
じ
る
セ
ン
サ
ー
が
な
い

湿
度
と
服
の
関
係
を
お
話
を
す
る
前

に
申
し
上
げ
ま
す
が
、
人
間
の
皮
膚
に

「
水
を
感
知
す
る
セ
ン
サ
ー
」
が
な
い
こ

と
を
ご
存
じ
で
す
か
。

私
た
ち
の
皮
膚
に
は
温
覚
、
冷
覚
、

触
覚
、
圧
覚
、
痛
覚
な
ど
特
定
の
刺
激

を
感
受
す
る
点
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
皮
膚
上
に
直
径
１
mm
程
度
の

冷
た
い
刺
激
を
加
え
る
と
、
冷
た
い
と

感
じ
る
点
と
、
何
も
感
じ
な
い
点
が
存

在
し
ま
す
。
こ
の
冷
た
い
と
感
じ
る
点

を
冷
点
と
い
い
ま
す
。
冷
点
の
密
度
は

皮
下
に
分
布
す
る
知
覚
神
経
、
特
に
冷

刺
激
に
の
み
反
応
し
て
、
活
発
に
放
電

す
る
自
由
神
経
終
末
（
冷
受
容
器
）
の

分
布
密
度
と
関
係
し
、
一
般
に
顔
面
や

体
幹
部
で
は
密
度
が
高
く
、
冷
た
い
刺

激
に
高
い
感
受
性
を
示
す
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
ま
す
。
圧
覚
に
つ
い
て
は
、
皮

膚
に
圧
力
が
か
か
る
と
受
容
器
が
放
電

し
て
脳
に
受
圧
情
報
を
伝
え
る
の
で
す
。

こ
う
い
っ
た
仕
組
み
に
よ
っ
て
皮
膚

に
加
え
ら
れ
た
温
度
や
圧
力
は
感
じ
ま

す
が
、
水
を
感
じ
る
受
容
器
は
見
つ
か

っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
言
う
と
皆
さ
ん

と
て
も
驚
か
れ
て
、「
私
は
汗
を
か
い
た

と
き
に
肌
が
濡
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

ま
す
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
汗

が
肌
の
上
で
圧
覚
を
刺
激
し
た
り
、
汗

が
流
れ
落
ち
る
と
き
に
触
覚
を
刺
激
す

る
こ
と
で
、
経
験
的
に
「
汗
を
か
い
た
」

と
い
う
サ
イ
ン
が
脳
に
送
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

試
し
に
、
サ
ウ
ナ
に
入
っ
て
実
験
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。
目
を
つ
ぶ
っ
て
い

て
、
い
つ
汗
が
出
は
じ
め
た
の
か
、
わ

か
り
ま
す
か
？
　
つ
つ
つ
ー
っ
と
汗
が

流
れ
た
瞬
間
に
「
あ
っ
、
汗
が
出
て
い

る
」
と
わ
か
り
ま
す
が
、
汗
を
か
い
た

の
が
い
つ
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
は
ず

で
す
。

人
間
の
皮
膚
に
水
を
感
じ
る
セ
ン
サ

ー
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
思
議
な
こ

と
で
す
が
、
セ
ン
サ
ー
が
な
く
て
も
そ

の
ほ
か
の
複
合
的
な
サ
イ
ン
に
よ
っ
て

水
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
と

て
も
不
思
議
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

着
心
地
の
研
究

私
の
専
門
の
一
つ
は
被
服
衛
生
学
で

す
。
放
送
大
学
で
も
「
着
心
地
の
追
究
」

を
８
年
間
テ
ー
マ
に
し
て
き
ま
し
た
。

衣
服
を
単
に
モ
ノ
と
し
て
と
ら
え
れ

ば
、
戦
前
の
陸
軍
で
使
わ
れ
た
装
備
の

総
称
と
し
て
の
「
被
服
」、
演
劇
な
ど
の

仮
装
と
し
て
の
「
衣
裳
」
と
い
っ
た
呼

び
名
に
な
り
ま
す
し
、「
服
装
」
は
着
た

も
の
を
外
か
ら
見
た
と
き
の
呼
び
名
で

す
。「
服
装
」
と
い
う
と
着
て
い
る
人
の

人
格
的
な
要
素
を
感
じ
ま
す
ね
。
ま
た

「
衣
服
」
は
衣
食
住
の
衣
で
、
服
を
総
合

的
に
表
す
の
に
一
番
適
し
た
言
葉
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

衣服気候の風合い
一番身近な環境を整えること

田村照子
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1941年生まれ。お茶の水女子大学大学院家政学研究科修
士課程修了。医学博士。主な著書に『環境としての被服』
（朝倉書店）『衣環境の科学』（建帛社）。

左のグラフでは、皮膚の1ｃｍ2

の面積内に、温点、冷点がいく
つあるかを示している（温点、
冷点とも、薄い色で示したのは
身体の前面、濃い色で示したの
は身体の背面）。比べてみると、
温点より圧倒的に冷点が多いこ
とに驚かされる。どの部位にい
くつあるかということも表され
ていて、冷点が腰に多く分布す
ることからも、「腰が体の要」と
いわれ、守らなくてはならない
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衣服気候の風合い

人
が
服
を
着
た
状
態
は
、
中
に
空
気

を
含
ん
で
い
て
、
い
わ
ば
服
は
人
を
包

む
環
境
と
も
い
え
ま
す
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
私
は
衣
服
気
候
と
か
衣
環
境

と
表
現
し
て
い
ま
す
。
20
世
紀
後
半
か

ら
、
人
工
環
境
は
人
間
の
生
活
を
大
き

く
変
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
人

間
そ
の
も
の
の
形
態
、
生
理
、
心
理
特

性
は
急
激
に
は
変
化
し
ま
せ
ん
。
そ
の

ギ
ャ
ッ
プ
の
中
で
、
衣
服
の
果
た
す
役

割
は
一
層
大
き
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
従
来
に
も
増
し
て
、
環
境
と
人
間

特
性
と
の
関
係
に
軸
足
を
置
い
た
衣
服

研
究
、
衣
生
活
の
追
求
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

衣
環
境
と
し
て
衣
服
を
と
ら
え
る
と
、

着
心
地
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
熱
が
こ
も
る
」

「
汗
を
か
く
」
と
い
う
の
は
、
熱
学
的
な

要
素
で
す
。
ま
た
人
が
動
く
と
「
圧
力

が
か
か
る
」「
服
と
肌
が
触
れ
合
う
」

「
摩
擦
が
起
き
る
」
と
い
っ
た
力
学
的
な

捉
え
方
も
で
き
ま
す
。
汗
を
か
い
た
と

こ
ろ
に
微
生
物
が
発
生
し
て
、
臭
い
が

出
た
り
、
細
菌
に
よ
る
湿
し
ん
が
で
き

た
り
す
る
「
汚
れ
」
と
い
う
観
点
で
の

捉
え
方
も
あ
り
ま
す
。
大
ま
か
に
言
っ

て
、
汗
が
出
る
の
は
生
理
だ
け
れ
ど
、

出
た
汗
が
ど
う
な
る
か
は
物
理
の
問
題

で
す
。
衣
服
研
究
の
分
野
で
も
前
世
代

ま
で
は
、
こ
の
生
理
と
物
理
が
混
沌
と

し
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
こ
れ
を
整
理

し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
衣
服
研
究
の
可

能
性
が
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

人
間
の
生
理
は
個
々
で
差
が
あ
り
ま

す
し
、
感
じ
方
も
違
っ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
客
観
的
な
評
価
デ
ー
タ
を
出
す

た
め
に
は
、
サ
ー
マ
ル
マ
ネ
キ
ン
を
開

発
し
て
役
立
て
て
い
ま
す
。
こ
の
サ
ー

マ
ル
マ
ネ
キ
ン
は
、
皮
膚
の
上
に
置
か

れ
た
汗
が
ど
う
な
る
か
と
い
っ
た
こ
と

な
ど
、
い
わ
ば
身
体
の
外
で
起
き
て
い

る
こ
と
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
装

置
で
す
。

汗
の
大
切
な
役
割

湿
潤
感
と
湿
度
に
関
す
る
実
験
が
あ

り
ま
す
。
温
度
一
定
の
室
で
湿
度
の
み

を
上
昇
ま
た
は
下
降
さ
せ
た
と
き
の
、

湿
潤
感
と
湿
度
の
関
係
を
探
る
と
い
う

も
の
で
す
。
人
工
気
候
室
に
入
っ
て
実

験
を
し
ま
す
が
、
不
快
と
感
じ
る
の
は
、

体
温
が
下
が
ら
ず
蒸
れ
感
を
感
じ
た
と

き
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
室
温

25
度
の
設
定
で
す
と
、
汗
を
か
か
ず
、

室
の
温
度
が
上
昇
し
て
も
あ
ま
り
蒸
れ

感
は
感
じ
ま
せ
ん
。
身
体
の
中
で
つ
く

り
出
さ
れ
る
「
産
熱
」
と
身
体
の
外
へ

向
け
て
放
散
さ
れ
る
「
放
熱
」
の
バ
ラ

ン
ス
が
う
ま
く
取
れ
た
状
態
だ
か
ら
で

す
。人

間
は
汗
を
か
か
な
い
程
度
の
気
温

の
と
き
、
湿
度
と
関
係
な
く
快
適
と
感

じ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
30
度
を
越
え
た
時
点
か
ら
、

湿
度
と
不
快
の
相
関
性
が
高
ま
り
ま
す
。

暑
さ
を
感
じ
た
と
き
に
は
、
汗
を
か

い
て
、
汗
を
気
化
さ
せ
る
こ
と
で
潜
熱

を
奪
っ
て
身
体
を
冷
や
そ
う
と
し
ま
す

が
、
こ
の
と
き
、
室
の
温
度
が
高
く
な

っ
て
、
か
い
た
汗
が
気
化
し
に
く
く
な

る
と
、
蒸
れ
感
が
高
ま
っ
て
不
快
を
強

く
感
じ
る
の
で
す
。

汗
と
い
っ
て
も
、
体
を
流
れ
落
ち
る

汗
（
流
失
汗
）
や
衣
服
に
吸
収
さ
れ
て

そ
の
ま
ま
留
ま
る
汗
（
残
留
汗
）、
拭
き

取
っ
て
し
ま
っ
た
汗
は
、
体
熱
を
放
散

す
る
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
こ

れ
ら
の
汗
は
、
区
別
し
て
測
定
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
気
温
、
同
じ
湿

度
で
も
、
着
て
い
る
衣
服
の
素
材
に
よ

っ
て
快
、
不
快
の
感
じ
方
が
違
う
の
は
、

汗
が
身
体
を
冷
や
す
働
き
を
し
な
か
っ

た
場
合
で
す
。
つ
ま
り
汗
を
蒸
発
さ
せ

や
す
い
素
材
で
つ
く
ら
れ
た
衣
服
を
着

て
い
る
ほ
う
が
、
快
適
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

皆
さ
ん
、
吸
水
性
が
い
い
の
は
、
ど

ん
な
素
材
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
？
　
木

綿
と
い
う
人
も
い
る
し
、
ウ
ー
ル
だ
と

い
う
人
も
い
ま
す
ね
。
液
体
と
し
て
の

汗
の
分
子
は
大
き
く
、
蒸
発
す
る
と
き

の
汗
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、

吸
水
性
の
良
し
悪
し
だ
け
で
は
、
衣
服

の
素
材
と
し
て
適
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ウ
ー
ル

は
自
然
界
で
暮
ら
す
動
物
の
獣
毛
で
す

か
ら
揆
水
性
が
あ
っ
て
、
通
常
の
状
態

で
は
水
を
吸
い
ま
せ
ん
。
吸
湿
性
は
15

％
で
、
天
然
繊
維
の
中
で
は
一
番
吸
湿

最外層

夏

冬

最内層

快適 蒸し暑い
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外気の温湿度と快適衣服気候の関係（胸部）

皮膚面の蒸気圧

汗をかいたという自覚がな
くても、呼吸気道や皮膚か
らは、絶えず水分が蒸発し
ている。このような水分蒸
発を「不感蒸散」と呼び、
そのうちの30％が呼吸気道
から、70％が皮膚から行な
われる。不感蒸散では1ｇで
0.67Ｗ／時間（0.58kcal）の
体熱を放散する役割を果た
している。

縦軸に温度、横軸に湿度を
とったグラフで、快適と感
じるときの温度、湿度を調
べた実験データ。重ね着を
することでの感じ方の変化
も、表している。

身体から発した熱は、伝導、対流、放射、蒸発の4つの
物理的な方法で、環境（人間を取り巻く外界）へ移動
していく。

18～20ページの図版はすべて『衣環境の科学』（田村照子編著　建帛
社、2004）の図版を参考に作図しました。
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性
の
い
い
素
材
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
汗
を
か
い
て
も
蒸
れ
に
く

く
、
雨
や
水
に
は
濡
れ
に
く
い
性
質
を

持
つ
の
で
保
温
性
が
高
く
、
寒
冷
地
の

衣
服
素
材
と
し
て
は
大
変
適
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ち
な
み
に
木
綿
の
吸
湿
性
は
8.5
％
、

ナ
イ
ロ
ン
は
4.5
％
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
は

0.4
％
で
す
。
木
綿
は
肌
触
り
が
よ
く
、

汗
を
よ
く
吸
収
す
る
の
で
肌
着
な
ど
に

は
最
適
で
す
が
、
吸
水
性
が
よ
く
乾
き

に
く
い
た
め
、
寒
い
と
き
に
濡
れ
る
と

体
温
が
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ

で
も
肌
触
り
、
耐
久
性
、
洗
え
る
こ
と
、

生
産
性
な
ど
総
合
的
に
考
え
て
、
私
は

木
綿
は
現
在
で
も
大
変
優
れ
た
素
材
で

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

吸
湿
性
の
低
い
ナ
イ
ロ
ン
や
ポ
リ
エ

ス
テ
ル
の
衣
服
を
、
蒸
し
暑
い
時
期
に

普
段
の
生
活
で
着
て
い
た
ら
、
べ
た
べ

た
と
肌
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
我
慢
で
き

な
い
ほ
ど
不
快
に
感
じ
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
特
殊
な
吸
水
加
工
を
し
た
ポ

リ
エ
ス
テ
ル
は
、
汗
を
保
持
せ
ず
に
う

ま
く
放
散
さ
せ
る
優
れ
た
素
材
と
し
て

広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

最
近
の
サ
ッ
カ
ー
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
化

学
繊
維
に
な
っ
て
い
る
の
に
は
、
こ
う

し
た
理
由
が
あ
り
ま
す
。
生
理
的
に
か

い
た
汗
を
、
衣
服
が
積
極
的
に
放
熱
さ

せ
る
よ
う
な
加
工
法
を
開
発
し
て
、
素

材
の
可
能
性
を
高
め
て
い
る
の
で
す
。

汗
が
出
て
く
る
汗
腺
（
能
動
汗
腺
）

は
、
生
後
２
歳
半
ま
で
に
数
が
決
定
し

ま
す
。
で
す
か
ら
暑
い
地
域
に
生
ま
れ

育
っ
た
人
は
、
寒
冷
地
の
人
よ
り
汗
腺

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
意

味
か
ら
も
、
空
調
に
よ
る
気
温
、
湿
度

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
人
工

環
境
は
、
人
間
の
生
理
的
能
力
に
も
、

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

蒸
し
暑
さ
に
対
す
る

対
処
の
仕
方
＝
文
化

現
在
の
市
販
衣
服
の
布
地
は
、
厚
さ

を
調
整
す
る
こ
と
で
、
気
候
に
対
処
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
日

本
の
伝
統
的
衣
服
を
調
べ
る
と
、
布
地

の
厚
さ
で
は
な
く
通
気
性
の
あ
る
無
し

に
よ
っ
て
、
季
節
に
対
処
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
着
物
の
形
は
一
年

を
通
じ
て
同
じ
で
す
か
ら
、
布
地
の
織

り
方
、
重
ね
着
、
綿
入
れ
な
ど
に
よ
っ

て
調
整
す
る
知
恵
が
あ
り
ま
し
た
。
私

は
こ
う
し
た
対
処
の
仕
方
こ
そ
、「
文
化
」

と
呼
べ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

上
布
じ
ょ
う
ふ

（
苧
麻
か
ら
む
し

）、
絽ろ

や
紗し
ゃ

（
絹
）
は
糸

間
の
隙
間
が
大
き
く
、
通
気
性
、
透
湿

性
に
富
み
、
吸
湿
、
吸
水
性
、
乾
燥
性

に
優
れ
て
お
り
、
張
り
が
あ
る
た
め
肌

に
ま
と
わ
り
つ
か
な
い
と
い
う
、
高
温

多
湿
の
日
本
の
夏
の
風
土
に
ぴ
っ
た
り

な
織
り
地
で
す
。
木
綿
が
入
っ
て
く
る

ま
で
は
、
韓
国
も
日
本
も
麻
の
文
化
圏

で
し
た
。

日
本
人
は
、
基
本
的
に
は
「
家
」
に

30゜

40゜

気温

蒸気圧0 10 20 30 40mmHg

20゜

10゜

0゜

10 20 30 4050
7060
90
100%

バリ

インド

ラオス

韓国

湿度

アジアの民族服と
気候適応域

サーマルマネキンに民族
服を着せて、気温による
身体からの熱放散を調べ、
各民族服がどのような気
候条件に適応しているか
を表している。

人体からは、絶えず水分が蒸発している。これらの水分が衣服によって妨げられる
と、衣服内の湿度が上昇する。衣服内の湿度が上がると湿潤感を強く感じる。人体
からの水分蒸発（汗の放散）は、衣服の素材に大きく左右され、その経路を模式的
に示したのが下図である。

0湿潤感

時間（分） 時間（分）
25 30 35 40 25 30 35 40

-10%

0%

10%

20%

30%

1

2湿潤

衣服内相対湿度変化

やや湿潤

ポリエステル

ウール

ナイロン
ナイロン

ポリエステル

綿 綿

運動運動

ウール

湿潤感と衣服内湿度の変化

皮膚 布地繊維

開口部

気相水分

液相水分

吸湿

放湿 蒸発汗

流失汗

残留汗

透湿
放湿

吸水

発　汗

不感蒸散

汗の放散経路

こし
Stiffness

弾力性。衣服が身体にまとわりつかず、
適度な空間を作る。
形態の保持性、動的な美しさ。

ぬめり
Smoothness

肌触りの良さ。ソフト感。肌を傷めない。
快適感に大きく関与する。

ふくらみ
Fullness & Softness

空気の保有と流れ。
伸びやかさ。肌触り。

しゃり
Crispness

布と肌との密着を断つ。
涼感をもたらす。

はり
Anti-drape stiffness

空間を作る。
涼しさ。動きやすさ。

きしみ
Scrooping feeling

きしむ感覚。
絹織りものがこの感覚を強く持っている。

しなやかさ
Flexibility with soft feeling

柔らかく、ドレープ性を加味し、
触って滑らかな感覚を含んだ総合風合い。

ソフトさ
Soft feeling

かさ高さ、曲げ柔らかさ、滑らかさの混じったソフト感。
すなわち、しゃり感が少なく、軽くて、膨らみとぬめりが高く、
こし・はりが弱いようなものの感覚。準基本風合い。

布の基本風合いと衣服着用性能
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衣服気候の風合い

対
し
て
吉
田
兼
好
が
言
っ
た
よ
う
に

「
夏
を
も
っ
て
旨
と
す
べ
し
」に
通
じ
る
、

風
の
道
が
通
る
服
を
つ
く
り
上
げ
ま
し

た
。
襟
元
を
ゆ
っ
た
り
と
着
つ
け
、
袖

口
、
裾
か
ら
風
が
抜
け
ま
す
。
そ
れ
だ

け
で
は
足
り
ず
に
、
脇
に
ま
で
身
八
つ

口
と
い
う
風
穴
を
つ
け
ま
し
た
。

イ
ン
ド
人
は
布
を
水
で
濡
ら
し
て
気

化
蒸
発
を
放
熱
に
利
用
し
ま
す
。
蒸
し

暑
さ
に
も
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
各
々
、
長
い
歴
史
の
中
で

つ
く
り
上
げ
て
き
た
民
族
衣
装
が
、
地

域
固
有
の
衣
服
文
化
を
育
ん
で
き
た
の

で
す
。

逆
に
寒
い
地
域
に
あ
っ
て
は
人
間
の

適
応
力
の
た
く
ま
し
さ
に
感
心
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
の

山
岳
地
帯
は
結
構
寒
さ
が
厳
し
い
の
で

す
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
厚
着
を
し
な
い
で

し
の
い
で
い
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
で
訪
れ
た
村
で
は
、
刺
繍
を
施
し
た

円
形
の
ス
カ
ー
ト
が
洗
濯
物
と
し
て
干

さ
れ
て
い
て
、
一
見
に
値
す
る
美
し
い

景
色
と
し
て
、
私
の
記
憶
に
い
つ
ま
で

も
残
っ
て
い
ま
す
。

文
化
と
し
て
の
衣
服
は

常
に
変
化
し
て
い
る

し
か
し
現
在
残
っ
て
い
る
形
が
、
必

ず
し
も
伝
統
的
な
民
族
服
で
は
な
い
場

合
が
結
構
多
い
の
で
、
誤
解
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
の
現
在
の
ア

オ
ザ
イ
は
１
７
４
４
年
に
即
位
し
た
グ

エ
ン
・
フ
ッ
ク
・
コ
ア
ッ
ト
王
が
、
南

部
の
式
典
や
文
化
の
改
革
に
着
手
し
、

中
部
地
方
の
女
性
の
衣
服
デ
ザ
イ
ン
を

応
用
し
て
誕
生
さ
せ
た
、
比
較
的
新
し

い
民
族
服
で
す
。
ア
オ
ザ
イ
と
い
う
の

は
長
い
上
衣
と
い
う
意
味
で
、
ア
オ
ザ

イ
と
ズ
ボ
ン
の
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
の
後

も
全
国
統
一
と
い
う
政
治
的
な
思
惑
に

利
用
さ
れ
な
が
ら
、
西
洋
文
化
と
も
調

和
し
な
が
ら
現
在
の
形
を
つ
く
り
上
げ

て
き
ま
し
た
。

か
く
い
う
日
本
の
着
物
も
、
今
の
よ

う
な
外
出
着
、
礼
服
の
よ
う
な
着
つ
け

が
定
着
し
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と

で
す
。
幅
の
広
い
帯
を
胸
の
高
い
位
置

で
締
め
上
げ
て
風
の
通
り
を
塞
い
で
い

ま
す
し
、
現
在
の
和
服
か
ら
は
「
風
の

道
が
通
る
服
」
と
い
う
姿
は
、
な
か
な

か
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

こ
の
よ
う
に
民
族
服
と
い
っ
て
も
、

衣
服
の
ス
タ
イ
ル
は
時
代
や
背
景
に
よ

っ
て
、
常
に
変
化
し
て
い
る
の
で
す
。

最
近
は
夏
に
浴
衣
が
流
行
し
て
い
て
、

若
い
人
が
思
い
切
り
短
い
丈
で
着
こ
な

し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
声
も
あ
り

ま
す
が
、
民
族
服
が
ま
っ
た
く
顧
み
ら

れ
な
く
な
る
よ
り
は
、
そ
の
時
代
の
感

性
で
ア
レ
ン
ジ
し
な
が
ら
着
続
け
ら
れ

る
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
の

帯
を
強
調
し
た
和
服
の
着
つ
け
方
も
、

室
町
時
代
の
小
袖
姿
か
ら
考
え
れ
ば
、

ず
い
ぶ
ん
変
化
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

私
は
見
返
り
美
人
図
の
小
袖
姿
が
好

き
で
、
若
い
人
に
も
っ
と
和
服
を
着
て

も
ら
う
に
は
、
元
禄
袖
の
小
袖
に
半
幅

帯
な
ど
、
活
動
し
や
す
い
よ
う
な
着
つ

け
方
に
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
年
の
夏
に
話
題
に
な
っ
た
ク
ー
ル

ビ
ズ
も
、
10
年
以
上
前
か
ら
提
案
し
続

け
て
き
た
こ
と
で
、
や
っ
と
日
の
目
を

見
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

で
も
人
間
は
自
分
の
快
適
性
の
た
め
だ

け
に
生
き
ら
れ
な
い
生
き
物
で
す
か
ら
、

背
広
や
ネ
ク
タ
イ
は
社
会
の
あ
る
階
層

に
属
し
て
い
る
と
い
う
安
心
感
の
た
め

に
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
装
う
こ
と
は
、

社
会
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
と
同
義
語

な
の
で
す
。
で
す
か
ら
地
球
環
境
の
た

め
に
と
か
、
暑
さ
対
策
と
し
て
と
い
う

理
由
だ
け
で
は
、
な
か
な
か
あ
の
上
着

と
ネ
ク
タ
イ
を
男
性
か
ら
外
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

そ
し
て
、
今
年
の
夏
の
提
案
に
多
く

の
人
が
賛
同
し
た
の
は
、
ス
タ
イ
ル
の

提
案
で
は
な
く
、
考
え
方
の
提
案
が
受

け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
何

年
か
前
の
省
エ
ネ
ル
ッ
ク
と
し
て
袖
を

切
っ
た
サ
フ
ァ
リ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
よ
う

な
上
着
に
は
、
ま
っ
た
く
後
に
続
く
人

が
現
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
証

明
し
て
い
ま
す
。

ま
た
放
熱
の
た
め
の
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー

の
役
割
を
果
た
す
足
を
、
革
靴
で
包
む

こ
と
や
め
れ
ば
、
も
っ
と
快
適
な
は
ず

で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
女
性
が
夏
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インドネシア
（バリ島）

インド

アジア各地の
温度と湿度

グラフの縦軸は温度、横軸は
湿度で、月平均の温度と湿度
を月順に結んでいる。このク
リモグラフは各地の季節ごと
の気候の動きを理解するのに
役立つグラフだ。
東京の場合、季節ごとの温度
差が激しく、湿度もそれなり
に変化していることを表して
いる。つまり、1年を通した
気候変動の激しい地域（季節
感がはっきりしている）とい
うことである。逆にインドネ
シア（バリ）では、高温、多
湿で一年中が平均しているこ
とがわかる。
本文中にあるように、インド
で濡らした布の気化熱を利用
して体温を下げるという方法
が効果的であることは、クリ
モグラフが示す高温、乾燥地
域という特性が証明してくれ
る。
左図は『アジアの風土と服飾文化』
（道明三保子、田村照子共著、日本放
送出版協会 2004）の図版を参考に作
図しました。
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に
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
い
る
の
は
、
男

性
に
と
っ
て
さ
ぞ
か
し
う
ら
や
ま
し
い

こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

生
活
者
が

意
識
を
高
め
る
こ
と
も
大
切

素
材
の
性
質
の
と
こ
ろ
で
も
お
話
し

し
ま
し
た
が
、
同
じ
素
材
で
も
糸
加
工

の
方
法
や
織
り
方
で
機
能
が
変
わ
る
よ

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
機
能
を
持

っ
た
素
材
の
開
発
が
、
大
変
な
速
度
で

行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

ハ
イ
テ
ク
技
術
の
応
用
は
、
繊
維
、

糸
、
布
を
飛
躍
的
に
変
化
さ
せ
ま
し
た
。

２
０
０
５
年
の
東
京
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

も
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
工
学
」
と
い
う
分

野
で
環
境
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
Ｉ
Ｔ
と

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
に
つ
い
て
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
す
。

新
聞
紙
上
に
も
紹
介
さ
れ
た
１
着
何

億
円
と
い
う
宇
宙
服
は
、
自
分
の
出
し

た
汗
や
排
泄
物
を
循
環
さ
せ
て
生
命
を

維
持
で
き
る
機
構
な
ど
、
１
着
の
服
が

地
球
と
同
じ
よ
う
な
働
き
を
実
現
す
る

よ
う
に
な
り
、
衣
服
は
か
つ
て
な
い
ほ

ど
の
可
能
性
を
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
捨
て
て
し
ま
っ
た
文
化
を

再
評
価
し
て
、
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
の

す
べ
て
を
肯
定
し
て
い
い
の
か
、
と
い

う
考
え
方
も
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
快

適
性
を
求
め
る
結
果
と
し
て
、
高
気
密
、

高
断
熱
の
家
に
住
み
、
エ
ア
ー
コ
ン
デ

ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
さ
れ
た
環
境
で
生
き
る

素材の技術革新、というと機能面のハイテク化ばかりを思い浮かべがちである。
しかし、実際のテキスタイルの世界では、ハイテクを造形にも生かし、多彩な
開発がなされている。その一例として、写真上の「たなばた」はポリエステル
の熱可塑性とオーガンジーという織りの性質を利用して、常温では落ちないプ
リーツ（ひだ）と転写プリントによる繊細なグラデーションを実現したもの。
手加工で切れ目を入れて、風が通る涼し気な布を完成させた。右は同じ手法で
切れ目を入れないタイプの「折り紙プリーツ」。その他、廃電話線を利用して、
縦糸に綿、横糸に銅線を使ったり（下左）、ステンレスを束にしてつくった繊維
で平織りした布をバーナーで焼いた布（下右、試作品）など、従来では考えら
れなかった方法や素材で布づくりが行なわれている。
撮影協力／NUNO
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こ
と
を
前
提
と
し
た
衣
環
境
を
追
求
し

続
け
る
こ
と
が
、
本
当
に
本
来
の
姿
な

の
か
、
と
い
う
疑
問
も
上
が
っ
て
き
て

い
る
の
で
す
。

私
た
ち
日
本
人
は
、
や
は
り
夏
の
蒸

し
暑
さ
を
し
の
ぐ
こ
と
に
意
識
が
集
中

し
が
ち
で
す
が
、
今
夏
の
ク
ー
ル
ビ
ズ

の
こ
と
を
知
っ
た
カ
ナ
ダ
人
が
大
変
感

心
し
て
、「
我
々
は
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
を
真

剣
に
検
討
し
な
け
れ
ば
」
と
言
っ
て
い

た
こ
と
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
家
の

衣服気候の風合い

つ
く
り
や
エ
ア
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン

グ
で
快
適
性
を
調
節
す
る
の
で
は
な
く
、

着
て
い
る
衣
服
に
よ
っ
て
対
応
す
る
と

い
う
発
想
は
、
ク
ー
ル
ビ
ズ
を
知
る
ま

で
考
え
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

私
は
こ
う
し
た
発
想
の
転
換
も
、
や
せ

我
慢
で
は
な
く
、
格
好
よ
く
、
楽
し
ん

で
や
る
こ
と
で
、
一
時
の
流
行
で
終
わ

ら
せ
ず
長
く
続
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

新
技
術
と
生
活
者
の
意
識
と
い
う
両

面
が
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
く
こ
と
の

重
要
性
を
、
私
は
卒
業
研
究
で
指
導
し

た
教
え
子
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

お
む
つ
の
研
究
は
、
乳
児
だ
け
で
な

く
高
齢
化
社
会
に
向
か
う
に
あ
た
っ
て

の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
お

む
つ
の
研
究
を
し
た
い
と
い
う
学
生
に
、

私
は
「
快
適
な
お
む
つ
の
開
発
を
テ
ー

マ
に
し
た
ら
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
し

た
。
し
ば
ら
く
し
て
「
先
生
、
私
は
快

適
な
お
む
つ
の
研
究
は
し
た
く
あ
り
ま

せ
ん
」
と
そ
の
学
生
が
言
っ
て
き
た
と

き
に
は
、
真
意
を
す
ぐ
に
理
解
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

現
在
の
紙
お
む
つ
は
、
排
泄
物
の
水

分
を
特
殊
な
シ
ー
ト
を
通
し
て
内
側
に

あ
る
吸
水
体
に
吸
い
込
ま
せ
ま
す
か
ら
、

肌
は
サ
ラ
ッ
と
し
て
不
快
感
を
感
じ
な

い
よ
う
に
で
き
て
い
ま
す
。
水
が
皮
膚

に
点
で
接
す
る
こ
と
を
、
特
殊
シ
ー
ト

が
可
能
に
し
て
る
の
で
す
。
し
か
し
、

い
く
ら
肌
が
サ
ラ
ッ
と
し
て
い
て
不
快

感
が
な
く
て
も
、
排
泄
物
が
そ
こ
に
あ

る
以
上
、
時
間
が
た
て
ば
細
菌
が
発
生

し
、
お
む
つ
か
ぶ
れ
が
起
き
た
り
し
ま

す
。
だ
か
ら
、
ど
れ
く
ら
い
の
間
隔
で

お
む
つ
換
え
を
す
る
の
が
適
当
な
の
か

を
調
べ
た
い
、
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ

は
介
護
者
の
都
合
で
は
な
く
、
介
護
さ

れ
る
側
を
主
体
に
お
い
た
、
と
も
す
る

と
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
本
来
の
姿
勢
で
す
。

結
局
、
こ
の
学
生
は
自
分
を
実
験
台
に

し
て
お
む
つ
の
中
の
排
泄
物
が
ど
れ
く

ら
い
た
つ
と
細
菌
を
発
生
さ
せ
る
の
か
、

文
字
ど
お
り
身
体
を
張
っ
て
デ
ー
タ
を

集
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
２
、
３
時

間
で
細
菌
発
生
が
見
ら
れ
、
現
在
お
む

つ
交
換
を
６
時
間
お
き
に
し
て
い
る
施

設
が
あ
る
こ
と
は
、
介
護
さ
れ
る
人
に

と
っ
て
は
問
題
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
し
た
。

技
術
革
新
は
、
人
類
に
多
く
の
恩
恵

を
与
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

技
術
革
新
が
誰
の
た
め
に
、
何
の
た
め

に
、
と
い
う
こ
と
が
置
き
去
り
に
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
技
術

革
新
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
使
う
側
の

意
識
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
よ
く

理
解
し
て
正
し
く
利
用
す
る
た
め
に
は
、

情
報
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
小
・

中
学
校
、
高
等
学
校
で
の
家
庭
科
の
授

業
は
、
現
在
は
食
が
中
心
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
も
っ
と
住
と
衣
に
も
目
を
向

け
な
い
と
、
せ
っ
か
く
の
技
術
革
新
が

生
活
に
生
か
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。

錦絵「虫篭を持つ母子」鈴木春信
母親の顔には、この時代の美人像である、瓜実型の
顔、引目、鉤鼻が象徴的に表現されている。手足や
口を異常に小さく描き、少女のように見せるのも、
身体の存在感を嫌った日本人の美意識によるもの
だ。細い縞の紬は、当時生産量が少なく、最先端の
ファッションであり、財力のあった家の妻子である
ことが伺える。ゆったりと着物を羽織り、弛緩した
ような表情を見せているのは鈴木春信の画風である
が、それを理解してなお、現代人の目には着付けや
姿勢の脱力感に驚きを覚える。真夏の昼下がり、ゆ
るりと着こなした着物が、かつては「風の通る道」
を持った衣服であったことを思い出させてくれる。

鈴木春信　すずきはるのぶ
1725年（享保10）～1770年（明和7年）江戸中期の
浮世絵師。細身、可憐で繊細な表情の女性像で知ら
れる。上方で西川祐信に学び、のちに江戸に出て
1756年（宝暦6）ごろから作画を始める。1765年
（明和2）、江戸の文化人の間で絵暦が流行し、多色
摺版画が完成する。現在では浮世絵と錦絵を同義語
と思いがちだが、錦絵は浮世絵版画の種類の一つ。
春信の作品は錦のように美しいということで、錦絵
と呼ばれるようになった。春信の絵暦は評判を呼び、
没年までの5年間で後世にまで大きな影響を及ぼす
一時代を築いた。近所の住人であった平賀源内にも、
多色摺版画の方法について示唆を受けたといわれて
いる。
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化
粧
品
も
機
能
化
の
時
代

現
在
の
化
粧
品
は
、
昔
か
ら
比
べ
る

と
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
り
、

カ
タ
カ
ナ
用
語
が
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。

１
９
８
０
年
代
後
半
に
な
る
と
、
生

体
由
来
の
高
分
子
ポ
リ
マ
ー
が
、
バ
イ

オ
技
術
で
人
工
的
に
つ
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
分
が
、

化
粧
品
の
機
能
化
を
促
進
し
ま
し
た
。

例
え
ば
ヒ
ア
ル
ロ
ン
酸
は
、
水
分
保

持
や
調
節
を
行
な
う
真
皮
の
組
織
の
ひ

と
つ
。
水
分
を
大
量
に
保
持
す
る
性
質

の
た
め
に
、
皺
を
防
ぎ
、
肌
の
老
化
を

防
止
す
る
働
き
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
ほ
か
に
も
水
溶
性
コ
ラ
ー
ゲ

ン
は
、
真
皮
内
の
水
分
保
持
能
力
を
促

進
し
、
弾
力
を
持
続
さ
せ
て
皺
を
防
ぐ

と
い
わ
れ
た
り
、
角
質
層
の
細
胞
ど
う

し
を
接
着
し
て
い
る
細
胞
間
脂
質
の
主

成
分
で
あ
る
セ
ラ
ミ
ド
も
注
目
を
集
め

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
機
能
性
成
分
を

謳
う
傾
向
は
、
他
と
の
差
別
化
の
た
め

に
、
化
粧
品
メ
ー
カ
ー
間
で
、
一
層
積

極
的
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
肌
の
保
湿

に
関
心
が
高
ま
っ
た
背
景
に
は
、
こ
う

し
た
機
能
化
の
促
進
が
あ
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
傾
向
は
、「
サ
ラ
ッ
と

し
て
し
っ
と
り
」
と
い
う
官
能
面
で
の

特
質
で
す
。「
サ
ラ
ッ
と
し
て
し
っ
と
り
」

と
い
う
感
触
を
大
切
に
す
る
の
は
、
日

本
独
自
の
特
徴
で
し
ょ
う
。

日
本
人
の
肌
は
、
高
湿
度
の
た
め
に

肌環境を司る

化粧
け わ い

文化

村田孝子
むらたたかこ

ポーラ文化研究所

主任研究員

き
れ
い
だ
と
か
質
が
よ
い
、
と
一
般
的

に
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ

と
を
裏
付
け
る
具
体
的
な
デ
ー
タ
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
本
海
側
の
東

北
部
出
身
者
に
美
人
が
多
い
と
い
わ
れ
、

日
照
時
間
が
少
な
い
こ
と
で
紫
外
線
に

よ
る
肌
の
ダ
メ
ー
ジ
が
少
な
い
こ
と
が

一
因
と
考
え
ら
れ
る
節
も
あ
り
ま
す
。

冬
の
乾
燥
時
と
湿
気
の
多
い
梅
雨
時

で
は
、
圧
倒
的
に
後
者
の
ほ
う
が
肌
の

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
良
い
と
い
う
デ
ー

タ
が
あ
り
ま
す
。
紫
外
線
さ
え
気
を
つ

け
れ
ば
、
湿
度
が
高
く
、
適
度
な
皮
脂

の
分
泌
量
が
あ
る
こ
と
は
、
肌
に
と
っ

て
良
い
環
境
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
最
近
の
オ
フ
ィ
ス
で
は
、
エ

ア
コ
ン
に
よ
る
乾
燥
や
ス
ト
レ
ス
が
肌

を
傷
め
る
要
素
と
も
な
っ
て
お
り
、
日

本
人
の
肌
環
境
も
従
来
ど
お
り
と
は
い

え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た

悪
条
件
も
、
化
粧
品
を
機
能
化
に
向
か

わ
せ
保
湿
に
関
心
が
集
ま
る
要
因
の
一

つ
で
し
ょ
う
。
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肌環境を司る化粧文化

情
報
発
信
は
遊
女
や
役
者
か
ら

一
時
期
は
、
化
粧
品
メ
ー
カ
ー
の
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
で
提
案
し
た
商
品
、
４
月

に
は
新
社
会
人
向
け
の
口
紅
が
、
秋
に

は
ア
イ
シ
ャ
ド
ー
が
よ
く
売
れ
た
と
い

い
ま
す
。

し
か
し
、
ア
イ
シ
ャ
ド
ー
や
マ
ニ
キ

ュ
ア
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
は
夜
の
化

粧
な
ど
と
美
容
本
に
は
書
か
れ
、
一
般

の
化
粧
品
と
し
て
市
民
権
を
得
た
の
は
、

高
度
経
済
成
長
期
に
入
っ
た
昭
和
40
年

代
か
、
も
う
少
し
後
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
、
化
粧
や
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
の

流
行
を
発
信
し
て
い
た
の
は
遊
女
や
役

者
と
い
っ
た
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
し
た
。

ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
で
い
え
ば
、

平
安
中
期
か
ら
ず
っ
と
垂
髪
だ
っ
た
も

の
が
、
江
戸
時
代
に
結
い
上
げ
る
ス
タ

イ
ル
が
遊
女
か
ら
流
行
し
て
、
上
流
階

級
か
ら
庶
民
に
ま
で
広
ま
り
ま
し
た
。

欧
米
や
中
国
で
は
宮
廷
や
貴
族
か
ら

流
行
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
前
述
し

た
よ
う
に
日
本
で
は
遊
女
や
役
者
が
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
し
た
。
例
え

ば
、
勝
山
髷ま
げ

と
い
う
髪
型
が
あ
り
ま
す

が
、
承
応
か
ら
明
暦
（
１
６
５
２
〜
５

７
年
）
に
か
け
て
、
江
戸
吉
原
の
遊
女

勝
山
が
結
い
始
め
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

遊
女
や
役
者
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ

ー
に
な
る
と
い
う
の
は
、
宮
廷
の
王
族

や
貴
族
か
ら
化
粧
の
流
行
が
生
み
出
さ

れ
、
一
般
に
広
が
っ
て
い
っ
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
と
は
流
れ
が
逆
と
な
り
、
面
白
い

現
象
で
す
。

流
行
と
い
っ
て
も
、
西
と
東
と
で
は

違
い
ま
す
。
現
在
で
も
、
祇
園
の
舞
妓

さ
ん
と
新
橋
の
芸
者
さ
ん
と
で
は
鬢び
ん

や

た P

ぼ P

の
形
が
違
っ
て
い
ま
す
。
祇
園
で

は
福
髷
と
呼
ば
れ
る
、
髷
が
大
き
く
た P

ぼ P

が
短
い
丸
い
感
じ
の
結
い
方
を
し
ま

す
。
新
橋
の
方
は
島
田
で
、
た P

ぼ P

を
長

め
に
取
る
し
、
左
右
へ
の
鬢
の
張
り
出

し
も
広
く
し
ま
す
。
か
つ
て
東
西
の
境

界
は
岡
崎
と
い
わ
れ
、
名
古
屋
は
西
に

属
す
る
と
さ
れ
ま
す
。

色
白
志
向

古
今
東
西
、
色
白
が
も
て
は
や
さ
れ

た
の
は
、
単
に
美
し
い
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
太
陽
の
下
で
労
働
を
す
る
必

要
が
な
い
階
級
に
属
す
る
と
い
う
、
階

級
意
識
の
延
長
だ
と
思
い
ま
す
。
深
窓

の
令
嬢
は
あ
ま
り
日
焼
け
す
る
こ
と
は

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
階
級
意
識
は
西
洋
で
も
同
じ
で
、

色
白
を
強
調
す
る
た
め
に
、
首
筋
な
ど

に
ブ
ル
ー
ペ
ン
シ
ル
で
静
脈
を
描
く
と

い
う
手
の
込
ん
だ
こ
と
ま
で
し
ま
し
た
。

日
本
で
長
い
こ
と
続
い
て
き
た
色
白

志
向
で
す
が
、
白
粉
お
し
ろ
い

も
紅
も
控
え
目
に

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
江
戸
よ
り
京
阪
の
ほ
う
が
化
粧
が

濃
く
、
洗
髪
回
数
も
少
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。
宮
廷
に
近
い
分
、
伝
統
を
重
ん

じ
保
守
的
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

白
一
辺
倒
だ
っ
た
白
粉
に
色
白
粉
が

登
場
し
た
の
は
、
明
治
の
末
ご
ろ
か
ら

で
す
。
当
時
は
肌
色
と
は
い
わ
ず
、
肉

色
な
ど
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
紅
は
紅

花
か
ら
と
っ
た
も
の
が
使
わ
れ
、
抽
出

量
が
大
変
少
な
か
っ
た
の
で
高
価
で
し

た
。
容
器
も
紅
猪
口

べ
に
ち
ょ
こ

な
ど
に
ほ
ん
の
少

し
入
っ
た
紅
を
大
事
に
大
事
に
使
っ
て

い
ま
し
た
。
大
正
に
な
っ
て
本
格
的
に

口
紅
が
合
成
で
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
色
数
も
増
え
、
や
が
て
ス
テ
ィ
ッ

ク
状
の
も
の
も
開
発
さ
れ
て
い
き
ま
し

た
。
顔
は
白
く
唇
は
赤
、
と
い
う
画
一

的
な
化
粧
法
は
、
や
が
て
個
人
の
好
み

や
肌
合
い
に
合
わ
せ
て
多
様
化
し
て
い

く
の
で
す
。

前
田
美
波
里
さ
ん
や
夏
目
雅
子
さ
ん

の
化
粧
品
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
、
真
っ
黒

に
日
焼
け
し
た
健
康
美
が
流
行
し
た
時

代
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
ま
た
紫
外
線

の
害
が
い
わ
れ
出
し
て
、
再
び
色
白
志

向
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
美
白

が
い
わ
れ
る
一
方
で
、
日
焼
け
サ
ロ
ン

も
相
変
わ
ら
ず
隆
盛
で
す
か
ら
、
昔
と

違
っ
て
多
様
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。

大
正
時
代
に
入
っ
て
女
性
の
社
会
進

出
が
進
む
と
、
短
時
間
で
手
際
よ
く
で

き
る
化
粧
法
、
化
粧
崩
れ
が
し
な
い
、

化
粧
崩
れ
し
た
と
き
に
手
軽
に
直
せ
る
、

と
い
っ
た
機
能
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
夜
の
手
入
れ
は
５
分
か

ら
10
分
、
朝
の
化
粧
は
３
分
、
昼
間
の

化
粧
直
し
は
１
分
と
い
う
よ
う
な
極
端

右ページ：「美艶仙女香」渓斎英泉（1818～
30年　文政ころ）「志きぶ」という名入りの刷
毛を使って、白粉を伸ばす芸者は、髪を「つぶ
し島田」という髪型に結い上げ、簪（かんざし）、
笄（こうがい）、手絡（てがら）といった飾り
物を挿している。ちなみに「志きぶ」という刷
毛は筆の老舗が売り出して、全国的に有名にな
ったという。（ポーラコレクション）

『化粧眉作口傳』水嶋流の書
（1762年　宝暦12）
江戸時代に成立した礼法の一つ、
水嶋流の眉化粧の書。
（ポーラコレクション）

明治末期の東京では、薄肉、中肉、厚肉、
上製、両国形、老松形などと呼ばれる数多
くの丸髷形があったようだ。丸髷に水色の
手絡をかけるのは、既婚女性でも年配の方
である。髷の丸みを出すために「丸髷形」
という紙でできた型を入れ、形をつくって
いた。（「結うこころ-日本髪の美しさとその型」ポー
ラ文化研究所より）
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の
で
、
用
い
方
に
よ
っ
て
は
重
宝
が
ら

れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
肌

に
は
軟
水
が
い
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

寒
中
の
雪
は
清
潔
水

き
よ
き
み
ず

寒
中
の
雪
と
い
う
言
葉
が
『
都
風
俗

化
粧
（
け
わ
い
）
伝
』（
全
三
巻
佐
山

半
七
丸
著
　
速
水
春
暁
斎
画
　
１
８
１

３
年
　
文
化
10
）
に
見
ら
れ
ま
す
。
寒

の
中
に
と
っ
た
雪
を
壺
に
入
れ
、
蓋
を

し
て
お
く
と
、
雪
が
融
け
て
「
清
潔
水
」

に
な
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
水
で
白
粉
を
溶
く
と
、
夏
に
な

っ
て
も
よ
く
光
沢
が
出
て
、
色
白
に
な

る
し
、
汗
疹
あ
せ
も

や
湿
疹
に
も
効
く
と
い
っ

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
寒
中
の
雪
水
を

笹
の
葉
に
注
い
で
四
方
に
振
れ
ば
、
蚊

や
蠅
も
退
治
で
き
る
し
、
調
理
に
使
え

ば
煮
物
も
傷
み
に
く
く
な
る
と
、
手
放

し
で
礼
賛
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
雑
菌

の
少
な
い
雪
か
ら
で
き
た
水
を
、
質
の

良
い
水
と
し
て
評
価
し
て
い
て
、
興
味

深
い
記
述
で
す
。

当
時
の
白
粉
は
「
生
白
粉
」「
は
ふ
に
」

「
京
白
粉
」な
ど
と
呼
ば
れ
る
鉛
白
粉
と
、

「
は
ら
や
」「
伊
勢
白
粉
」「
軽
粉
」
な
ど

と
い
わ
れ
た
水
銀
白
粉
で
す
。
鉛
白
粉

は
、
鉛
を
酢
で
蒸
し
、
水
に
さ
ら
し
て

つ
く
り
ま
し
た
。
細
か
い
上
質
な
も
の

を
生
白
粉
、
そ
の
次
を
舞
台
香
、
一
番

粗
い
も
の
を
唐
土
と
い
っ
て
、
安
白
粉

と
呼
ば
れ
る
の
は
こ
の
唐
土
を
指
し
ま

す
。

な
ス
ピ
ー
ド
化
粧
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

ク
リ
ー
ム
を
下
地
に
使
っ
て
粉
白
粉
を

は
た
く
と
か
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
入
っ
た

白
粉
は
、
こ
う
し
た
働
く
女
性
の
要
望

で
出
て
き
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

水
の
質
を
問
う

洗
顔
の
と
き
の
水
の
質
も
、
問
題
に

さ
れ
て
き
ま
し
た
。『
欧
米
最
新
美
容
法
』

（
東
京
美
容
院
編
　
１
９
０
８
年
　
明
治

41
）
で
は
、
化
粧
の
準
備
は
、
顔
を
洗

う
こ
と
か
ら
始
ま
る
、
と
い
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
熱
湯
で
洗
う
と
気
持
ち
が

い
い
が
、
皮
膚
の
弾
力
が
失
わ
れ
皺
が

早
く
寄
る
の
で
、
熱
湯
を
使
う
な
ら
蒸

浴
に
せ
よ
、
洗
顔
に
は
微
温
湯
を
用
い

る
よ
う
に
、
と
勧
め
て
い
ま
す
。

『
化
粧
美
学
』（
三
須
裕
著
　
都
新
聞
出

版
部
　
１
９
２
４
年
　
大
正
13
）
に
は
、

洗
顔
と
同
様
、
入
浴
に
も
軟
水
を
使
え
、

と
あ
り
ま
す
。
水
の
中
で
は
一
番
軟
ら

か
い
雨
水
が
よ
い
、
と
も
書
か
れ
て
い

ま
す
。
水
道
水
で
も
構
わ
な
い
が
、
井

戸
水
の
よ
う
な
硬
水
は
カ
ル
シ
ウ
ム
塩

を
含
み
、
肌
が
ざ
ら
ざ
ら
す
る
し
カ
チ

カ
チ
に
乾
燥
す
る
の
で
、
浴
槽
に
ひ
と

つ
か
み
の
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
入
れ
て

軟
水
に
す
る
よ
う
に
、
と
勧
め
て
い
ま

す
。
軟
水
を
勧
め
る
記
述
は
、
１
９
１

１
年
（
明
治
44
）
の
『
あ
わ
せ
鏡
』（
藤

波
芙
蓉
著
　
実
業
之
日
本
社
）
に
も
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

硬
水
は
肌
に
つ
け
る
と
ス
ッ
と
す
る

「集女八景洞庭秋月」五渡亭国貞（江戸後期）着物が
汚れないように、もろ肌脱いで襟足化粧をする女性。
手鏡には三本足の襟足が写っているが江戸では二本と
いわれた。鏡台の上には、豆絞りの手拭い、白粉溶き、
引き出しの中には房楊枝、白粉刷毛、髪飾りの他、伏
せてある紅猪口が見える。（ポーラコレクション）

水
で
よ
く
溶
い
た
白
粉
を
肌
に
塗
り
、

上
か
ら
美
濃
紙
な
ど
の
和
紙
を
載
せ
て
、

水
を
含
ま
せ
た
刷
毛
で
掃
く
と
、
粉
浮

き
せ
ず
に
き
れ
い
に
仕
上
が
り
ま
す
。

下
地
に
は
鬢
付
け
油
を
塗
り
ま
し
た
。

小
鼻
の
廻
り
な
ど
に
は
、
鬢
付
け
油
を

丁
寧
に
塗
り
込
ん
で
か
ら
白
粉
を
塗
る

と
、
汗
で
流
れ
ず
化
粧
崩
れ
が
し
に
く

い
の
で
す
。
鬢
付
け
油
は
、
生
蝋
を
植

物
油
で
練
っ
て
香
料
を
混
ぜ
て
つ
く
り

ま
す
。
油
と
い
っ
て
も
固
形
で
、
体
温

で
柔
ら
か
く
な
る
タ
イ
プ
の
脂
で
す
。

歌
舞
伎
役
者
さ
ん
は
、
鉛
白
粉
こ
そ
使

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
今
で
も
鬢
付
け
油

を
下
地
に
使
っ
て
化
粧
し
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
洗
顔
な
ど
に
は
、
糠
袋

で
優
し
く
こ
す
っ
て
落
と
し
て
い
ま
し

た
。
木
綿
で
袋
を
縫
っ
て
中
に
糠
を
詰

め
、
桶
に
溜
め
た
湯
の
中
で
も
み
出
し

て
、
糠
の
成
分
が
に
じ
み
出
た
袋
で
肌

を
こ
す
っ
て
使
い
ま
す
。
化
粧
落
と
し

と
同
時
に
、
ク
リ
ー
ム
の
役
割
も
果
た

し
て
い
ま
し
た
。
糠
袋
を
使
う
と
、
肌

が
し
っ
と
り
と
し
て
大
変
い
い
具
合
に

な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
庶
民
に
も
化

粧
が
普
及
し
た
と
は
い
え
、
特
別
の
日

以
外
は
あ
ま
り
白
粉
は
つ
け
ま
せ
ん
で

し
た
。

肌
に
目
覚
め
た
明
治

鉛
や
水
銀
で
つ
く
ら
れ
る
白
粉
は
、

日
本
で
は
明
治
時
代
ま
で
続
き
ま
し
た
。

ど
ち
ら
も
身
体
に
害
が
あ
る
と
い
っ
て
、

「紅つけ」橋口五葉（1920年　大正9）祇園の舞妓が紅を引
いている。鬢は後ろに引かれ、髷が丸くて大きい割に、た
ぼは短くまとめられている。（ポーラコレクション）

「新柳二十四時　午後一時」月岡芳年 1880年（明
治13）新柳は新橋・柳橋のことで、24枚そろいの
美人画で芸者の24時間を描いている。鬢の左右へ
の張り出しが広く、たぼ（襟足のすぐ上の部分）
が長めに結われている。（ポーラコレクション）
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徐
々
に
製
造
中
止
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

維
新
直
後
の
鹿
鳴
館
時
代
に
は
、
西

洋
か
ら
き
た
高
級
化
粧
品
が
、
富
裕
層

に
も
て
は
や
さ
れ
ま
し
た
。
洋
行
帰
り

の
お
み
や
げ
と
し
て
、
日
本
に
持
ち
込

ま
れ
た
そ
れ
ら
の
化
粧
品
、
化
粧
法
が
、

洋
装
と
相
乗
効
果
と
な
っ
て
急
速
に
普

及
し
て
い
き
ま
す
。

近
代
に
な
る
と
、
化
粧
へ
の
意
識
が

目
覚
ま
し
く
な
り
、
想
像
以
上
に
美
の

追
求
が
進
ん
で
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ

ま
す
。
白
粉
、
紅
の
い
わ
ゆ
る
修
正
化

粧
が
中
心
だ
っ
た
時
代
か
ら
、
肌
に
目

覚
め
て
い
っ
た
の
も
明
治
末
ご
ろ
の
こ

と
で
、
肌
へ
の
注
目
は
、
皆
さ
ん
が
想

像
さ
れ
る
よ
り
も
早
い
時
期
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
の
で
す
。

１
９
０
５
年
（
明
治
38
）
に
は
、
美

顔
術
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
ま
し
た
。

有
名
な
の
は
遠
藤
波
津
子
さ
ん
が
始
め

ら
れ
た
も
の
で
、
銀
座
に
我
が
国
初
の

美
顔
術
を
提
唱
す
る
「
理
容
館
」
を
開

業
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し

た
サ
ロ
ン
に
通
え
る
の
は
、
富
裕
層
に

限
ら
れ
て
い
て
、
一
般
市
民
に
ま
で
普

及
す
る
の
は
高
度
経
済
成
長
を
待
た
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

当
研
究
所
で
、
明
治
末
年
に
生
ま
れ

た
方
の
初
化
粧
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
経
験

し
た
の
は
大
正
時
代
で
す
が
、
お
母
さ

ま
か
ら
明
治
の
こ
と
も
聞
い
て
お
ら
れ

る
の
で
、
近
代
の
化
粧
意
識
を
探
る
に

は
参
考
に
な
る
内
容
で
す
。

肌環境を司る化粧文化

意
外
な
こ
と
に
、
化
粧
は
女
性
の
た

し
な
み
、
身
だ
し
な
み
と
し
て
行
な
っ

て
い
た
方
だ
け
で
な
く
、
あ
ま
り
化
粧

は
し
な
い
と
い
う
方
も
い
ま
し
た
。
当

時
で
さ
え
、
生
ま
れ
た
階
層
や
背
景
で
、

化
粧
へ
の
思
い
も
違
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

気
持
ち
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
は
、

男
性
に
も
有
効

化
粧
と
い
う
と
狭
義
の
化
粧
、
白
粉
、

紅
を
連
想
し
ま
す
が
、
本
来
化
粧
は
け

わ
い
と
呼
ば
れ
、
身
だ
し
な
み
や
足
運

び
に
至
る
ま
で
の
全
般
を
指
し
て
い
ま

し
た
か
ら
、
女
性
だ
け
の
専
売
特
許
で

は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
平
安
時
代
に

は
貴
族
階
級
の
男
性
も
化
粧
を
し
ま
し

た
し
、
江
戸
時
代
で
も
男
子
の
公
家
な

ど
は
お
歯
黒
や
眉
化
粧
を
し
て
い
ま
し

た
か
ら
、
時
代
に
よ
っ
て
は
メ
イ
キ
ャ

ッ
プ
も
女
性
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
。

現
代
で
も
、
男
性
エ
ス
テ
を
一
度
体

験
さ
れ
る
と
、
そ
の
心
地
よ
さ
で
リ
ピ

ー
タ
ー
に
な
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。

た
だ
皮
脂
は
男
性
ホ
ル
モ
ン
の
働
き
に

よ
っ
て
分
泌
さ
れ
る
た
め
、
閉
経
後
の

女
性
の
場
合
と
違
っ
て
、
男
性
で
は
一

気
に
皮
脂
分
泌
量
が
落
ち
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
紫
外
線
な
ど
の
外
部
か
ら
の

刺
激
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
、
男
女

を
問
わ
ず
肌
の
老
化
防
止
に
必
要
な
こ

と
で
す
し
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
血
液
の
循

環
を
よ
く
す
る
と
気
持
ち
が
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
し
ま
す
か
ら
、
男
性
も
ス
キ
ン
ケ

ア
に
も
っ
と
関
心
を
持
っ
て
い
い
と
思

い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
化
粧
品

皆
さ
ん
が
化
粧
品
を
買
う
と
き
に
は
、

ど
こ
に
行
か
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
デ
パ

ー
ト
に
行
っ
て
高
級
品
を
買
え
ば
、
販

売
員
が
個
別
対
応
し
て
く
れ
て
、
中
に

は
自
分
の
肌
色
に
合
わ
せ
て
カ
ス
タ
ム

メ
イ
ド
の
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く

っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

片
や
ス
ー
パ
ー
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
は
、
気
軽
に
自
分
で
選
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。
通
信
販
売
も
盛
ん
で

す
ね
。
こ
の
よ
う
に
、
消
費
者
の
選
択

肢
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
広
が
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
女
性
誌
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
は
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
情
報
が

提
供
さ
れ
て
い
て
、
消
費
者
の
持
つ
化

粧
品
の
知
識
は
プ
ロ
顔
負
け
で
す
。

好
み
や
肌
環
境
が
そ
れ
ぞ
れ
多
様
化

し
て
い
く
中
、
化
粧
法
や
化
粧
品
が
変

わ
っ
て
も
、
み
ず
み
ず
し
い
肌
を
保
ち

た
い
と
願
う
気
持
ち
や
、
装
う
こ
と
の

華
や
ぎ
は
、
人
が
社
会
の
中
で
生
き
る

限
り
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

上：白粉三段重と刷毛、白粉包み。白粉三段重は、白粉を入れて仕舞っておくだけで
なく、白粉を水で溶くのに用いられた。色柄も凝ったものが多く、白粉用と知らない
と、食器に使ったと勘違いするような大きさと形である。（ポーラコレクション）

左：「婦人たしなみ草」香蝶楼国貞（1847年　弘化4） 着物が汚れないように肩掛
けをして、足下には元結（もとゆい）、梳き櫛、鬢付け油、握りばさみなどが見られ
る。髪を洗うには、湯にふのりを浸し、小麦粉を混ぜて熱いうちに髪に擦りつけてか
ら、よく揉んで洗った。（ポーラコレクション）
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子供たちに科学実験を教え
に来ている齋藤賢之輔さん
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水道歴史遺産を水の科学ミュージアムに

わ
か
り
に
く
い
水
の
三
態

水
は
日
本
で
は
大
量
に
存
在
す
る
せ

い
か
、
私
た
ち
は
あ
り
ふ
れ
た
物
質
だ

と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
に
生
活

の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
い
ろ
い
ろ
な
技

術
に
応
用
さ
れ
使
わ
れ
て
き
た
。
古
く

は
蒸
気
機
関
車
、
現
在
で
は
車
の
冷
却

水
、
半
導
体
製
造
に
使
わ
れ
る
超
純
水
、

火
力
発
電
所
や
原
子
力
発
電
所
等
の
発

電
タ
ー
ビ
ン
を
回
転
さ
せ
る
蒸
気
の
力

な
ど
、
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ

ど
だ
。
水
は
縁
の
下
の
力
持
ち
と
し
て
、

わ
た
し
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
る
。

で
は
こ
こ
で
質
問
を
し
て
み
よ
う
。

水
が
液
体
か
ら
気
体
に
変
わ
る
と
き
、

つ
ま
り
、
水
が
蒸
発
し
て
水
蒸
気
に
な

る
と
き
、
容
積
は
何
倍
に
な
る
だ
ろ
う

か
。答

え
は
、
１
６
０
０
〜
１
８
０
０
倍

（
い
ろ
い
ろ
な
測
定
値
が
あ
る
）。
こ
の

莫
大
な
膨
張
力
を
活
か
す
こ
と
で
、
動

力
に
も
利
用
で
き
る
の
だ
。

水
を
蒸
発
さ
せ
る
た
め
に
は
（
液
体

→

気
体
）
５
３
９
Cal
の
熱
量
、
つ
ま
り

そ
れ
だ
け
の
大
き
さ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

（
気
化
熱
）
が
必
要
だ
。
コ
ン
ロ
の
上
で

水
を
熱
し
続
け
て
も
水
は
摂
氏
１
０
０

度
以
上
に
は
な
ら
な
い
が
、
１
ｇ
の
水

を
１
０
０
度
の
液
体
か
ら
１
０
０
度
の

水
蒸
気
に
変
え
る
た
め
に
は
、
液
体
の

水
を
５
３
９
度
に
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
理
屈
だ
。

水道歴史遺産を
水の科学ミュージアムに

第14回水の文化楽習実践取材

＜神戸市＞ 水の科学博物館

科学実験を手品仕立てに演出したバラエティー番組が放映され、

博物館では科学実験が人気コーナーになる。そんな実験ブームがここ数年続いています。

しかし、それは突如わき起こったものではありません。

現場の先生の試行錯誤の成果がいま改めて見直されるようになったのです。

そこで、今回は、

水の科学実験コーナーを設置している「神戸市水の科学博物館」にうかがい、

科学実験で水とは何かを知る驚きを実体験してきました。



逆
に
い
え
ば
、
水
が
蒸
発
す
る
と
き

に
そ
れ
だ
け
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
奪

わ
れ
る
の
で
、
打
ち
水
す
る
と
涼
し
く

な
る
の
で
あ
る
。

水
の
こ
う
し
た
性
質
に
つ
い
て
は
、

小
学
校
や
中
学
校
で
習
っ
て
い
る
は
ず

だ
が
、
正
し
く
理
解
し
て
い
る
か
、
子

供
に
聞
か
れ
た
と
き
に
わ
か
り
や
す
く

説
明
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
心
も
と

な
い
。
何
し
ろ
水
蒸
気
は
目
に
見
え
な

い
か
ら
、
こ
の
変
化
が
ど
れ
ほ
ど
の
も

の
か
、
子
供
に
体
験
的
に
説
明
す
る
の

は
難
し
い
。
水
の
三
態
（
固
体
、
液
体
、

気
体
）
に
つ
い
て
学
ぶ
だ
け
で
も
、
水

の
性
質
を
ず
い
ぶ
ん
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

神
戸
市
水
の
科
学
博
物
館
で
は
、「
水

の
ふ
し
ぎ
に
ふ
れ
る
旅
へ
、
さ
ぁ
出
発
」

と
来
館
者
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
し
、
博

物
館
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
に
「
水
の
科

学
」
を
据
え
て
い
る
。

原
水
を
き
れ
い
に
保
つ
た
め
に

水
そ
の
も
の
を
知
る

神
戸
市
水
の
科
学
博
物
館
は
、
神
戸

市
水
道
局
が
運
営
す
る
施
設
で
あ
る
。

そ
れ
を
あ
え
て
「
水
の
科
学
館
」
に
し

た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

こ
の
事
情
を
、
副
館
長
の
中
村
智
滋

さ
ん
に
う
か
が
っ
た
。
中
村
さ
ん
は
水

道
局
に
限
ら
ず
、
神
戸
市
の
多
く
の
職

場
を
体
験
し
た
後
に
定
年
退
職
し
、
副

館
長
と
し
て
館
の
運
営
を
任
さ
れ
て
い

30

る
。

「
も
と
も
と
水
は
純
水
で
、
自
然
の
環

境
や
人
間
を
含
ん
だ
動
植
物
が
い
ろ
い

ろ
な
も
の
を
加
え
て
い
く
過
程
で
汚
れ

て
し
ま
う
も
の
で
す
。
上
水
道
は
、
加

え
ら
れ
た
不
純
物
を
あ
る
程
度
取
り
除

い
て
で
き
た
、
飲
め
る
水
で
す
。
お
い

し
い
水
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な

に
技
術
が
進
ん
だ
現
在
で
も
、
原
水
の

質
が
高
い
こ
と
が
一
番
大
切
で
す
。
原

水
を
き
れ
い
に
す
る
た
め
に
は
、
人
間

が
気
を
つ
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

水
そ
の
も
の
を
理
解
し
て
も
ら
え
ば
、

水
へ
の
意
識
が
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
水

道
博
物
館
で
は
な
く
、
水
の
科
学
博
物

館
な
の
で
す
」

中
村
さ
ん
が
述
べ
る
と
お
り
、
科
学

館
に
は
、
水
の
科
学
を
体
験
し
て
も
ら

う
仕
掛
け
が
並
ん
で
い
る
。

こ
う
べ
ウ
ォ
ー
タ
ー

神
戸
市
水
の
科
学
館
は
１
９
９
０
年

（
平
成
２
）
に
、
市
制
１
０
０
周
年
と
水

下：少量の水を入れた缶を熱して、缶
中を水蒸気で満たす。逆さにして水に
入れると、一瞬の内に缶が潰れる。水
蒸気が急激に冷やされ水になるとき
に、体積が1/1600になるからだ。空気
だけでは、こうはいかない。

上：底に少しの水を入れたフラスコを熱する。空気が膨張するに伴い、
ビーカーの色水の中に、ボコボコ泡となって放出される。水が沸騰する
ころになると、空気は完全に押し出されている。それでも水蒸気は放出
されているが、ビーカー中の色水で冷却されて水に戻っているので、フ
ラスコ側ではボコボコ状態でも、ビーカー側では泡が出ない。
左ページに続く：フラスコを熱源から離して冷やすと、フラスコ内にビ
ーカーの色水が逆流する。子供の表情が一変し、歓声が挙がる瞬間だ。

水を小さな円盤の上に打ちつけているだけだが、
水が互いに引き合う表面張力のおかげで、弧を
描いて滴り、見事な球形を造り出す。

神戸市水の科学博物館
副館長の中村智滋さん
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道
給
水
90
周
年
を
記
念
し
て
開
館
さ
れ

た
も
の
だ
。
中
村
さ
ん
の
よ
う
に
「
水

道
の
原
水
」
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
水
道

関
係
者
な
ら
ば
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。

実
は
水
の
科
学
博
物
館
は
、
神
戸
市

水
道
局
が
持
つ
６
つ
の
浄
水
場
の
一
つ
、

奥
平
野
浄
水
場
の
一
角
に
あ
る
。
奥
平

野
浄
水
場
は
、
１
９
０
０
年
（
明
治
33
）

に
開
設
さ
れ
た
神
戸
水
道
発
祥
の
地
で

も
あ
る
。
現
在
、
科
学
館
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
建
物
は
、
著
名
な
建
築
家
・

河
合
浩
蔵
の
設
計
に
よ
り
、
１
９
１
７

年
（
大
正
６
）
急
速
濾
過
場
の
上
屋
と

し
て
造
ら
れ
た
ド
イ
ツ
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

風
の
建
物
。
石
造
り
２
階
建
て
の
優
美

な
建
物
は
、
日
本
建
築
学
会
か
ら
の
保

存
要
請
を
受
け
る
な
ど
、
高
い
価
値
が

認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
経
緯
も

あ
っ
て
、
今
は
科
学
館
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
神
戸
水

道
の
歴
史
遺
産
の
中
に
、
水
の
科
学
博

物
館
が
あ
る
。

そ
の
神
戸
水
道
の
草
創
の
歴
史
は
、

実
は
、
神
戸
の
人
々
が
飲
ん
で
い
た

「
原
水
」
の
価
値
を
発
見
し
た
歴
史
で
も

あ
っ
た
。

神
戸
は
幕
末
に
横
浜
な
ど
と
と
も
に

開
港
さ
れ
、
港
町
と
し
て
栄
え
て
き
た
。

神
戸
に
寄
港
す
る
外
国
航
路
の
船
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
必
ず
飲
み
水
を

積
み
、
次
の
港
に
向
け
出
航
す
る
。
当

時
、
船
に
は
港
か
ら
程
近
い
六
甲
山
系

の
中
に
あ
る
布
引
貯
水
池
と
そ
の
布
引

渓
流
の
清
浄
な
水
を
北
野
浄
水
場
（
現

在
の
新
幹
線
新
神
戸
駅
の
西
側
に
あ
っ

た
）
で
浄
水
し
、
給
水
し
て
い
た
。
こ

の
神
戸
の
水
は
、
赤
道
を
越
え
て
も
水

が
腐
ら
な
い
と
し
て
、
船
乗
り
の
間
で

大
変
な
評
判
に
な
っ
た
と
い
う
。
良
質

で
、
お
い
し
い
こ
の
水
を
、
当
時
の
船

員
た
ち
が
「
こ
う
べ
ウ
ォ
ー
タ
ー
」
と

名
付
け
た
と
い
う
の
だ
。

そ
の
後
１
９
４
２
年
（
昭
和
17
）
の

阪
神
水
道
か
ら
の
受
水
、
つ
ま
り
淀
川

水
系
の
水
の
供
給
を
受
け
、
現
在
で
は

神
戸
市
水
道
局
が
供
給
す
る
水
の
４
分

の
３
が
琵
琶
湖
・
淀
川
の
水
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
布
引
貯
水
池
の
水

は
奥
平
野
浄
水
場
に
送
ら
れ
（
北
野
浄

水
場
は
閉
鎖
）、
六
甲
山
の
ト
ン
ネ
ル
か

ら
の
湧
水
や
琵
琶
湖
・
淀
川
の
水
が
混

合
さ
れ
、
市
民
に
供
給
さ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
現
在
は
、
こ
う
べ
ウ
ォ
ー
タ
ー

の
み
を
飲
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

名
前
が
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
原
水
を

持
っ
て
い
る
歴
史
的
な
浄
水
場
で
、
水

の
科
学
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

大
い
に
意
味
の
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

手
品
で
は
な
く
科
学
実
験

水
の
科
学
博
物
館
に
一
歩
足
を
踏
み

入
れ
る
と
、
子
供
た
ち
が
目
を
キ
ラ
キ

ラ
さ
せ
て
思
い
思
い
の
装
置
を
操
っ
て

い
る
。
そ
の
一
画
に
実
験
コ
ー
ナ
ー
が

設
け
ら
れ
、
椅
子
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
は
、
実
験
室
と
い
う
よ
り
も
、

お
料
理
教
室
の
公
開
番
組
を
収
録
し
て
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い
る
ス
タ
ジ
オ
の
よ
う
な
雰
囲
気
だ
。

電
気
コ
ン
ロ
、
ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
、
フ
ラ

ス
コ
、
水
の
入
っ
た
ガ
ラ
ス
の
水
桶
。

こ
れ
ら
が
置
か
れ
た
キ
ッ
チ
ン
カ
ウ
ン

タ
ー
の
前
で
、
白
衣
を
着
た
初
老
の
紳

士
が
実
験
を
演
じ
て
い
る
。

紳
士
の
名
前
は
、
齋
藤
賢
之
輔
さ
ん
。

小
学
校
の
教
師
生
活
は
約
40
年
で
、
退

職
後
に
週
２
回
、
こ
う
し
て
科
学
実
験

を
子
供
た
ち
に
教
え
に
来
て
い
る
。

齋
藤
さ
ん
は
現
役
時
代
、
理
科
の
先

生
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
小
学
校
の
教

諭
は
理
科
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
も
算

数
も
国
語
な
ど
も
教
え
る
。

「
今
の
実
験
は
、
小
学
校
４
年
生
ま
で

の
知
識
で
理
解
で
き
る
も
の
で
す
」

と
後
か
ら
説
明
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、

科
学
を
身
近
な
事
柄
、
理
解
し
や
す
い

表
現
に
置
き
換
え
て
実
験
す
る
こ
と
が

好
き
で
、
長
年
科
学
実
験
を
開
発
し
て

き
た
と
い
う
。
実
験
を
つ
く
り
だ
す
秘

訣
、
実
験
で
上
手
に
伝
え
る
秘
訣
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
日
頃
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
、
不
思

議
な
こ
と
っ
て
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す

よ
。
普
通
の
人
は
そ
れ
を
見
過
ご
し
て

い
る
だ
け
で
、
私
は
そ
う
し
た
こ
と
を

実
験
に
仕
立
て
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
日
本
料
理
の
『
紙
鍋
』。
下

か
ら
火
で
あ
ぶ
ら
れ
て
い
る
の
に
燃
え

な
い
の
は
、
不
思
議
な
こ
と
で
す
よ
ね
。

鍋
の
中
に
水
が
入
っ
て
い
れ
ば
１
０
０

度
以
上
に
な
ら
な
い
し
、
紙
は
３
０
０

度
を
越
え
な
い
と
燃
え
な
い
の
で
で
き

る
芸
当
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
生

活
の
中
に
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
よ
。

で
す
か
ら
、
同
僚
の
先
生
た
ち
に
実
験

講
習
を
す
る
と
き
は
、
ベ
ス
ト
の
実
験

方
法
は
教
え
ま
せ
ん
。
実
験
方
法
の
大

略
を
説
明
し
、
先
生
た
ち
が
実
習
し
な

が
ら
考
え
る
余
地
を
残
す
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
身
の
回
り
の
生
活
経
験
に
目

を
向
け
さ
せ
る
の
が
、
実
験
を
生
み
出

す
秘
訣
な
ん
で
す
ね
」

科
学
実
験
と
は
、
実
は
生
活
の
場
で

観
察
で
き
る
変
化
を
、
科
学
知
識
に
翻

訳
し
て
再
現
す
る
こ
と
な
の
だ
。

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
実
験
は
確

か
に
お
も
し
ろ
い
が
、
手
品
と
混
同
さ

れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
科
学
実
験
と
手
品

の
最
大
の
違
い
は
、
種
も
仕
掛
け
も
な

い
こ
と
だ
。

生
活
の
科
学
と
い
う
「
眼
力
」
を
教

え
て
く
れ
る
「
生
活
科
学
実
験
」
は
、

生
活
の
現
場
で
火
や
水
に
触
れ
る
機
会

が
ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
っ
て
い
る
現
代

だ
か
ら
こ
そ
、
ま
す
ま
す
水
の
楽
習
の

重
要
な
ツ
ー
ル
に
な
っ
て
い
く
こ
と
だ

ろ
う
。

水で濡らした２枚のハン
カチを、端を重ね合わせ
て折り畳む。大の男が両
端を引っ張っても、重な
り部分を軽く押さえてい
るだけで、ハンカチは離
れない。水の摩擦抵抗を
増やす性質を利用した
「水の付着力の実験」。
逆に摩擦抵抗を減らして
滑りやすくしたのが、ア
イススケートの原理。

水の表面張力と空気と重
力の関係は面白い。
コップに水を張り蓋をす
ると、逆さにしてもあら
不思議！ 蓋は外れず、
水も洩れない。蓋は、テ
ィッシュでも薄いスポン
ジでも大丈夫。コップを
横にしても平気。
編目でも間隔が８mm以
下なら、表面張力の働き
で蓋になるが、写真のよ
うに傾けると、部分によ
って水圧が変わるので水
が洩れてしまう。

ドライアイスを水の中に入れた、
お馴染みの風景。この、白い煙り
を二酸化炭素と誤解しがちだが、
正体は霧。水蒸気が急激に冷やさ
れ、空中で結露したもの。
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地
域
密
着
と
い
う
こ
と
の
意
義

神
戸
市
で
は
、
小
学
４
年
生
の
社
会

科
で
水
道
の
こ
と
を
習
う
単
元
が
あ
り
、

市
内
の
１
７
０
校
の
小
学
校
の
う
ち
、

実
に
１
２
０
校
が
水
の
科
学
博
物
館
へ

見
学
に
訪
れ
る
。
そ
の
半
分
以
上
が
一

学
期
に
集
中
す
る
と
い
う
。
そ
の
他
に

も
幼
稚
園
・
保
育
園
、
あ
る
い
は
他
市

他
県
か
ら
も
見
学
に
や
っ
て
く
る
か
ら
、

一
番
の
混
雑
時
に
は
大
変
な
数
の
来
場

者
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
。

と
は
い
え
、
ど
の
自
治
体
も
経
費
節

減
で
施
設
の
運
営
に
は
節
約
を
求
め
ら

れ
て
い
る
た
め
、
常
駐
の
職
員
は
中
村

さ
ん
を
含
め
て
わ
ず
か
５
名
。
し
か
し
、

水
の
科
学
博
物
館
で
は
、
説
明
員
に
水

道
局
の
Ｏ
Ｂ
が
助
っ
人
と
し
て
や
っ
て

く
る
し
、
す
ぐ
隣
り
に
あ
る
神
戸
山
手

大
学
、
山
手
短
期
大
学
と
連
携
し
て
、

コ
ン
サ
ー
ト
や
、
利
き
水
体
験
イ
ベ
ン

ト
な
ど
を
開
い
て
い
て
地
域
に
根
ざ
し

た
活
動
を
地
道
に
続
け
て
い
る
。

そ
う
い
え
ば
、
蒸
気
機
関
を
改
良
し

た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ワ
ッ
ト
は
子
供
時
代

か
ら
実
験
好
き
だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し

て
、
蒸
気
の
力
を
確
か
め
る
た
め
に
、

水
の
入
っ
た
土
瓶
の
口
を
ふ
さ
ぎ
、
蓋

を
ひ
も
で
縛
っ
て
火
に
か
け
た
と
こ
ろ
、

土
瓶
が
破
裂
し
た
と
い
う
、
よ
く
知
ら

れ
た
逸
話
が
あ
る
。
彼
も
、
生
活
の
中

の
不
思
議
か
ら
何
か
を
感
じ
た
子
供
だ

っ
た
の
だ
。
こ
う
い
う
生
活
体
験
を
伴

っ
た
実
験
が
、
ワ
ッ
ト
が
歩
む
こ
と
に

な
る
技
術
屋
人
生
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

通
り
一
遍
の
教
科
書
的
な
勉
強
は
、

右
か
ら
左
に
通
り
抜
け
て
し
ま
っ
て
、

残
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
科
学
実

験
は
、
五
感
に
事
実
を
焼
き
つ
け
て
く

れ
る
。
い
わ
ば
「
生
活
と
歴
史
を
語
り

う
る
言
葉
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
気

づ
か
せ
て
く
れ
る
。

水
の
性
質
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
こ

う
べ
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
い
う
名
前
に
込
め

ら
れ
た
意
味
を
理
解
す
る
手
が
か
り
が

増
え
る
。

水
の
科
学
博
物
館
を
巡
っ
て
い
る
と
、

単
な
る
展
示
で
も
思
わ
ず
覗
い
て
見
た

く
な
る
よ
う
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
て
、

子
供
の
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
ツ
ボ
を
熟

知
し
た
人
が
考
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と

が
、
よ
く
理
解
で
き
る
。
例
え
ば
、
サ

イ
ホ
ン
の
原
理
を
体
験
し
て
も
ら
う
装

置
や
、
管
を
螺
旋
状
に
巻
き
付
け
回
転

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
揚
水
す
る
ア
ル
キ

メ
デ
ス
の
ポ
ン
プ
な
ど
、
い
く
つ
も
の

体
験
展
示
が
あ
っ
て
、
一
度
来
た
ら
充

分
、
と
思
っ
て
し
ま
う
普
通
の
展
示
と

は
違
う
魅
力
を
放
っ
て
い
る
。

「
物
を
陳
列
し
た
だ
け
の
博
物
館
に
は

し
な
い
」
と
い
う
中
村
さ
ん
の
言
葉
、

「
生
活
経
験
が
大
事
」
と
い
う
齋
藤
さ
ん

の
言
葉
に
、
水
の
科
学
博
物
館
を
支
え

る
人
々
の
パ
ワ
ー
を
実
感
し
た
。

今の日本人にとって、水を測る
のに一番馴染み深いのがペット
ボトル。神戸市民が1人で1日に
使う水の量230rというのが、
ペットボトル何本分、と表示さ
れると理解しやすい。同様に、
モデルハウス内のトイレにも洗
濯機にも、ペットボトルが並べ
られている。
自分で操作できるのは、子供に
とって実に魅力的。普通の社会
科見学には見られない熱中度
で、小学生たちは館内を体験し
ていた。
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鳥
取
砂
丘
と
は

日
本
の
国
内
に
は
お
よ
そ
24
万
ha
の

砂
地
が
あ
り
、
鳥
取
県
内
で
は
、
東
部

の
鳥
取
砂
丘
、
中
部
に
は
北
条
砂
丘
、

西
部
に
弓
ヶ
浜
砂
丘
と
い
う
３
か
所
の

大
き
な
砂
丘
が
あ
り
ま
す
。
鳥
取
大
学

乾
燥
地
研
究
セ
ン
タ
ー
は
鳥
取
砂
丘
の

南
西
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

広
さ
と
い
う
点
で
は
青
森
、
新
潟
、

岩
手
、
石
川
、
茨
城
、
宮
崎
、
鹿
児
島

な
ど
、
全
国
に
は
、
鳥
取
砂
丘
よ
り
も

広
い
砂
地
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
が
、

起
伏
が
大
き
い
こ
と
で
鳥
取
砂
丘
は
他

と
は
少
し
性
質
が
異
な
り
ま
す
。
海
面

か
ら
砂
丘
の
丘
上
ま
で
の
標
高
差
が
50

m
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
実
際
に

歩
い
て
み
る
と
、
起
伏
の
大
き
さ
が
実

感
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

鳥
取
砂
丘
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
起
伏

に
富
ん
だ
地
形
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、

海
退
期
に
鳥
取
湾
口
付
近
（
現
鳥
取
砂

丘
の
ラ
イ
ン
）
に
あ
っ
た
岩
場
や
丘
に

砂
が
寄
り
つ
き
、
海
進
期
に
さ
ら
に
新

た
な
砂
が
被
っ
た
た
め
、
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
砂
丘
背
後
に
高
い
丘

が
迫
っ
て
い
る
の
も
一
つ
の
理
由
で
す
。

鳥
取
砂
丘
の
形
成
は
、
市
内
を
流
れ

る
千
代
せ
ん
だ
い

川
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
、
中
国

山
脈
の
花
崗
岩
が
風
化
し
た
土
砂
に
よ

り
ま
す
。
流
れ
が
緩
や
か
に
な
る
河
口

付
近
に
砂
粒
を
ふ
る
い
落
と
さ
れ
、
そ

の
砂
が
海
岸
に
並
行
し
て
流
れ
て
い
る

沿
岸
流
で
河
口
か
ら
東
西
に
運
ば
れ
て

海
底
に
堆
積
し
、
そ
れ
が
波
浪
で
打
ち

上
げ
ら
れ
、
風
で
陸
上
に
運
ば
れ
る
の

で
す
。
海
岸
側
か
ら
の
風
で
吹
き
寄
せ

ら
れ
て
い
る
た
め
、
砂
丘
の
丘
の
海
側

の
傾
斜
は
ゆ
る
や
か
で
、
陸
側
は
斜
面

角
度
が
30
〜
35
度
の
き
つ
い
勾
配
を
形

成
し
て
い
ま
す
。

砂
丘
は
海
岸
か
ら
の
奥
行
き
が
約
２

km
。
は
っ
き
り
と
し
た
砂
丘
列
が
、
現

在
は
３
列
見
ら
れ
ま
す
。
海
岸
線
は
１
、

２
年
の
間
に
50
m
も
動
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
浸
食
を
受
け
て
は
、
周
囲

か
ら
砂
が
寄
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が

繰
り
返
さ
れ
ま
す
。

砂
丘
は
砂
が
風
で
動
き
や
す
く
、
水

の
保
持
力
が
弱
い
、
養
分
が
少
な
い
と

い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
古
く
は
室
町

時
代
か
ら
農
地
と
し
て
利
用
し
よ
う
と

こ
の
悪
条
件
に
立
ち
向
か
っ
て
き
ま
し

た
が
、
な
か
な
か
成
功
し
ま
せ
ん
で
し

た
。こ

の
よ
う
な
場
所
で
１
９
２
３
年

（
大
正
12
）
に
原
勝
先
生
を
中
心
と
し
た

砂
防
林
の
研
究
が
始
ま
り
、
砂
丘
で
の

造
林
方
法
は
一
応
昭
和
の
初
期
に
確
立

し
ま
し
た
が
、
戦
争
で
中
断
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
し
て
戦
後
の
食
糧
難
を

背
景
に
、
再
び
耕
地
化
を
目
指
し
て
砂

丘
開
発
に
力
が
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）
こ
ろ
か

ら
植
林
が
始
め
ら
れ
た
の
で
す
。
当
時

は
キ
ャ
ン
パ
ス
が
離
れ
た
場
所
に
あ
っ

た
た
め
、
６
km
の
道
の
り
を
自
転
車
で

湿度の高い砂漠大気から
水を絞り出す

神近牧男
かみちかまきお

鳥取大学乾燥地研究センター教授・センター長

1941年生まれ。九州大学大学院農学研究科修了。
宮崎県農業試験場を経て、1973年鳥取大学助教
授、1990年より教授。

省エネ温室の経験が造水技術に変化するまで
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湿度の高い砂漠大気から水を絞り出す

鳥取砂丘の地被変化

上：1952年11月２日
終戦間もない鳥取砂丘は千代川から福部村の岩戸まで砂の海であっ
た。1952年の写真には、砂丘の随所に砂防のための植林が開始され
ている様子が写っている。碁盤目のように見えるのは、松を保護す
るために作られた静砂垣である。

左中：1973年10月19日
1973年には砂防林の松が定着し、地肌も見えないくらいに成長して
いる。飛砂から護られた背後地にはセンターの研究圃場とともに住
宅団地の建設が行なわれている。
東隣の天然記念物指定区域となった砂丘では、砂防林の成長によ
り砂の動きが不活発となり、雑草の繁茂が目立つようになった。こ
のため、1972、73年には砂防林が一部解除された（第一次伐木）。そ
の後も砂丘の草原化を防ぎ、砂丘本来の姿を取り戻すための取り組
みが続けられている。

左下：1996年9月28日
この写真では、1982、83年に実施された第ニ次伐木による天然記念
物指定地区（観光砂丘）西部の砂防林の減少が目立っている。1991
年から始められた砂丘除草事業により砂丘は白く輝いている。一方、
画面左端は千代川の河口であるが、1975～83年の工事により河口付
近の流路の蛇行が直線的なものに改修された。上流から鳥取砂丘に
絶えず砂を供給してきた千代川は、ダムや堰の設置、河川改修など
により、砂を補給しにくくなたっといわれており、鳥取砂丘の今後
の姿がどのように変化するか見つめていきたいところである。乾燥
地研究センターの様子はほぼ現在の姿に近づいている。

写真／テキスト提供：鳥取大学乾燥地研究センター
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通
っ
て
研
究
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
鳥
取
大
学

の
圃
場
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
が
導
入
さ
れ
、
自
動
的
に
水
や

り
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
、
砂
丘
は

耕
地
と
し
て
急
速
に
開
拓
さ
れ
て
い
き

ま
す
。
こ
う
し
て
砂
丘
を
畑
地
に
し
て

い
っ
た
実
績
を
も
と
に
、
１
９
５
８
年

（
昭
和
33
）
現
在
の
乾
燥
地
研
究
セ
ン
タ

ー
の
前
身
で
あ
る
鳥
取
大
学
農
学
部
砂

丘
利
用
研
究
施
設
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の

で
す
。

嫁
殺
し
農
業
か
ら

砂
を
活
か
す
農
業
へ

そ
れ
ま
で
砂
畑
す
な
ば
た

で
耕
作
し
て
い
た
農

家
で
は
、
肩
に
天
秤
棒
で
桶
を
２
つ
か

つ
い
で
の
水
や
り
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
真
夏
の
暑
い
日
は
朝
夕
２
回
の

水
や
り
が
必
要
で
、
水
運
び
は
農
家
の

奥
さ
ん
の
仕
事
と
し
て
「
嫁
殺
し
農
業
」

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

砂
丘
の
ど
こ
に
水
場
が
あ
る
か
不
思

議
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
砂
丘

に
は
、
陸
側
か
ら
海
に
向
け
て
流
れ
る

地
下
水
が
砂
丘
に
堰
き
止
め
ら
れ
る
恰

好
で
地
下
水
位
が
高
く
な
る
場
所
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
砂
丘
の
陸
側
の

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
湧
き
水
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
を
数
メ
ー
ト
ル
掘
る
と
、
す
ぐ
に

淡
水
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
浜
井
戸

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
水
場
で
水
を
汲
む

と
砂
丘
の
斜
面
を
登
り
、
上
の
方
に
あ

る
畑
に
水
を
撒
い
て
い
た
わ
け
で
す
が
、

砂
地
は
大
変
歩
き
づ
ら
く
、
し
か
も
桶

の
底
に
は
穴
が
開
け
て
あ
り
簡
易
な
栓

で
ふ
さ
い
だ
だ
け
で
す
の
で
、
水
が
漏

ら
な
い
内
に
撒
く
に
は
走
ら
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
底
に
穴
が

開
い
て
い
る
か
と
い
う
と
、
天
秤
棒
に

振
り
分
け
た
２
つ
の
桶
の
位
置
が
畑
の

畦
の
幅
に
合
っ
て
い
て
、
栓
を
外
す
こ

と
で
う
ま
い
具
合
に
作
物
に
水
や
り
が

で
き
た
の
で
す
。
こ
の
と
き
も
均
等
に

水
を
や
る
た
め
に
、
農
婦
は
走
り
な
が

ら
水
を
撒
き
ま
し
た
。
砂
は
海
側
か
ら

吹
き
寄
せ
る
た
め
、
小
高
い
丘
の
尾
根

の
向
こ
う
は
急
斜
面
に
な
っ
て
い
て
、

重
た
い
桶
を
担
い
で
の
上
り
下
り
は
本

当
に
過
酷
な
労
働
だ
っ
た
こ
と
が
想
像

で
き
ま
す
。

湧
き
水
を
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
で
撒
く
こ
と
で
、
こ
の
過

酷
な
労
働
か
ら
農
家
の
人
を
解
放
し
、

圃
場
の
規
模
を
格
段
に
大
き
く
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

自
然
の
地
形
で
ら
っ
き
ょ
う
が
選
ば

れ
た
の
は
、
雨
が
な
く
て
も
栽
培
で
き

る
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
す
。
８
月
に
球

根
を
植
え
る
と
芽
が
立
ち
上
が
り
、
10

月
に
花
を
咲
か
せ
た
後
、
葉
を
繁
ら
せ

て
冬
の
間
砂
丘
を
緑
で
覆
い
ま
す
。
強

い
冬
の
季
節
風
に
よ
る
浸
食
を
防
ぎ
、

雨
や
雪
の
多
い
冬
に
生
育
す
る
た
め
、

砂
が
移
動
し
、
乾
燥
す
る
と
い
う
砂
丘

の
マ
イ
ナ
ス
要
素
を
、
見
事
に
克
服
し

て
育
つ
の
が
ら
っ
き
ょ
う
な
の
で
す
。

現
在
で
も
、
砂
丘
東
側
の
鳥
取
市
福

部
で
は
砂
丘
の
地
形
を
そ
の
ま
ま
利
用

し
て
、
２
０
０
〜
３
０
０
ha
の
ら
っ
き

ょ
う
畑
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ら
っ
き

ょ
う
は
10
月
20
日
こ
ろ
に
、
砂
丘
の
斜

面
が
薄
紫
に
染
ま
る
ほ
ど
の
花
を
咲
か

せ
ま
す
。
そ
し
て
冬
を
越
し
、
春
の
５

月
頃
に
収
穫
し
ま
す
。
冬
の
鳥
取
は
特

に
北
風
が
強
く
、
海
か
ら
砂
が
上
が
り

砂
が
動
き
ま
す
。
ま
た
、
土
地
の
人
が

「
弁
当
は
忘
れ
て
も
傘
は
忘
れ
る
な
」
と

言
う
ぐ
ら
い
で
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
雨
や

雪
が
降
る
の
で
水
も
切
れ
ま
せ
ん
。

当
初
、
砂
丘
を
耕
地
と
し
て
開
拓
す

る
際
に
は
、
水
の
保
持
力
を
良
く
す
る

た
め
に
、
砂
よ
り
も
細
か
い
土
を
客
土
き
ゃ
く
ど

と
し
て
混
ぜ
た
り
覆
っ
た
り
し
て
い
ま

し
た
。
砂
は
、
直
径
０
・
０
２
〜
２
mm

ま
で
の
鉱
物
粒
子
で
す
が
、
そ
れ
よ
り

も
小
さ
な
粒
を
混
ぜ
れ
ば
保
水
力
が
高

ま
り
ま
す
。
昭
和
20
年
代
か
ら
開
発
を

始
め
、
30
年
代
に
は
盛
ん
に
試
み
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
客
土
は
水
の

保
持
力
を
増
す
に
は
プ
ラ
ス
な
の
で
す

が
、
病
虫
害
を
招
き
や
す
い
と
い
う
マ

イ
ナ
ス
も
あ
り
、
昭
和
40
年
代
以
降
は

砂
畑
で
わ
ざ
わ
ざ
客
土
を
す
る
人
は
い

な
く
な
り
ま
し
た
。
砂
の
粒
子
は
そ
れ

自
体
が
大
き
い
た
め
、
粒
子
間
に
隙
間

が
空
い
て
空
気
が
よ
く
入
る
た
め
、
有

機
物
の
分
解
が
早
く
病
虫
害
が
起
こ
り

に
く
い
の
で
す
。

実
は
、
徳
島
名
産
の
鳴
門
金
時
の
畑

に
は
、
手
入
れ
砂
と
い
っ
て
砂
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
保
水
力
が
乏
し
く
、
栄

養
分
の
少
な
い
砂
地
で
の
耕
作
は
、
い

わ
ば
水
耕
栽
培
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

そ
の
砂
を
わ
ざ
わ
ざ
使
う
の
は
、
連
作

障
害
を
防
ぐ
と
い
う
砂
の
特
徴
が
役
立

つ
か
ら
で
す
。

砂
丘
地
の
栽
培
は
、
水
と
液
肥
に
よ

る
養
分
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
自
由
に
利

く
こ
と
も
特
徴
で
す
。
か
つ
て
鳥
取
砂

丘
は
、
や
せ
土
で
、
水
持
ち
が
悪
く
、

乾
燥
し
や
す
い
と
い
う
、
マ
イ
ナ
ス
の

点
ば
か
り
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
食
糧

難
の
時
代
に
は
、
砂
丘
で
水
稲
を
つ
く

っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
昭
和
30

年
代
初
期
に
、
農
業
資
材
と
し
て
温
室

に
使
う
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
が
導
入
さ

れ
、
そ
れ
を
砂
地
の
下
に
敷
い
て
湛
水

状
態
を
つ
く
り
、
稲
を
育
て
た
こ
と
も

あ
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
ビ
ニ
ー
ル

に
穴
が
開
く
と
そ
こ
か
ら
水
が
抜
け
る

の
で
耕
耘
機
を
入
れ
ら
れ
ず
、
す
ぐ
に

無
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
昭
和
40
年
代
に
な
る
と
砂

丘
畑
地
の
長
所
を
利
用
し
て
、
多
数
の

作
物
が
収
穫
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

今
で
は
、
さ
つ
ま
い
も
、
長
い
も
、
メ

ロ
ン
、
ト
マ
ト
、
ナ
ス
、
き
ゅ
う
り
、

ぶ
ど
う
、
す
い
か
、
に
ん
じ
ん
、
大
根
、

白
ネ
ギ
と
何
で
も
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

特
に
砂
丘
の
白
ネ
ギ
は
、
鳥
取
の
ブ
ラ

ン
ド
に
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

鳥取大学乾燥地研究センターの実験施設、アリド中央ドーム
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湿度の高い砂漠大気から水を絞り出す

海水面

浸透海水

地下水

基盤岩

浜井戸

畑

陸側から海に向けて流れる地下水が、砂丘に堰き止められる恰好で地下水
位が高くなる場所に出る湧水を、浜井戸と呼ぶ。農家の嫁は、浜井戸で汲
んだ水を天秤棒で振り分けた桶に担ぎ、走って水やりをしたという。

あと1週間もすると、一面が薄紫色で覆われる、というらっきょう畑。開花までには少し間
があり、ほころんだ蕾が心なしか薄紫に色づいているように感じられた。

上：松を保護するために、碁盤の目のように作られた静砂垣。中に松の苗が植わってる。
下：スプリンクラーの導入で、砂丘の農業は飛躍的に可能性を与えられ、農家の過酷な労
働は一気に軽減された。



乾砂層

太陽エネルギー

0
1
2
3
4
5 cm
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

反射 25～30%

表面温度 70゜

砂中温度 20゜
吸収 70～75%

湿潤層

水分の蒸発

小
水分の蒸発

大

砂
地
の
下
は
湿
っ
て
い
る

砂
地
に
は
、
蒸
発
が
起
こ
り
や
す
い

と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
砂
は
単
粒

構
造
で
す
の
で
、
隙
間
か
ら
水
が
蒸
発

し
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
砂
地
の

表
層
５
cm
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
砂
は
グ
ラ

ニ
ュ
ー
糖
の
よ
う
に
サ
ラ
サ
ラ
し
て
い

ま
す
。
こ
の
表
層
を
「
乾
砂
層
」
と
呼

び
、
そ
の
下
の
湿
っ
た
層
を
「
湿
潤
層
」

と
い
い
ま
す
。

日
な
た
で
は
、
乾
砂
層
の
表
面
の
砂

が
た
い
へ
ん
な
高
温
に
な
り
ま
す
が
、

日
陰
は
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
砂
は

乾
燥
す
る
ほ
ど
熱
容
量
が
少
な
く
な
る

た
め
に
、
非
常
な
高
温
に
な
る
の
で
す
。

太
陽
の
光
が
当
た
る
と
表
面
で
反
射

が
起
き
ま
す
が
、
そ
の
反
射
率
は
お
お

よ
そ
25
〜
30
％
で
、
こ
れ
は
砂
丘
を
暖

め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
せ
ん
。
残

り
の
70
〜
75
％
が
吸
収
さ
れ
ま
す
が
、

乾
い
た
砂
は
、
熱
容
量
が
小
さ
い
上
に

熱
伝
導
も
悪
く
、
乾
砂
層
に
溜
ま
っ
た

熱
は
な
か
な
か
地
中
に
は
伝
わ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
夏
の
砂
地
の
表
面
温

度
は
高
い
と
き
で
70
度
に
も
な
り
、
植

物
は
生
育
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

表
面
温
度
を
下
げ
る
に
は
、
砂
を
湿
ら

せ
、
植
物
を
繁
茂
さ
せ
て
表
土
を
覆
う

こ
と
が
必
要
で
す
。

砂
地
の
温
度
実
験
に
よ
る
と
、
砂
が

表
面
ま
で
全
部
湿
っ
て
い
る
場
合
、
地

表
面
は
40
度
程
度
、
地
表
か
ら
５
cm
深

さ
の
温
度
は
20
度
を
少
し
超
え
る
温
度

に
な
り
ま
す
。
乾
砂
層
が
あ
る
場
合
、

地
表
面
は
60
度
で
も
５
cm
深
さ
（
乾
砂

層
の
底
）
の
温
度
は
20
度
程
度
で
、
砂

が
全
部
湿
っ
て
い
る
場
合
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
水
で
湿
ら

せ
て
お
い
て
、
早
く
表
土
を
植
物
で
覆

う
の
が
効
果
的
で
す
。

ま
た
、
湿
潤
層
の
水
は
乾
砂
層
に
覆

わ
れ
て
水
蒸
気
が
通
り
に
く
い
た
め
蒸

発
し
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
表
面
の

砂
ま
で
常
に
湿
ら
せ
て
お
く
と
、
蒸
発

が
ど
ん
ど
ん
起
こ
っ
て
、
水
に
含
ま
れ

る
塩
分
が
表
土
に
ま
で
吸
い
上
げ
ら
れ

ま
す
。
乾
燥
地
帯
で
水
を
掛
け
過
ぎ
る

と
塩
害
が
起
き
る
の
と
、
同
じ
こ
と
が

起
こ
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
乾
砂
層
と
湿
潤
層
が

あ
り
、
表
土
の
高
温
化
を
植
物
で
防
ぐ

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
水
と
養
分
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
砂
地
は
、
塩
害
も

起
き
な
い
良
質
な
耕
地
に
な
り
得
る
と

い
う
わ
け
で
す
。

局
地
気
候
を
変
え
た
植
生

こ
の
よ
う
な
特
性
を
持
っ
た
砂
地
に

お
い
て
、
空
気
中
の
湿
度
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

鳥
取
大
学
乾
燥
地
セ
ン
タ
ー
は
、
鳥

取
砂
丘
の
一
角
に
あ
り
ま
す
。
か
つ
て

は
砂
地
の
只
中
で
し
た
が
、
今
は
植
林

に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
植
林
前
の
砂
地

の
こ
ろ
（
１
９
５
２
年
）
か
ら
、
50
年

38

少ない水をいかに有効に使うかという実験が、鳥取大学乾燥地
研究センターのアリドドーム内で行なわれている。孔の空いた
ホースからは、ごく小量の水が長時間撒水され、効率良く植物
を育てている。また、人工降雨の実験では、土壌侵食のデータ
が取られている。上段のホースで表面流出の水と泥を回収し、
下段のホースで地中を通り流出する水と泥を回収する。
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流
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湿度の高い砂漠大気から水を絞り出す

ん
。
背
後
に
あ
る
ア
ン
デ
ス
山
脈
や
ロ

ッ
キ
ー
山
脈
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
点
で
、

は
じ
め
て
山
腹
で
上
昇
し
て
雨
や
雪
に

な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
沿
岸
部
で

は
雨
が
降
ら
な
い
た
め
に
乾
燥
が
進
む

の
で
す
。

こ
う
い
う
土
地
で
は
、
霧
は
現
れ
る

の
で
す
が
、
雨
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
霧
が
発
生
し
て
い
る
所
に
、
フ
ォ
グ

ト
ラ
ッ
プ
を
仕
掛
け
ま
す
。
こ
れ
は
メ

ッ
シ
ュ
状
の
垣
根
を
立
て
て
、
垣
根
に

付
着
す
る
霧
を
樋
で
集
め
る
装
置
で
、

南
米
で
は
実
用
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
雨
が
降
ら
ず
に
乾
燥
し

て
い
て
も
、
湿
気
を
含
ん
だ
空
気
が
あ

る
地
域
で
は
、
水
を
絞
り
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
今
は
そ
の

技
術
を
開
発
中
で
す
。

以
上
も
気
象
観
測
を
続
け
て
い
ま
す
。

そ
の
50
年
間
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、

地
上
６
m
で
測
っ
た
風
速
は
周
囲
の
木

が
成
長
す
る
に
し
た
が
っ
て
弱
く
な
り
、

50
年
前
に
は
年
平
均
４
〜
４
・
５
m
／

秒
だ
っ
た
風
速
が
、
１
９
９
０
年
に
は

２
・
５
m
／
秒
に
な
っ
て
い
ま
す
。
植

林
が
確
実
に
風
力
を
弱
め
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
植
生
が
増
え
る
に
し
た
が

っ
て
、
湿
度
も
変
化
し
ま
し
た
。

植
生
が
な
い
状
態
で
は
蒸
発
が
ほ
と

ん
ど
起
き
ま
せ
ん
の
で
、
空
気
中
へ
の

水
蒸
気
補
給
も
行
な
わ
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
植
物
が
生
え
て
く
る
と
、
木
の

根
が
乾
砂
層
の
下
に
ま
で
伸
び
、
深
層

の
水
を
吸
い
上
げ
、
植
物
か
ら
蒸
散
が

起
こ
り
、
大
気
中
へ
の
水
蒸
気
の
放
出

が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
湿
度
は
、
50
年

間
で
10
％
ほ
ど
増
加
し
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
緑
化
は
局
地
気
象
を
変
え
る
の
で

す
。
鳥
取
砂
丘
程
度
の
範
囲
の
気
象
を
、

局
地
ま
た
は
局
所
気
象
と
呼
び
ま
す
。

風
速
は
変
化
し
、
湿
度
の
変
化
も
観

測
さ
れ
た
。
と
す
る
と
、
焼
け
る
ぐ
ら

い
の
温
度
の
砂
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、

空
気
中
の
温
度
も
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。
一
日
の
温
度
変
化

で
あ
る
最
高
温
度
と
最
低
温
度
の
差

（
日
較
差

に
ち
こ
う
さ

）
を
調
べ
る
と
、
そ
の
変
化
は

小
さ
く
な
り
、
50
年
間
か
け
て
現
在
は

気
象
台
と
同
じ
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。

植
物
の
無
い
砂
地
と
い
う
の
は
、
昼

間
は
砂
が
焼
け
る
ほ
ど
60
度
ぐ
ら
い
ま

で
に
上
が
り
、
夜
は
熱
放
出
が
盛
ん
で

表
面
温
度
は
20
度
ぐ
ら
い
ま
で
下
が
る
、

と
い
っ
た
具
合
に
日
較
差
が
40
度
も
あ

る
所
が
ざ
ら
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ

の
よ
う
な
砂
地
も
植
物
に
覆
わ
れ
て
、

日
較
差
が
抑
え
ら
れ
、
空
気
中
の
湿
気

も
高
く
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
、
地
中
の
水
分
の
蒸
発
も
弱

ま
り
ま
し
た
。
蒸
発
は
、
日
射
、
湿
度
、

風
速
と
い
っ
た
気
象
条
件
に
左
右
さ
れ

ま
す
が
、
風
が
弱
ま
っ
て
湿
度
が
高
く

な
っ
た
こ
と
が
蒸
発
を
弱
め
た
一
つ
の

原
因
で
す
。
こ
れ
を
「
植
生
に
よ
る
気

象
改
善
（
緩
和
）
効
果
」
と
評
価
し
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
乾
燥
地
の
緑
化
が

進
め
ば
、
植
生
が
あ
る
近
辺
の
局
地
気

候
は
変
わ
る
の
で
す
。

今
、
私
た
ち
は
中
国
の
黄
土
高
原
で

も
調
査
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
黄
土
は

粒
子
が
細
か
い
の
で
砂
よ
り
も
水
持
ち

が
良
く
、
農
家
は
そ
れ
を
う
ま
く
利
用

し
て
農
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
場
所
で
植
林

を
し
て
や
た
ら
と
木
を
増
や
し
ま
し
た
。

大
規
模
な
植
林
を
す
る
と
、
地
下
深
く

の
水
分
も
吸
い
上
げ
て
し
ま
い
ま
す
。

深
さ
１
m
ま
で
の
表
層
土
が
乾
燥
す
る

現
象
は
以
前
か
ら
見
ら
れ
た
の
で
す
が
、

植
林
す
る
と
そ
れ
が
３
〜
５
m
の
地
下

に
ま
で
乾
燥
が
及
び
ま
す
。

そ
こ
で
我
々
の
チ
ー
ム
で
は
、
自
然

林
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
１
０
０
年
〜
２
０
０
年

の
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
植
生
の
回

復
の
た
め
に
は
自
然
の
降
雨
量
に
対
応

し
た
自
然
林
を
守
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
の
で
す
。
黄
土
高
原
の
他
に
も
、
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
や
シ
リ
ア
、
ス
ー
ダ
ン
、

ブ
ラ
ジ
ル
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の

乾
燥
地
で
も
同
じ
よ
う
な
試
み
を
し
て

い
ま
す
。

湿
度
の
高
い
砂
漠
で

水
を
つ
く
る

沙
漠
と
い
う
と
サ
ハ
ラ
沙
漠
の
よ
う

な
完
全
に
乾
燥
し
た
地
域
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
が
、
雨
が
ほ
と
ん
ど
降
ら
な
い

け
れ
ど
湿
度
は
高
い
と
い
う
乾
燥
地
が

あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
西

海
岸
、
南
米
西
海
岸
、
北
米
西
海
岸
な

ど
で
す
。

こ
れ
ら
の
地
域
の
温
度
は
20
度
か
ら

25
度
く
ら
い
で
、
年
較
差
が
非
常
に
少

な
く
安
定
し
て
い
ま
す
。
湿
度
は
70
〜

80
％
と
高
湿
度
で
、
こ
れ
も
年
較
差
が

少
な
い
。
し
か
し
、
高
湿
度
な
の
に
、

砂
漠
が
あ
る
。
そ
れ
は
湿
度
が
高
い
が
、

雨
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
土
壌
が
乾
燥

し
て
い
る
と
い
う
風
土
な
の
で
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
気
象
に
な
る
か
と

い
う
と
、
沖
合
に
寒
流
が
流
れ
て
い
る

か
ら
で
す
。
海
沿
い
の
陸
地
は
海
水
温

の
影
響
で
気
温
の
変
化
が
乏
し
く
、
空

気
は
冷
た
い
ま
ま
で
上
昇
気
流
が
起
き

に
く
い
。
陸
に
移
っ
て
き
て
も
若
干
暖

め
ら
れ
る
た
め
、
霧
が
発
生
す
る
程
度

で
雨
を
降
ら
せ
る
ほ
ど
に
は
な
り
ま
せ
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温
室
の
省
エ
ネ
技
術
か
ら

水
を
つ
く
る

私
は
、
乾
燥
地
に
紹
介
す
る
技
術
は
、

永
続
性
が
あ
る
こ
と
、
安
価
な
こ
と
、

堅
牢
で
あ
る
こ
と
を
研
究
の
基
礎
に
据

え
て
い
ま
す
。
永
続
性
が
あ
る
こ
と
は

環
境
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
低
く
抑
え
ら

れ
る
こ
と
、
安
価
で
あ
る
こ
と
は
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
効
果
的
に
活
用
す
る
こ

と
、
堅
牢
で
あ
る
こ
と
は
シ
ン
プ
ル
な

装
置
で
故
障
が
少
な
く
、
修
理
が
た
や

す
い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

化
石
燃
料
で
海
水
を
湧
か
し
て
蒸
気

で
造
水
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
地

下
資
源
の
乏
し
い
所
で
、
安
く
永
続
的

に
水
を
作
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
化
石

燃
料
に
頼
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

造
水
技
術
に
取
り
組
ん
だ
き
っ
か
け

は
、
昭
和
40
年
代
の
後
半
に
さ
か
の
ぼ

り
ま
す
。
当
時
、
温
室
の
一
種
で
「
地

気
熱
交
換
温
室
」
と
い
う
も
の
が
開
発

さ
れ
ま
し
た
。
当
時
か
ら
関
東
地
方
で

は
施
設
園
芸
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
関
東
地
方
の
冬
は
晴
天
が
多

い
け
れ
ど
、
夜
は
冷
え
込
み
ま
す
。
そ

こ
で
夜
は
重
油
を
た
い
て
加
温
し
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
で
重
油
が
高
騰
し
た
た
め
に
、
こ
の

重
油
を
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
置
き
換
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
要
望
が

生
ま
れ
た
わ
け
で
す
。

日
中
の
温
室
と
い
う
の
は
太
陽
光
で

熱
が
こ
も
り
高
温
に
な
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
換
気
扇
を
使
っ
て
強
制
換
気
し
、

あ
る
程
度
の
熱
を
排
除
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
空
気
を
逃
が
さ
ず
に
、

強
制
的
に
地
下
に
引
き
込
み
、
地
中
に

敷
か
れ
た
パ
イ
プ
に
通
し
、
温
室
の
中

の
開
口
部
か
ら
中
に
戻
し
て
や
る
。
す

る
と
、
空
気
の
循
環
が
起
こ
り
ま
す
。

日
中
は
相
対
的
に
地
中
の
温
度
が
低
い

の
で
、
地
中
の
パ
イ
プ
周
辺
で
熱
交
換

が
起
こ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
パ
イ
プ
が

通
っ
て
い
る
周
囲
の
土
壌
が
日
中
の
熱

を
蓄
え
ま
す
。
夜
に
な
る
と
、
今
度
は

低
温
に
な
っ
た
温
室
内
に
、
日
中
蓄
え

ら
れ
た
地
中
の
熱
が
戻
っ
て
く
る
、
と

い
う
温
室
が
開
発
さ
れ
た
の
で
す
。

私
の
専
門
は
農
業
気
象
で
、
当
時
、

宮
崎
の
農
業
試
験
場
に
い
て
、
こ
の
よ

う
な
地
気
熱
交
換
温
室
が
宮
崎
に
も
普

及
し
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
温
室
内

の
開
口
部
に
凝
結
し
た
水
が
溜
ま
っ
て

詰
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、
農
家
の
人
た

ち
か
ら
「
使
え
な
い
」
と
言
わ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
の
方
法
は
、
こ
の
時

点
で
は
、「
水
が
溜
ま
る
」
と
い
う
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
、
パ
イ
プ
を
素
焼

き
に
し
て
、
水
を
土
壌
に
捨
て
よ
う
と

い
う
方
向
で
努
力
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
私
は
鳥
取
に
来
て
、
こ
の
技

術
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
利
用

で
き
る
水
が
少
な
い
の
な
ら
、
地
気
熱

交
換
温
室
で
は
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
た

水
を
捨
て
ず
に
、
再
利
用
す
る
方
法
は

な
い
か
と
考
え
始
め
た
の
で
す
。
こ
れ

ま
で
こ
の
温
室
は
熱
の
循
環
が
目
的
だ

っ
た
わ
け
で
す
が
、
今
度
は
凝
結
し
た

水
を
再
利
用
す
る
点
に
注
目
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

４
０
０
g
の
温
室
の
地
下
に
、
20
b

の
深
さ
か
ら
40
b
の
深
さ
に
傾
斜
さ
せ

た
パ
イ
プ
を
埋
め
て
実
験
を
す
る
と
、

か
な
り
の
水
が
集
め
ら
れ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
次
に
温
室
内
で
、
実
際

に
レ
タ
ス
を
栽
培
し
て
み
ま
し
た
。
従

来
の
８
割
〜
７
割
の
水
し
か
使
わ
な
い

節
水
潅
漑
で
栽
培
し
て
水
を
回
収
し
て

み
る
と
、
与
え
た
水
量
の
30
％
の
水
が

太陽エネルギー

窓からの放熱

昼夜

太陽エネルギー昼夜

太陽エネルギー昼夜

地中に蓄熱地中から放熱

地中に蓄熱地中から放熱

昭和40年代の前半までの温室は、日中の余剰熱を窓
から排出して捨て、夜間の温度低下には、重油を焚
くことで対処していた。

昭和40年代の後半開発された地気熱交換温室。 日
中の余剰熱を地中に貯え、夜間、その熱を放出する
ことで、日夜の温度差に対応した。

地気熱交換温室の地下に埋設するパイプを傾け、パ
イプ内に結露する水を貯える。
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湿度の高い砂漠大気から水を絞り出す

溜
ま
り
ま
し
た
。

水
量
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の

水
は
蒸
留
水
で
す
。
乾
燥
地
の
水
は
水

質
が
悪
く
塩
分
の
濃
度
が
一
般
に
高
い

の
で
す
が
、
こ
の
方
法
を
使
え
ば
乾
燥

地
の
水
質
不
良
水
の
改
善
に
も
役
立
つ

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
量
的
に
は
わ
ず

か
で
も
、
医
療
用
や
生
活
用
水
に
役
立

つ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待

し
て
い
ま
す
。

今
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
熱
電
素

子
を
利
用
し
た
造
水
技
術
で
す
。
熱
電

素
子
と
は
、
種
類
の
違
う
金
属
を
接
触

さ
せ
る
と
電
子
の
移
動
が
起
き
る
と
い

う
ペ
ル
チ
ェ
効
果
の
現
象
を
利
用
し
た

発
熱
・
冷
却
素
子
で
す
。
最
近
は
冷
蔵

庫
や
除
湿
器
で
も
使
わ
れ
て
い
る
も
の

で
す
。

電
気
を
流
す
と
、
片
方
の
接
合
部
が

冷
え
、
片
方
の
接
合
部
は
発
熱
し
、
70

度
ぐ
ら
い
の
温
度
差
を
つ
く
り
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
冷
え
た
ほ
う
で

空
気
を
冷
や
し
ま
す
と
、
理
想
的
に
は
、

１
k
の
空
気
か
ら
15
ｇ
の
水
が
取
れ
る

と
見
込
ま
れ
ま
す
。
現
在
、
こ
の
理
想

状
態
に
造
水
効
率
を
近
づ
け
る
取
り
組

み
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
実
用
に

は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
で
し
ょ
う
。
も

ち
ろ
ん
電
源
に
は
太
陽
電
池
や
風
力
発

電
で
作
ら
れ
た
電
気
を
利
用
し
ま
す
。

熱
電
素
子
に
よ
る
造
水
の
発
想
は
、

温
室
と
い
う
閉
鎖
空
間
で
は
な
く
、
オ

ー
プ
ン
な
大
気
中
か
ら
淡
水
を
取
り
た

い
考
え
始
め
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
昭
和
40
年
代
の
省
エ
ネ
温
室
の

技
術
が
、
着
想
を
変
え
て
、
自
由
大
気

か
ら
の
造
水
技
術
に
つ
な
が
っ
た
わ
け

で
す
。

乾
燥
地
の
研
究
か
ら

都
市
を
評
価
す
る

こ
れ
ま
で
約
40
年
の
間
、
砂
地
、
乾

燥
地
で
の
農
業
気
象
研
究
を
続
け
て
き

ま
し
た
が
、
今
の
都
市
の
あ
り
方
は
、

少
し
行
き
過
ぎ
な
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
発
展
を
競
い
す
ぎ
て
い
る
し
、

自
然
と
の
共
生
を
忘
れ
て
、
人
工
環
境

で
す
べ
て
に
対
応
す
る
こ
と
に
追
わ
れ

て
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
暑
さ

寒
さ
、
自
然
を
受
け
入
れ
る
素
養
を
大

切
に
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
温
暖
化
、
都
市
の

温
暖
化
な
ど
が
今
の
ま
ま
で
、
下
層
大

気
が
ど
ん
ど
ん
暖
め
ら
れ
れ
ば
、
日
本

に
も
ア
メ
リ
カ
を
襲
っ
た
ハ
リ
ケ
ー
ン

レ
ベ
ル
の
気
象
災
害
が
起
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

私
が
行
な
っ
て
い
る
造
水
技
術
や
植

生
に
よ
る
気
象
改
善
は
、
人
類
の
生
存

に
か
か
わ
る
大
切
な
研
究
で
す
。
特
許

を
取
っ
て
個
人
で
囲
い
込
む
の
で
は
な

く
、
産
学
の
分
野
が
協
力
し
て
広
く
実

用
に
利
用
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
研
究
者

と
し
て
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

あ
る
が
ま
ま
の
場
所
で
自
分
が
生
き

る
工
夫
が
大
事
で
、
寒
け
れ
ば
一
枚
余

計
に
着
る
。
な
に
も
、
寒
い
冬
に
シ
ャ

ツ
一
枚
に
な
れ
る
部
屋
を
つ
く
る
必
要

は
な
い
わ
け
で
す
。
私
は
、
そ
ん
な
場

所
は
病
院
だ
け
で
い
い
と
思
っ
て
ま
す
。

上：実験温室が鳥取大学乾燥地研究センターの広大な敷地に並ぶ。
下：水蒸気回収装置が設置された温室。地中を通すパイプにはファンを取り付けて、
強制的に空気を循環させる。
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僕
た
ち
料
理
人
に
と
っ
て
、
湯
気
は
「
お
い
し
い
」

の
サ
イ
ン
で
す
。

た
と
え
ば
、
ご
は
ん
。
炊
い
て
い
る
と
き
に
、
横
か

ら
湯
気
が
わ
ー
っ
と
出
て
い
な
い
よ
う
だ
と
、
実
際
炊

き
上
が
っ
て
も
お
い
し
く
な
い
。
あ
る
い
は
、
お
椀
。

蓋
を
開
け
た
と
き
に
湯
気
が
立
ち
昇
る
と
、「
お
い
し
そ

う
」
と
い
う
気
持
ち
と
一
緒
に
、
香
り
も
ふ
わ
っ
と
お

客
様
に
届
き
ま
す
。
昔
か
ら
言
い
ま
す
が
、
湯
気
は
見

た
目
の
ご
馳
走
な
ん
で
す
。

和
食
の
厨
房
で
は
、
１
年
中
蒸
し
器
が
火
に
か
か
っ

て
い
ま
す
。
火
は
中
火
の
弱
火
く
ら
い
。
使
う
場
面
に

よ
っ
て
そ
れ
を
強
く
し
た
り
弱
く
し
た
り
す
る
の
で
す
。

お
湯
が
沸
騰
し
て
も
１
０
０
度
、
そ
こ
に
塩
を
入
れ
て

も
せ
い
ぜ
い
１
０
５
度
く
ら
い
。
で
も
、
湯
気
の
温
度

は
３
０
０
度
に
も
な
る
と
い
い
ま
す
。
そ
の
力
を
利
用

す
れ
ば
、
上
手
に
芯
ま
で
、
な
る
べ
く
短
時
間
で
火
を

通
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

ま
ず
、
元
々
は
少
し
ゆ
る
い
も
の
を
、
蒸
す
こ
と
で

固
め
る
と
い
う
蒸
し
器
の
使
い
方
が
あ
り
ま
す
。
茶
碗

蒸
し
や
し
ん
じ
ょ
う
が
そ
れ
。
蒸
気
の
温
度
で
た
ん
ぱ

く
質
が
固
ま
っ
て
、
形
が
整
っ
て
い
く
の
で
す
。
僕
た

ち
に
と
っ
て
は
、
形
を
整
え
な
が
ら
あ
た
た
め
る
と
い

う
方
法
は
、
と
て
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
こ
と
で
す
。
ま
た
、

素
材
に
よ
っ
て
は
味
を
ふ
く
ま
せ
な
が
ら
あ
た
た
め
る

と
い
う
使
い
方
も
あ
り
ま
す
。
と
く
に
煮
崩
れ
し
て
ほ

し
く
な
い
食
材
の
場
合
は
、
鍋
を
直
火
に
か
け
て
「
煮

る
」
こ
と
で
素
材
が
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
れ
て
崩
れ
て
し
ま
う

よ
り
、「
蒸
す
」
ほ
う
が
、
食
材
に
と
っ
て
や
さ
し
い
の

で
す
。
僕
た
ち
は
そ
う
い
う
基
準
で
、「
煮
る
」
と
「
蒸

す
」
を
使
い
分
け
て
い
ま
す
。

や
さ
し
い
と
い
え
ば
、
今
は
昔
と
違
っ
て
、
真
夏
で

も
暑
さ
を
感
じ
る
よ
り
は
、
エ
ア
コ
ン
で
身
体
が
冷
え

て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
特
に
女
性
は
そ
う
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
真
夏
で
も
熱
い
お
つ
ゆ
を
お
出
し
す
る
と

喜
ば
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
冬
瓜
の
お
つ
ゆ
は
、
ど

こ
の
お
店
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
夏
の
定
番
。
あ
た

た
か
く
て
身
体
に
や
さ
し
い
メ
ニ
ュ
ー
で
す
。
で
も
和

食
に
は
季
節
感
も
大
切
。
料
理
人
が
日
常
の
中
で
感
じ

る
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
、
料
理
に
込
め
て
お
客
様
へ

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
の
で
す
。
秋
が
深
ま
り
ま
し
た
。

冬
が
来
ま
し
た
ね
。
お
客
様
に
「
あ
あ
、
そ
う
だ
」
と

共
感
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
喜
び
も
ひ
と
し
お
で
す
。

さ
て
、
蒸
し
器
の
中
で
は
熱
せ
ら
れ
た
水
が
水
蒸
気

と
な
っ
て
立
ち
昇
り
、
蓋
に
ぶ
つ
か
っ
て
ま
た
下
へ
降

り
て
い
き
、
ぐ
る
ぐ
る
と
対
流
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

一
定
の
温
度
と
圧
力
が
生
ま
れ
、
食
材
を
蒸
し
て
く
れ

る
の
で
す
。
し
か
し
、
蒸
し
器
の
蓋
は
バ
ッ
と
開
け
る

と
全
開
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
せ
っ
か
く

の
蒸
気
が
一
気
に
逃
げ
て
し
ま
い
、
圧
力
も
温
度
も
下

が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
蒸
し
器
の
ふ
た
を

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
開
け
る
こ
と
は
し
な
い
。
僕
た
ち
に
と

っ
て
は
、
蓋
を
開
け
ず
に
常
に
蒸
し
器
の
中
の
状
態
を

み
ず
だ
よ
り

湯
気
は
見
た
目
の
ご
馳
走
で
す
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イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
の
で
す
。「
今
、
食

材
は
ど
ん
な
硬
さ
な
ん
だ
ろ
う
」、「
ど
れ
ぐ
ら
い
食
材

に
味
が
し
み
た
だ
ろ
う
」
…
…
。
想
像
す
る
こ
と
は
蒸

す
こ
と
に
限
ら
ず
、
焼
く
こ
と
、
煮
る
こ
と
、
揚
げ
る

こ
と
に
も
共
通
し
ま
す
が
、
塩
梅
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る

よ
う
に
な
る
に
は
長
年
の
修
行
が
必
要
で
す
し
、
う
ま

く
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
が
良
い
料
理
人
。
そ
し
て
蒸
し

器
は
、
上
手
に
使
え
ば
、
料
理
人
に
と
っ
て
と
て
も
便

利
な
道
具
に
な
る
の
で
す
。

僕
は
18
歳
で
修
行
を
始
め
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で

は
ご
く
普
通
の
高
校
生
。
ほ
と
ん
ど
料
理
を
し
た
こ
と

が
な
い
の
に
、
い
き
な
り
調
理
場
に
入
っ
て
、
毎
日
揚

げ
た
り
、
焼
い
た
り
、
煮
た
り
す
る
生
活
が
始
ま
り
ま

し
た
。
そ
ん
な
半
人
前
に
と
っ
て
、
あ
、
お
い
し
そ
う

と
思
う
の
は
焦
げ
色
と
湯
気
。
と
く
に
勢
い
よ
く
吹
い

て
い
る
蒸
気
は
強
烈
に
「
あ
、
お
い
し
そ
う
」
と
思
わ

せ
て
く
れ
た
。
あ
と
、
お
客
様
に
お
出
し
す
る
と
き
に
、

食
材
に
火
が
通
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
一
番
の
心
配
な

の
で
す
。
そ
れ
を
「
大
丈
夫
」
と
知
ら
せ
て
く
れ
る
の

が
、
湯
気
だ
っ
た
。
で
き
あ
が
っ
た
と
き
に
、
食
材
か

ら
湯
気
が
ふ
わ
ー
っ
と
出
る
。
今
で
も
そ
の
湯
気
を
見

れ
ば
「
Ｏ
Ｋ
」
だ
と
思
い
ま
す
。

穴
子
を
揚
げ
て
ぱ
ん
っ
と
切
る
と
そ
の
切
り
口
か
ら

湯
気
が
た
つ
。
あ
る
い
は
帆
立
を
海
苔
で
巻
い
て
揚
げ

て
、
そ
の
間
か
ら
ふ
ー
っ
と
湯
気
が
出
た
り
す
る
と
、

見
た
だ
け
で
、
あ
、
こ
れ
は
絶
対
旨
い
と
思
う
。「
熱
い

う
ち
に
早
く
召
し
上
が
っ
て
」。
そ
ん
な
気
持
ち
で
、

日
々
お
客
様
に
料
理
を
お
出
し
し
て
い
ま
す
。

湯気は見た目のご馳走です

笹岡隆次
ささおかたかつぐ
1962年、東京生まれ。1980年、高校卒業と同時に赤
坂「長谷川」で修行を始める。北大路魯山人の孫弟
子・吉田義雄氏を師匠とする吉原綾二氏に師事。こ
のことから、吉田－吉原－笹岡と続く魯山人の直系
弟子となる。新橋「一楽」、三田「菱沼」を経て、
1997年、天現寺「笹岡」を開店、現在に至る。



日
本
に
い
る
と
、
否
応
な
く
向
き
合
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
湿
気
。
で
は
、
湿
気

は
ど
の
よ
う
な
形
で
、
私
た
ち
の
暮
ら
し

に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
身

近
か
な
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
湿
気
を
取
材

し
に
、
ま
ち
に
出
か
け
て
み
ま
し
た
。

電
気
式
海
苔
乾
燥
機
の

出
番
は
い
つ
？

湿
気
を
感
じ
る
と
き
？
　

や
っ
ぱ
り
、
梅
雨
の
時
期
だ
ね
え
。

正
式
な
梅
雨
入
り
か
ど
う
か
じ
ゃ
な
く
て
、

奥
か
ら
こ
い
つ
（
電
気
式
海
苔
乾
燥
機
）
を

出
し
て
こ
よ
う
、
と
い
う
気
が
す
る
と
き
が
、

湿
気
を
感
じ
る
と
き
だ
な
。
一
年
中
は
、
使

っ
て
い
な
い
よ
。
梅
雨
か
ら
夏
の
間
だ
け
。

秋
に
な
っ
て
、
空
気
が
乾
い
て
く
る
と
、
た

だ
の
海
苔
の
缶
に
変
え
る
。

昔
は
炭
で
、
い
ち
い
ち
焙
っ
て
い
た
ん
だ

よ
。
炭
火
が
一
番
で
、
次
が
電
熱
器
。
ガ
ス

は
焦
げ
や
す
い
か
ら
ダ
メ
だ
な
あ
。
高
級
な

寿
司
屋
は
、
今
で
も
炭
火
で
焙
っ
て
る
ん
じ

ゃ
な
い
の
。
そ
り
ゃ
あ
、
そ
の
ほ
う
が
お
い

し
い
も
の
。
も
ち
ろ
ん
、
焦
げ
な
い
よ
う
に

う
ま
く
焙
ん
な
き
ゃ
ダ
メ
だ
よ
。

海
苔
の
裏
ど
う
し
を
２
枚
合
わ
せ
て
、
端

を
持
ち
、
手
で
持
っ
た
反
対
側
の
隅
を
焙
る
。

焙
り
な
が
ら
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
く
と
、
ほ

ら
、
８
回
で
全
部
の
面
が
順
繰
り
に
き
た
だ

ろ
う
、
わ
か
る
か
い
？
　

パ
リ
パ
リ
の
海
苔
を
使
っ
た
っ
て
、
ぐ
ず

ぐ
ず
し
て
た
ら
湿
気
ち
ゃ
う
。
海
苔
巻
き
は

巻
き
簾
の
上
に
海
苔
を
置
い
て
、
寿
司
飯
を

広
げ
、
ネ
タ
を
載
せ
て
巻
く
ん
だ
け
ど
、
海

苔
が
湿
気
な
い
よ
う
に
、
寿
司
飯
を
浮
か
せ

た
い
よ
う
な
気
持
ち
で
巻
く
。
寿
司
飯
を
潰

さ
な
い
よ
う
に
、
ス
ッ
と
切
っ
て
、
出
す
。

カ
ウ
ン
タ
ー
に
座
っ
た
一
番
の
口
福
は
、
海

苔
巻
き
の
海
苔
が
パ
リ
ッ
と
し
て
い
る
こ
と

か
も
な
。

今
は
ク
ー
ラ
ー
で
除
湿
も
で
き
る
け
ど
、

や
っ
ぱ
り
梅
雨
に
入
る
と
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス

が
曇
る
ね
え
。
店
の
内
装
に
新
建
材
が
増
え

て
か
ら
、
結
露
っ
て
い
う
の
が
、
余
計
増
え

た
よ
う
な
気
が
す
る
ね
。

（
世
田
谷
・
東
寿
司
　
笛
木
さ
ん
）

不
快
指
数
は
湿
気
指
数

か
つ
て
天
気
予
報
で
よ
く
使
わ
れ
た

「
不
快
指
数
」
は
、
温
度
と
湿
度
を
組
み

合
わ
せ
て
考
案
さ
れ
た
「
蒸
し
暑
さ
を

表
す
指
標
」。
１
９
５
９
年
に
ア
メ
リ
カ

の
天
気
予
報
に
採
用
さ
れ
、
日
本
で
も

１
９
６
１
年
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
不
快
か
ど
う
か
の
感

じ
方
に
は
地
域
差
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ

で
は
不
快
指
数
75
で
半
数
以
上
、

80
で
は
全
員
が
不
快
を
感
じ
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
日
本
で
は
75
で
９
％
、
80

で
65
％
の
人
し
か
不
快
と
感
じ
な
い

（
和
達
清
夫
、
倉
嶋
厚
『
雨
・
風
・
寒
暑

の
話
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
１
９
７

４
）。
と
も
あ
れ
、
不
快
指
数
は
高
温
多

湿
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
暑

さ
だ
け
で
は
な
く
、
湿
気
感
と
し
て
の

「
蒸
し
暑
さ
」
を
程
よ
く
表
す
目
安
で
あ

る
。最

近
で
は
「
紫
外
線
指
数
」、「
ふ
と

ん
干
し
指
数
」、「
ビ
ー
ル
指
数
」
な
ど
、

指
数
流
行
り
で
、
元
祖
の
不
快
指
数
は

あ
ま
り
話
題
に
の
ぼ
ら
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、「
不
快
指
数
の
高
い
○
○
○
○

No.
１
」
な
ど
と
い
っ
た
、
独
立
し
た
単

語
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
増
え
、
日

本
人
の
意
識
の
中
で
は
す
っ
か
り
市
民

権
を
得
た
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
実
際

の
数
字
は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
言
葉
の

表
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
堪
え
難
い
日
本

の
夏
を
代
表
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉

で
あ
る
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
こ
と

だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
客
観
的
な
数
値
で
表
さ

れ
る
湿
度
に
比
べ
、
湿
気
と
い
う
と
何
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文
化
を
つ
く
る
　

肌
で
感
じ
る
湿
気
　
　

編
集
部

不快指数を求める算式

（気温℃をT、相対湿度％をHとしたとき）
【0.81T + 0.11Ｈ（0.99T - 14.3）+ 46.3 】

不快指数 75～80で「やや暑い」
80～85で「暑くて汗が出る」
85以上は「暑くてたまらない」
さらに、この式では極端な高温
や極端な乾燥では感覚と差が出
るためか、気象庁では「不快指
数とは気温と湿度による『むし
暑さ』の指数。風速が含まれて
いないので体感とは必ずしも一
致しない」とわざわざ説明して
おり、不快指数ではなく、
「温度湿度指数 temperature-
humidity index」と呼んでいる。
ちなみに、風速1m /秒程度の風
にあたると体感温度が1℃下が
り、扇風機程度の風では、不快
指数が10程度下がるといわれて
いる。



や
ら
親
し
み
さ
え
感
じ
る
か
ら
不
思
議

だ
。
乾
燥
剤
を
湿
気
止
め
と
呼
び
、
海

苔
の
缶
に
入
れ
る
だ
け
で
何
や
ら
安
心

感
が
湧
い
て
く
る
の
は
、
湿
気
と
つ
き

あ
っ
て
き
た
長
年
の
癖
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

「
蒸
し
涼
し
い
」
か
ら

ド
ラ
イ
エ
ア
コ
ン
へ

そ
の
湿
気
感
に
、
お
そ
ら
く
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
の
が
エ
ア
コ
ン
だ

ろ
う
。
こ
の
「
エ
ア
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

ニ
ン
グ
（
空
気
調
和
）」
と
い
う
言
葉
は
、

も
と
も
と
１
９
０
６
年
に
米
国
の
技
術

者
が
使
い
始
め
、
明
治
時
代
の
日
本
で

は
「
温
湿
度
調
整
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

高
温
多
湿
の
国
・
日
本
に
や
っ
て
来

た
冷
房
機
第
一
号
は
、
１
９
０
７
年

（
明
治
40
）
に
保
土
ヶ
谷
の
紡
績
工
場
に

ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
だ
。

紡
績
工
場
に
導
入
さ
れ
た
理
由
は
湿
度

不
足
に
よ
る
糸
切
れ
対
策
と
い
う
狙
い

が
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
実
際
に
は
、
少

し
で
も
涼
し
く
し
た
い
と
い
う
要
望
の

方
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
井

戸
水
を
噴
霧
さ
せ
た
ダ
ク
ト
に
空
気
を

通
す
こ
と
で
温
度
を
下
げ
る
「
井
水
冷

房
」
が
１
９
２
２
年
（
大
正
11
）
に
東

京
モ
ス
リ
ン
名
古
屋
工
場
で
採
用
さ
れ

る
。
約
17
度
の
井
戸
水
を
噴
霧
し
、
真

夏
の
工
場
内
を
平
均
26
・
７
度
、
湿
度

79
・
５
％
と
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、
今
か
ら
見
る
と
ず
い
ぶ

ん
と
「
蒸
し
涼
し
い
」
も
の
だ
っ
た
ろ

う
。
そ
の
後
、
オ
フ
ィ
ス
に
も
導
入
さ

れ
た
が
、
涼
し
く
な
る
が
そ
れ
以
上
に

湿
度
が
高
く
な
り
、
日
本
興
業
銀
行
で

は
机
や
カ
ウ
ン
タ
ー
が
汗
を
か
く
と
ク

レ
ー
ム
が
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
大
型
冷
房
機
器
が
紡
績
工

場
、
印
刷
工
場
、
演
芸
場
、
デ
パ
ー
ト

な
ど
で
採
用
さ
れ
、
戦
後
は
、
温
度
が

上
が
る
電
話
交
換
機
室
や
、
快
適
さ
が

求
め
ら
れ
る
銀
行
に
普
及
し
て
い
っ
た
。

１
９
２
７
年
（
昭
和
２
）
に
完
成
し
た

三
越
演
芸
場
は
劇
場
空
調
の
第
一
号
だ

が
、
冷
房
は
昭
和
30
年
ご
ろ
ま
で
ド
ラ

イ
な
涼
し
さ
で
は
な
く
、
湿
っ
た
涼
し

さ
を
与
え
て
い
た
よ
う
だ
。

し
か
し
、
時
代
は
下
り
、
１
９
７
０

年
以
降
に
な
る
と
、
室
外
機
ヒ
ー
ト
ポ

ン
プ
で
熱
交
換
、
排
熱
・
除
湿
を
行
な

う
ル
ー
ム
ク
ー
ラ
ー
の
普
及
が
進
む
よ

う
に
な
る
。
ド
ラ
イ
な
涼
し
さ
の
誕
生

だ
。
全
世
帯
当
た
り
ル
ー
ム
ク
ー
ラ
ー

保
有
率
は
、
１
９
７
０
年
に
は
5.9
％
。

そ
れ
が
、
１
９
８
５
年
に
52
・
３
％
、

２
０
０
０
年
に
は
86
・
２
％
と
上
が
っ

て
い
く
。
た
だ
し
、
１
９
９
５
年
か
ら

２
０
０
４
年
ま
で
の
15
年
間
に
渡
る
ル

ー
ム
ク
ー
ラ
ー
の
国
内
累
計
出
荷
台
数

は
約
７
１
０
０
万
台
（
社
団
法
人
日
本

冷
凍
空
調
工
業
会
）。
こ
れ
は
日
本
の
住

宅
総
数
５
３
８
０
万
戸
（
２
０
０
３
年
）

の
１
・
３
倍
だ
。
冷
涼
地
以
外
の
土
地

で
は
、
既
に
「
一
家
に
一
台
」
か
ら
、

「
一
部
屋
に
一
台
」
と
い
う
時
代
に
移
行
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新
蕎
麦
が
教
え
て
く
れ
る

さ
ら
っ
と
感

毎
朝
、
挽
き
立
て
の
そ
ば
粉
を
打
ち
ま
す

が
、
捏
ね
鉢
に
蕎
麦
粉
を
入
れ
て
水
回
し

（
蕎
麦
粉
に
水
を
含
ま
せ
る
作
業
）
を
し
た
と

き
に
、
だ
い
た
い
蕎
麦
粉
の
状
態
が
わ
か
り

ま
す
よ
。
１
O
の
蕎
麦
粉
に
対
し
て
５
０
０
ｇ

の
水
が
基
本
。
う
ち
で
は
器
に
１
０
０
ｇ
の

余
分
の
水
を
入
れ
、
塩
梅
を
見
な
が
ら
調
整

し
て
い
ま
す
。

９
月
末
に
な
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
新

蕎
麦
が
出
回
り
ま
す
。
新
蕎
麦
の
時
期
は
、

蕎
麦
粉
が
サ
ラ
サ
ラ
で
、
水
が
た
く
さ
ん
入

り
ま
す
。
湿
気
て
く
る
と
、
口
で
は
説
明
で

き
な
い
け
れ
ど
シ
ト
っ
と
し
ま
す
ね
。
蕎
麦

粉
の
湿
気
に
合
わ
せ
て
入
れ
る
水
を
調
整
す

る
の
は
、
長
年
の
勘
で
す
。

挽
き
立
て
と
は
い
う
も
の
の
、
収
穫
し
て

か
ら
玄
蕎
麦
の
状
態
で
保
管
し
て
お
く
わ
け

で
す
か
ら
、
少
し
ず
つ
湿
気
を
帯
び
て
く
る

ん
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
期
か
ら
、
次
の
収
穫

期
ま
で
の
間
、
蕎
麦
粉
は
少
し
ず
つ
湿
気
て

い
く
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
玄
蕎
麦
の
状
態
だ

と
、
殻
が
あ
る
か
ら
そ
れ
ほ
ど
湿
気
を
含
み

ま
せ
ん
が
、
挽
い
た
ら
す
ぐ
に
冷
蔵
庫
に
保

管
し
ま
す
。
う
ち
は
、
喫
茶
店
も
や
っ
て
い

た
か
ら
わ
か
る
け
れ
ど
、
コ
ー
ヒ
ー
豆
も
一

緒
で
す
。
規
模
の
大
き
な
喫
茶
店
は
、
大
き

な
保
管
用
の
冷
蔵
庫
を
備
え
て
い
ま
す
。
そ

ん
な
に
気
を
使
っ
て
も
、
夏
は
や
っ
ぱ
り
状

態
が
悪
い
。

そ
う
言
え
ば
、
私
が
湿
気
を
感
じ
る
新
蕎

麦
前
の
季
節
は
、
偶
然
、
外
の
湿
度
も
高
い

時
期
と
重
な
り
ま
す
ね
。
秋
に
な
っ
て
空
気

が
乾
い
て
感
じ
る
と
き
が
、
新
蕎
麦
の
季
節

で
も
あ
る
ん
で
す
。

（
名
古
屋
・
覚
王
山
た
か
乃
　
安
藤
さ
ん
）



蒸
さ
れ
て
和
ら
ぐ
肌
と
ヒ
ゲ

美
容
院
に
と
っ
て
の
湿
気
感
で
す
か
？
　

そ
れ
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
ス
ト
レ
ー
ト

パ
ー
マ
で
す
。
梅
雨
が
近
づ
い
て
湿
気
て
く

る
と
、
断
然
ス
ト
レ
ー
ト
パ
ー
マ
を
か
け
る

お
客
さ
ん
が
増
え
ま
す
ね
。
そ
れ
と
、
カ
ッ

ト
し
て
床
に
落
ち
た
毛
の
掃
除
で
も
、
季
節

感
を
感
じ
ま
す
。
床
に
張
り
つ
い
て
、
さ
っ

と
掃
け
な
く
な
っ
て
き
た
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
梅

雨
だ
な
と
。

梅
雨
時
は
パ
ー
マ
が
少
し
か
か
り
に
く
く

な
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
ね
。
湿
気
が
増
え

た
な
と
感
じ
る
の
は
、
そ
ん
な
と
き
で
す
が
、

逆
に
冬
に
な
っ
て
湿
気
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
う

と
、
静
電
気
が
す
ご
い
で
す
。
髪
の
毛
に
帯

電
す
る
か
ら
、
ス
プ
レ
ー
で
抑
え
ま
す
。

そ
う
そ
う
、
梅
雨
に
な
っ
て
ス
ト
レ
ー
ト

に
す
る
の
は
、
湿
気
で
髪
の
毛
が
縮
れ
て
ま

と
ま
り
に
く
い
か
ら
で
す
が
、
な
ぜ
か
も
う

一
つ
ピ
ー
ク
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
秋
。

秋
に
ス
ト
レ
ー
ト
パ
ー
マ
の
理
由
は
、
わ
か

り
ま
せ
ん
。
乾
燥
し
て
き
て
髪
が
サ
ラ
サ
ラ

に
な
る
か
ら
、
か
え
っ
て
も
っ
と
サ
ラ
サ
ラ

に
し
た
い
、
と
思
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
女
心

は
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
え
。

う
ち
は
床
屋
も
兼
業
で
す
が
、
湯
気
を
出

し
て
ヒ
ゲ
を
柔
ら
か
く
す
る
機
械
を
使
っ
て

い
ま
す
。
も
う
20
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
あ
り
ま

し
た
が
、
普
及
し
た
の
は
こ
こ
10
年
ぐ
ら
い

で
し
ょ
う
か
。
蒸
し
タ
オ
ル
で
や
っ
て
い
た

の
と
同
じ
こ
と
で
す
が
、
う
ち
の
機
械
は
い

ろ
い
ろ
な
部
品
が
つ
い
て
、
エ
ス
テ
で
や
る

よ
う
な
施
術
も
で
き
る
ん
で
す
よ
。
ほ
ん
わ

か
温
か
く
て
気
持
ち
が
い
い
か
ら
、
リ
ラ
ッ

ク
ス
す
る
し
、
血
液
の
循
環
も
よ
く
な
っ
て

好
評
で
す
。
肌
が
滑
ら
か
に
な
り
ヒ
ゲ
自
体

も
柔
ら
か
く
な
っ
て
、
剃
刀
負
け
が
し
な
い

ん
で
す
。
お
風
呂
の
中
で
蒸
さ
れ
た
状
態
に

な
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
、
本
物
の
お
風
呂
に

は
か
な
い
ま
せ
ん
。
ヒ
ゲ
を
剃
る
の
は
お
風

呂
が
一
番
。

（
山
梨
・
Ｓ
ｔ
ａ
ｙ-

１
　
佐
藤
さ
ん
）

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
湿
気
に
暮
ら
し
の
知
恵
で

適
応
し
て
き
た
日
本
人
の
衣
食
住
も
大

き
く
変
化
し
た
。

乾
い
た
暑
さ
？

し
か
し
驚
い
た
こ
と
に
、
１
９
３
３

年
（
昭
和
８
）
の
東
京
の
熱
帯
夜
日
数

は
13
日
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
１

９
０
０
年
代
初
頭
の
熱
帯
夜
日
数
は
皆

無
で
あ
っ
た
と
い
う
（
尾
島
俊
雄
『
ヒ

ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
』
東
洋
経
済
新
報
社
、

２
０
０
２
）。

こ
れ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け

る
、
70
年
前
の
随
筆
が
あ
る
。
東
京
で

は
夏
の
涼
風
が
名
物
だ
っ
た
よ
う
で
、

寺
田
寅
彦
は
「
東
京
の
夏
に
は
地
方
的

季
節
風
が
相
当
強
い
南
東
風
と
し
て
発

達
し
て
い
る
た
め
に
そ
れ
が
海
陸
風
と

合
成
さ
れ
、
も
し
こ
れ
が
な
け
れ
ば
べ

た
凪
に
な
る
は
ず
の
夕
方
の
時
刻
に
涼

し
い
南
東
が
か
っ
た
風
を
吹
か
せ
る
」

と
記
し
、「
風
の
涼
し
さ
は
東
京
名
物
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
夕
食
後
風
呂
を
浴
び

て
無
帽
の
浴
衣
が
け
で
神
田
上
野
あ
た

り
の
大
通
り
を
吹
き
抜
け
る
涼
風
に
吹

か
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
暑
い
汽
車

に
乗
っ
て
暑
い
夕
な
ぎ
を
わ
ざ
わ
ざ
追

い
か
け
て
海
岸
な
ど
へ
出
か
け
る
気
に

な
り
か
ね
る
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い

る
（「
涼
味
数
題
」
１
９
３
３
）。

こ
の
随
筆
が
書
か
れ
た
頃
に
比
べ
る

と
、
東
京
の
夏
は
確
か
に
暑
く
な
っ
て

い
る
。
東
京
・
大
手
町
で
計
測
し
て
い

る
気
象
庁
の
過
去
74
年
の
熱
帯
夜
（
最

低
気
温
25
℃
以
上
の
日
）
日
数
は
、
明

ら
か
に
増
加
傾
向
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

東
京
の
相
対
湿
度
の
変
化
を
見
て
み
る

と
、
な
ん
と
低
下
傾
向
な
の
だ
。

我
々
が
蒸
し
暑
い
と
感
じ
て
い
た
夏

の
暑
さ
だ
が
、
な
ぜ
か
、
い
つ
の
間
に

か
、
ジ
リ
ジ
リ
と
し
た
乾
い
た
暑
さ
に

変
化
し
て
い
た
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

樹
木
や
土
の
地
面
か
ら
絶
え
ず
蒸
散
す
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東京だけの話だが、70年前から比べ年間平均気温が２度以上も上っている。一方、年
間平均相対湿度は10％以上も低下している。



あ
な
た
は
、

パ
リ
パ
リ
派
？

し
っ
と
り
派
？

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が
日
本
に
お

目
見
え
し
て
、
約
30
年
（
１
９
７
４
年
５

月
、
東
京
都
豊
洲
に
一
号
店
）。
ア
メ
リ

カ
で
で
き
た
コ
ン
ビ
ニ
で
、
い
つ
し
か
お

に
ぎ
り
開
発
が
過
熱
し
て
い
っ
た
の
は
、

面
白
い
現
象
で
す
。

お
に
ぎ
り
と
い
え
ば
、
家
庭
で
つ
く
っ

た
も
の
で
あ
り
、
携
帯
に
便
利
だ
か
ら
遠

足
と
か
野
良
仕
事
と
か
に
持
っ
て
い
き
、

時
間
が
経
っ
て
か
ら
食
べ
る
も
の
だ
し
、

海
苔
は
最
初
か
ら
巻
い
て
あ
る
か
ら
湿
け

っ
て
い
る
の
が
当
た
り
前
で
し
た
。
そ
ん

な
先
入
観
を
く
つ
が
え
し
、
お
に
ぎ
り
の

新
し
い
可
能
性
を
印
象
づ
け
た
の
が
、

「
パ
リ
パ
リ
海
苔
の
お
に
ぎ
り
」
誕
生
で

す
。海

苔
と
お
に
ぎ
り
を
フ
ィ
ル
ム
で
区
切

り
、
開
け
た
人
間
が
自
分
で
巻
く
方
式
は
、

書
い
て
あ
る
と
お
り
の
順
番
で
フ
ィ
ル
ム

を
剥
が
し
て
い
っ
て
も
、
う
ま
く
完
成
で

き
な
い
人
も
い
て
、
当
初
は
「
？
」
と
戸

惑
う
人
が
続
出
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
思
い

を
し
て
ま
で
、
パ
リ
パ
リ
で
食
べ
た
く
は

な
い
、
と
思
っ
た
人
も
多
い
は
ず
で
す
。

今
は
お
に
ぎ
り
用
の
フ
ィ
ル
ム
が
お
弁
当

コ
ー
ナ
ー
で
売
ら
れ
て
い
て
、
自
分
で
パ

リ
パ
リ
海
苔
お
に
ぎ
り
を
つ
く
る
人
が
い

る
ほ
ど
の
人
気
で
す
。

し
か
し
、
そ
ん
な
湿
気
た
海
苔
を
嫌
う

風
潮
に
逆
行
す
る
よ
う
に
、
し
っ
と
り
海

苔
を
謳
う
お
に
ぎ
り
も
登
場
。
ど
ち
ら
も

そ
れ
な
り
に
支
持
さ
れ
て
共
存
し
て
い
る

の
で
す
か
ら
、
人
の
食
い
意
地
の
貪
欲
さ

が
、
た
く
ま
し
い
商
魂
を
し
っ
か
り
支
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
っ
と
り
海
苔
お
に
ぎ
り
の
好
調
に
追

随
す
る
か
の
よ
う
に
、
今
度
は
パ
リ
ッ
と

し
な
い
煎
餅
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま

す
。
湿
気
を
嫌
い
排
除
す
る
姿
勢
か
ら
、

湿
気
を
逆
手
に
と
っ
て
受
け
入
れ
る
柔
軟

さ
は
、
お
に
ぎ
り
と
煎
餅
で
も
始
ま
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

る
と
い
う
こ
と
が
減
っ
て
湿
度
を
減
少

さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

が
本
当
な
ら
ば
、
東
京
砂
漠
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
も
、
ま
ん
ざ
ら
歌
謡
曲
の
世
界

だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。

湿
気
と
親
し
む

湿
気
の
国
に
空
調
機
器
が
持
ち
込
ま

れ
た
結
果
、
建
築
設
計
で
は
、
通
気
性

よ
り
も
気
密
性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
空
調
効
率
を
高
め
る
た
め
に
、

高
度
成
長
期
以
降
、
高
気
密
断
熱
住
宅

が
多
数
つ
く
ら
れ
た
。「
隣
の
家
か
ら
ク

ー
ラ
ー
の
排
熱
が
出
る
の
で
、
窓
を
開

け
な
い
」「
治
安
上
、
開
け
て
お
く
の
は

不
安
」
と
、
通
気
性
は
ま
す
ま
す
損
な

わ
れ
て
い
る
。
エ
ア
コ
ン
が
効
く
よ
う

に
な
っ
て
、
屋
内
で
は
夏
で
も
ス
ー
ツ
、

冬
で
も
シ
ャ
ツ
一
枚
と
い
う
、
空
調
を

前
提
と
し
た
衣
服
の
ス
タ
イ
ル
が
珍
し

く
な
く
な
り
、
汗
を
か
か
な
く
な
っ
た
。

夏
で
も
エ
ア
コ
ン
で
冷
や
さ
れ
て
い

る
の
で
、
旬
の
料
理
よ
り
温
か
い
料
理

の
ほ
う
が
う
れ
し
い
と
感
じ
、
季
節
感

は
ま
す
ま
す
減
っ
て
い
く
。

人
間
は
、
大
雑
把
に
い
う
と
「
衣
服

内
気
候
」、「
室
内
気
候
」、「
ま
ち
内
気

候
（
局
地
気
候
）」
と
い
う
３
つ
の
気
候

に
く
る
ま
れ
て
大
気
と
つ
な
が
っ
て
い

る
。
か
つ
て
の
日
本
の
民
家
は
「
室
内
」

と
「
ま
ち
」
が
通
気
で
つ
な
が
り
、
温

度
や
湿
度
の
変
化
の
多
く
を
「
衣
服
」

や
「
し
つ
ら
い
」
で
受
け
止
め
て
い
た
。
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文化をつくる　肌で感じる湿気

と
こ
ろ
が
「
湿
気
は
敵
」
と
ば
か
り

に
室
内
の
気
密
性
を
高
め
、
冬
は
加
湿

器
に
頼
っ
て
結
露
に
悩
む
、
と
い
う
何

と
も
矛
盾
し
た
現
象
が
現
れ
た
。
室
外

空
間
は
、
室
内
空
気
の
ゴ
ミ
捨
て
場
と

化
し
、
排
熱
に
よ
る
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン

ド
現
象
を
心
配
し
、
打
ち
水
を
す
る
と

い
う
、
こ
れ
ま
た
何
と
も
矛
盾
し
た
現

象
に
陥
っ
て
い
る
。

湿
気
は
、
本
当
に
敵
な
の
だ
ろ
う
か
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰
・
枯
渇
が

心
配
さ
れ
、
持
続
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利

用
が
真
剣
に
議
論
さ
れ
て
い
る
今
、
湿

気
を
む
し
ろ
友
と
意
識
転
換
し
て
、
衣

服
、
室
内
、
ま
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
気
候

を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
る
時
期
に

来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

湿
気
文
化
の
国
・
日
本
で
、
湿
気
を

敵
と
見
た
「
勝
手
な
空
調
文
化
」
の
歴

史
は
、
た
か
だ
か
30
年
余
り
に
過
ぎ
な

い
。「
湿
気
と
折
り
合
う
文
化
」
の
長
き

歴
史
の
智
恵
を
活
用
し
て
、
都
市
の
在

り
方
か
ら
一
人
ひ
と
り
の
暮
ら
し
方
ま

で
見
直
す
と
き
が
来
て
い
る
。

自
分
の
口
に
入
る
も
の
や
着
る
も
の

の
吟
味
と
い
っ
た
個
か
ら
始
ま
る
見
直

し
が
、
家
や
ま
ち
の
し
つ
ら
い
、
そ
し

て
気
候
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
た
と
き
、

「
湿
気
と
折
り
合
う
文
化
」
の
新
し
い

姿
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
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地
球
温
暖
化
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
今
夏
も
暑
か
っ
た
。

和
辻
哲
郎
の
名
著
『
風
土
‐
人
間
学
的
考
察
』（
岩
波
書
店
）

に
よ
る
と
、
気
候
、
気
象
、
地
質
、
地
形
、
景
観
な
ど
の
総
称

を
風
土
と
呼
び
、
そ
の
風
土
に
つ
い
て
モ
ン
ス
ー
ン
（
ア
ジ
ア
、

湿
潤
）、
沙
漠
（
ア
ラ
ビ
ア
・
ア
フ
リ
カ
、
乾
燥
）、
牧
場
（
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
、
湿
潤
と
乾
燥
）
の
三
つ
に
類
型
に
分
け
、
そ
の
地

域
の
人
間
的
考
察
を
論
じ
る
。湿
潤
は
自
然
の
恵
み
を
意
味
し
、

大
地
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
植
物
の
「
生
」
を
現
出
さ
せ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
モ
ン
ス
ー
ン
域
の
人
間
は
、
受
容
的
、

忍
従
的
な
正
確
を
も
つ
。
沙
漠
に
お
い
て
は
、
た
だ
待
つ
者
に

水
（
生
）
の
恵
は
与
え
ら
れ
な
い
。
人
生
を
生
き
抜
く
た
め
に

常
に
他
の
人
間
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
映
画
『
ア
ラ
ビ
ア
の

ロ
レ
ン
ス
』
に
盗
水
し
た
男
が
殺
さ
れ
る
シ
ー
ン
が
あ
る
が
、

沙
漠
地
帯
の
人
間
は
対
抗
的
、戦
闘
的
な
性
格
が
形
成
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
風
土
の
特
殊
性
は
人
間
の
性
格
ま
で
つ
く
り
あ
げ

る
。さ

て
、
日
本
人
は
、
受
容
的
に
、
忍
従
的
に
高
温
多
湿
の
気

候
と
暮
ら
し
て
き
た
。
そ
れ
は
神
崎
宣
武
著
『「
湿
気
」
の
日

本
文
化
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
１
９
９
２
）
で
、
住
ま
い
‐

家
の
造
り
は
「
夏
」
を
旨
と
す
べ
し
、
装
い
‐
裸
同
然
も
無
作

法
に
あ
ら
ず
、
食
べ
も
の
‐
古
漬
け
の
味
は
忘
れ
が
た
し
の
項

目
か
ら
読
み
取
れ
る
。
日
本
の
家
屋
は
木
と
草
と
紙
で
築
き
、

土
間
と
板
敷
き
、
畳
、
障
子
、
襖
と
い
う
の
が
典
型
的
で
あ
り
、

暑
さ
と
湿
気
を
防
ぐ
通
気
性
を
第
一
に
考
え
た
造
り
で
あ
る
。

装
い
で
は
、
通
気
性
の
良
い
草
履
と
足
袋
、
下
駄
の
効
用
を
あ

げ
て
い
る
。
焼
き
お
に
ぎ
り
は
病
原
菌
も
防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が

り
、
日
本
人
の
風
呂
好
き
は
、
蒸
し
暑
さ
を
払
拭
す
る
こ
と
で

身
も
心
も
快
適
さ
を
味
わ
う
た
め
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
中
央
ア

ジ
ア
や
西
ア
ジ
ア
一
帯
の
遊
牧
民
は
温
浴
は
も
ち
ろ
ん
水
浴
の

風
習
さ
え
み
ら
れ
な
い
。

イ
ン
ド
の
人
々
に
は
沐
浴
に
功
徳
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
。
白
石
凌
海
著
『
イ
ン
ド
輪
廻
に
生
き
る
』（
明
石
書
店
、
２

０
０
２
）
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
に
お
け
る
７
千
万
人
巡
礼
者
に
よ

る
宗
教
的
な
大
沐
浴
祭
が
描
か
れ
て
い
る
。

モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
気
候
は
、稲
作
文
化
の
到
来
に
よ
っ
て
、

水
田
適
地
と
し
て
日
本
を
豊
葦
原
瑞
穂
の
国
に
育
て
上
げ
た
。

金
井
典
美
著
『
湿
原
祭
祀
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
１
９
７
７
）

は
、
湿
原
聖
地
信
仰
の
実
態
を
論
じ
る
。
日
本
の
湿
原
地
に
山

と
神
と
田
の
神
が
去
来
す
る
と
こ
ろ
「
神
の
水
田
」
を
創
り
、

こ
こ
を
湿
原
聖
地
と
し
て
祭
祀
を
行
っ
た
。
こ
の
湿
原
聖
地
の

思
想
が
豊
葦
原
瑞
穂
の
国
を
形
成
し
、
古
代
国
家
の
政
治
環
境

や
宇
宙
観
に
、
そ
し
て
庭
園
の
造
作
に
も
影
響
を
与
え
た
と
い

う
。
今
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
神
宮
は
神
田
を
所
有
し
、
六
月
に

か
け
て
田
植
祭
が
行
わ
れ
る
。
神
聖
視
さ
れ
る
代
表
的
な
神
田

は
、
伊
雑
宮
（
伊
勢
神
宮
の
摂
社
）
の
神
田
で
あ
る
。

一
方
、
春
山
成
子
著
『
モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
デ
ル
タ
の
地
形

と
農
地
防
災
』（
文
化
書
房
博
文
社
、
１
９
９
４
）
と
藤
田
和

子
編
著
『
モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
の
水
と
社
会
環
境
』（
世
界
思

想
社
、
２
０
０
２
）
は
、
こ
の
気
候
と
い
か
に
し
て
共
生
し
な

が
ら
、
中
国
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
タ
イ
、
日
本
に
お
け
る
各
国
の

農
業
用
水
の
使
い
方
を
論
じ
る
。

湿
度
は
、
気
体
（
主
と
し
て
空
気
）
中
に
含
ま
れ
る
水
蒸
気

の
割
合
で
あ
る
。
稲
松
照
子
著
『
湿
度
の
お
は
な
し
』（
日
本

規
格
協
会
、
１
９
９
７
）
で
は
、
文
化
財
の
保
存
の
場
合
、

55
％
程
度
の
湿
度
で
あ
れ
ば
大
丈
夫
で
あ
る
が
、
65
％
以
上
に

な
る
と
カ
ビ
が
発
生
し
や
す
い
と
あ
る
。
バ
イ
オ
リ
ン
等
の
楽

器
は
湿
度
に
よ
っ
て
音
質
が
変
化
す
る
。
ピ
ア
ノ
は
55
〜
70
パ

ー
セ
ン
ト
の
湿
度
が
適
性
範
囲
で
、
外
国
の
奏
者
は
日
本
で
の

演
奏
に
は
気
を
使
う
と
い
う
。

股
野
宏
志
著
『
気
象
と
音
楽
と
詩
』（
成
山
堂
、
２
０
０
０
）

に
よ
る
と
、「
五
風
十
雨
」
の
気
象
変
化
が
音
楽
を
創
り
出
す

と
い
う
。
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
曲
「
雨
垂
れ
」、
ヴ
ェ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
「
田
園
」、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
の
「
四
季
」
の
名
曲

が
生
ま
れ
た
。
日
本
は
和
歌
や
俳
句
に
気
象
が
詠
ま
れ
、
そ
の

根
源
に
見
え
な
い
湿
気
の
文
化
が
流
れ
て
い
る
。

湿
度
の
計
測
に
つ
い
て
、
上
田
政
文
著
『
湿
度
と
蒸
発
』

（
コ
ロ
ナ
社
、
２
０
０
０
）、
湿
度
計
測
・
セ
ン
サ
研
究
会
編

『
湿
度
計
測
・
セ
ン
サ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
学
献
社
、
１
９
８
９
）、

水の文化書誌 《湿気と乾燥》l
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水・河川・湖沼関係文献研究会 こがくにお 古賀邦雄　
1967（昭和42）年西南学院大学卒業、水資源開発公団（現・独立行政法人
水資源機構）に入社。30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集。
2001年退職し現在、日本河川開発調査会、筑後川水問題研究会に所属。

日
本
機
械
学
会
編
『
湿
度
・
水
分
計
測
と
環
境
モ
ニ
タ
』（
技
報

堂
、
１
９
９
２
）
の
自
然
科
学
書
が
あ
る
。

中
国
で
は
、
乾
燥
化
を
防
ぎ
、
緑
を
取
り
戻
す
「
退
耕
還
林
」

政
策
を
奨
め
て
い
る
。
小
長
谷
有
記
、
シ
ン
ジ
ル
ト
、
中
尾
正

義
編
『
中
国
の
環
境
政
策
生
態
移
民
』（
昭
和
堂
、
２
０
０
５
）

に
、
緑
の
大
地
で
あ
っ
た
内
モ
ン
ゴ
ル
が
牧
畜
の
拡
大
に
伴
い

荒
廃
が
進
み
、
そ
の
緑
を
回
復
さ
せ
、
貧
困
化
を
脱
却
さ
せ
る

た
め
に
、
遊
牧
民
一
家
を
他
へ
移
住
さ
せ
る
政
策
に
つ
い
て
、

そ
の
実
態
を
論
じ
る
。
中
国
政
府
か
ら
の
補
助
金
は
あ
る
も
の

の
、
成
功
す
る
人
、
失
敗
す
る
人
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の

中
国
の
「
生
態
移
民
」
と
い
う
環
境
政
策
に
は
驚
嘆
す
る
。

さ
ら
に
勉
誠
出
版
編
・
発
行
『
ア
ジ
ア
遊
学
７
５
黄
河
は
流

れ
ず
』（
２
０
０
５
）
は
、
過
開
発
に
よ
る
黄
河
の
断
流
を
と

り
あ
げ
る
。
１
９
９
７
年
断
流
の
規
模
は
最
大
河
口
か
ら
開
封

市
付
近
ま
で
の
７
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
。
そ
の
原
因

は
流
域
に
お
け
る
統
一
管
理
体
制
が
無
く
、
水
の
む
だ
使
い
に

あ
る
。
日
本
の
緑
の
地
球
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
こ
の
断
流
を
防

ぐ
た
め
、
黄
土
高
原
の
農
村
に
ア
ン
ズ
を
植
え
続
け
、
ア
ン
ズ

に
よ
る
農
家
の
収
入
増
と
水
土
流
失
の
減
災
を
図
っ
て
い
る
。

沙
漠
地
帯
で
人
間
は
水
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
ど
う
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
水
が
無
け
れ
ば
、
人
間
は
５
日
間
で
幻
覚
症
状

を
起
こ
し
、
そ
の
２
日
後
に
は
人
間
は
乾
き
死
に
す
る
。
小
堀

巌
著
『
サ
ハ
ラ
沙
漠
』（
中
央
公
論
社
、
１
９
６
２
）
は
、
地

中
海
の
都
市
ア
ル
ジ
ェ
ー
を
根
拠
地
と
し
て
、
サ
ワ
ラ
沙
漠
の

地
下
水
道
「
フ
ォ
ガ
ラ
」
に
つ
い
て
、
紀
行
文
で
ま
と
め
て
い

る
。
同
著
『
沙
漠
‐
遺
さ
れ
た
乾
燥
の
世
界
』（
日
本
放
送
出

版
協
会
、
１
９
７
３
）
は
、
年
間
雨
量
20
〜
１
０
０
a
に
過
ぎ

な
い
中
央
ア
ジ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
、
ア
フ
リ
カ
、
北
ア
メ
リ

カ
の
沙
漠
地
帯
を
踏
査
し
、
沙
漠
の
最
大
の
課
題
は
水
開
発
で

あ
る
と
論
じ
る
。
極
乾
燥
地
帯
の
も
と
で
、
カ
ナ
ー
ト
と
い
う

地
下
水
道
方
式
に
よ
る
オ
ア
シ
ス
の
創
出
、
そ
れ
を
維
持
管
理

す
る
人
た
ち
の
苦
難
を
描
き
出
す
。
ま
さ
し
く
沙
漠
の
開
発
は

水
を
得
る
こ
と
に
あ
る
。

日
本
を
振
り
返
る
と
、
都
市
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ジ
ャ
ン
グ
ル

と
呼
ば
れ
、
砂
漠
化
が
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
都
市
に
潤
い

を
求
め
て
、
雨
水
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
普
及
し
て

き
た
。
北
斗
出
版
の
発
行
に
よ
る
日
本
建
築
学
会
編
『
雨
の
建

築
学
』（
２
０
０
０
）、
同
編
『
雨
の
建
築
術
』（
２
０
０
５
）

は
、
屋
根
に
降
っ
た
雨
水
を
貯
留
し
、
庭
の
散
水
、
ト
イ
レ
、

ビ
オ
ト
ー
プ
、
人
工
河
川
に
使
用
し
、
使
用
済
の
水
を
地
下
水

に
浸
透
さ
せ
る
方
法
を
わ
か
り
や
す
く
説
い
て
い
る
。
雨
水
を

か
り
、
活
か
し
、
返
す
術
を
現
代
建
築
の
中
に
取
り
入
れ
「
都

市
に
泉
を
」
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

前
掲
書
『
風
土
』
に
、「
ロ
ー
マ
の
水
道
は
自
然
の
拘
束
を

打
ち
破
り
、
ロ
ー
マ
は
水
道
に
よ
っ
て
大
都
市
に
発
展
す
る
こ

と
が
で
き
た
」
と
あ
る
。
竹
山
博
英
著
『
ロ
ー
マ
の
泉
の
物
語
』

（
集
英
社
新
書
、
２
０
０
４
）
に
よ
る
と
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代

か
ら
、水
道
の
終
点
地
広
場
に
記
念
碑
と
し
て
泉
が
設
け
ら
れ
、

そ
の
後
、
領
主
や
教
皇
の
権
威
の
象
徴
と
し
て
、
個
性
豊
か
な

バ
ル
チ
ャ
の
泉
、
ト
レ
ー
ビ
ィ
の
泉
、
松
笠
の
泉
が
造
ら
れ
た
。

教
会
、
社
交
場
と
が
有
機
的
に
一
体
と
な
っ
て
都
市
文
化
が
発

展
し
て
い
く
過
程
に
、
泉
を
位
置
づ
け
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
南
西
部
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
地
ル
ル
ド
の
泉
は
宗

教
的
な
泉
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
は
竹
下
節
子
著
『
奇
跡
の
泉
ル

ル
ド
へ
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
１
９
９
６
）
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
湿
気
と
乾
燥
を
め
ぐ
り
水
を
求
め
る
書
を
挙
げ
て
き

た
。「
水
な
く
し
て
人
生
な
し
」
と
い
う
言
葉
を
あ
ら
た
め
て

感
じ
る
。
水
は
、
生
活
、
都
市
、
宗
教
な
ど
、
す
べ
て
の
基
盤

を
な
し
て
お
り
、
水
を
得
る
方
法
そ
の
も
の
が
水
の
文
化
を
形

成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
水
文
化
に
占
め
る
「
湿
気
」
の

領
分
は
意
外
と
広
い
。
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里川研究掲示板
当センターでは、「里川」というコンセプトについて研究活動をしています。

このコーナーでは、活動動向を随時お知らせしてまいります。

第2回 里川対談
「里川の原体験は？」「これからの里川とは？」。こんな問いかけを

出発点に、多分野の方が抱く現代里川の特徴を探ろうと前回から

「里川対談」を開始しました。第二回のゲストは、社会情報学の立

場から都市を見続けてきた吉見俊哉さん。陣内秀信さんをホスト

に「都市における水辺空間の公共圏」というテーマで対談が行わ

れました。ここでは、そのさわりをご紹介します。

吉
見

現
在
の
里
山
の
よ
う
な
「
今
あ
る
自

然
」
が
壊
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず

と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
そ
れ
を
守
ろ
う
と
い
う

運
動
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
私
が
こ
こ
何
年

も
関
心
を
寄
せ
て
き
た
、
愛
知
県
の
「
海
上

の
森
」
を
守
る
運
動
も
そ
う
で
す
。

面
白
い
の
は
、
も
と
は
こ
の
地
に
名
前
は

な
く
、「
海
上
の
森
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
万
博
会
場

に
指
定
さ
れ
た
後
に
、
近
年
こ
の
地
域
に
移

り
住
ん
で
き
た
新
住
民
の
人
達
が
「
万
博
会

場
っ
て
ど
ん
な
所
だ
ろ
う
」
と
山
を
歩
き
始

め
た
。
す
る
と
「
こ
ん
な
に
自
然
が
残
っ
て

い
る
の
に
、
な
ぜ
開
発
を
す
る
の
か
」
と
い

う
疑
問
が
湧
き
運
動
が
起
こ
っ
た
経
過
で
、

「
海
上
の
森
」
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い

き
ま
し
た
。
名
づ
け
を
し
て
、
あ
る
イ
メ
ー

ジ
が
つ
く
ら
れ
、
地
域
の
自
然
や
歴
史
が
再

発
見
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
動
き
に
は
、

古
く
か
ら
そ
こ
に
住
ん
で
き
た
住
民
よ
り
も
、

比
較
的
最
近
移
り
住
ん
で
き
た
よ
う
な
人
た

ち
の
ほ
う
が
、
敏
感
に
反
応
す
る
傾
向
が
し

ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。

逆
に
難
し
い
の
は
、
開
発
が
終
わ
り
、
も

は
や
守
る
べ
き
自
然
が
見
え
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
す
。
そ
の
場

吉見俊哉　
東京大学大学院情報学環教授
（社会学、文化研究、メディア論）
1957年生まれ

陣内秀信　
法政大学工学部教授
（建築史、都市史）

1947年生まれ

合
に
は
、
別
の
集
団
的
想
像
力
を
働
か
さ
ざ

る
を
え
な
い
。
新
た
に
地
域
を
デ
ザ
イ
ン
す

る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
し
、
例
え
ば
、
今

は
暗
渠
化
さ
れ
緑
道
と
な
っ
て
い
る
川
を
め

ぐ
り
、
か
つ
て
ど
う
い
う
文
化
が
あ
っ
た
の

か
、
歴
史
軸
を
掘
り
起
こ
す
の
も
一
つ
の
方

法
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

陣
内

こ
れ
か
ら
の
日
本
で
は
、
そ
ち
ら
の

課
題
が
圧
倒
的
に
多
く
な
り
ま
す
ね
。
清
流

が
流
れ
、
そ
れ
が
生
き
て
利
用
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
場
所
は
残
る
け
れ
ど
、
都
市
の
川
の

多
く
は
暗
渠
化
さ
れ
た
り
、
三
面
貼
り
に
さ

れ
た
り
し
て
い
て
、
す
ぐ
に
は
手
の
つ
け
よ

う
が
な
い
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
プ
ラ
ス
の
状
態
に

も
っ
て
い
く
か
と
い
う
戦
略
と
し
て
、「
里
川
」

と
い
う
言
葉
は
直
感
的
に
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。
里
川
と
い
う
言
葉
に
は
、
あ
る
年

代
ま
で
に
は
、
み
ん
な
が
持
っ
て
い
る
自
分

が
か
か
わ
っ
た
川
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
力
が
あ
る
。
だ
か
ら
里
川
と
い
う
の

は
、「
だ
め
に
な
っ
た
川
を
な
ん
と
か
し
な
く

て
は
」
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
み
ん
な
が

由
っ
て
立
つ
共
通
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
に
な

る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
。

吉
見

川
や
水
辺
は
、
あ
る
種
の
公
共
的
な

空
間
で
す
ね
。
川
や
水
辺
が
う
ま
く
利
用
さ

れ
て
い
く
可
能
性
は
相
当
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
水
の
上
が
金
持
ち
だ
け
の
空
間
に

な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
公
園

で
も
起
き
た
こ
と
で
す
が
、
お
し
ゃ
れ
な
人

の
た
め
の
き
れ
い
な
親
水
ス
ペ
ー
ス
が
確
保

さ
れ
る
一
方
で
、
ホ
ー
ム
レ
ス
や
貧
し
い

人
々
が
排
除
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、

表
裏
で
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

弱
者
を
含
ん
で
こ
そ
文
化
が
生
ま
れ
る
わ

け
で
、
そ
れ
を
許
容
す
る
よ
う
な
水
辺
空
間

を
誰
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
る
の
か
。
こ
れ
は
、

市
場
の
論
理
だ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
か
で
公

共
的
な
力
が
働
か
な
い
と
無
理
で
す
。
実
際
、

昔
の
川
は
、
そ
う
い
う
弱
者
救
済
機
能
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

陣
内

そ
こ
が
都
市
の
活
力
の
源
で
も
あ
っ

た
わ
け
で
す
よ
。
海
外
と
比
べ
る
と
、
東
京

に
は
外
で
お
金
を
払
わ
ず
に
、
ゆ
っ
た
り
と

何
時
間
も
い
ら
れ
る
公
共
空
間
が
本
当
に
少

な
い
で
す
ね
。
本
来
は
広
場
と
か
公
園
が
あ

れ
ば
い
い
の
だ
け
れ
ど
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

も
パ
リ
で
も
、
公
園
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い

ま
す
よ
ね
。
イ
タ
リ
ア
な
ら
噴
水
も
あ
っ
て
、

気
持
ち
が
い
い
。
川
沿
い
の
空
間
は
そ
う
し

た
可
能
性
が
あ
る
は
ず
な
ん
で
す
。
そ
う
い

う
場
所
が
現
代
の
人
間
の
居
場
所
に
な
る
し
、

里
川
に
加
え
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

（
２
０
０
５
年
９
月
20
日
）



51

発行日 2005年（平成17年）11月

企画協力 沖大幹 東京大学生産技術研究所助教授

嘉田由紀子 京都精華大学教授 琵琶湖博物館研究顧問 水と文化研究会代表

古賀邦雄 水・河川・湖沼関係文献研究会

陣内秀信 法政大学教授

鳥越皓之 早稲田大学教授

編集 秋山道雄　新美敏之　今井福生　武本知之　小林夕夏　
辻美代子　中庭光彦　於保実佐子　賀川一枝　賀川督明

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

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

ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化

第21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22号予告

特集「温泉」（仮）

江戸の昔から温泉好きと言われるように

日本各地で温泉が

地域の観光資源となっています。

一方、温泉は共有資源の地下水として

守らねばならないことも事実。

観光資源と地下水資源のはざまで、

地元の人々は温泉と

どのように向き合っていくのでしょうか。

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

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

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

水の文化バックナンバーをホームページで
本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

水の文化人ネットワーク　夏の登場者
当センターホームページ・水の文化人ネットワークコーナー。
以下の方々を順次アップロードしています。

安部浩 総合地球環境学研究所

木村武史 筑波大学哲学・思想学系助教授

サトウタツヤ 立命館大学文学部心理学科助教授

編
集
後
記

◆
も
う
既
に
感
覚
と
し
て
忘
れ
去
っ
た
感
が
あ
る
「
蒸
し
暑
さ
」

で
は
あ
る
が
、
表
現
と
し
て
も
ジ
メ
ジ
メ
だ
の
、
マ
イ
ナ
ス
の
言

い
方
が
多
い
気
が
す
る
。
古
来
よ
り
、
冬
の
寒
さ
よ
り
、
夏
の
蒸

し
暑
さ
へ
の
対
処
を
重
ん
じ
て
き
た
日
本
の
住
ま
い
で
あ
る
が
、

現
在
の
住
環
境
は
ど
う
な
の
か
、
一
考
の
余
地
が
あ
る
。（
新
）

◆
酷
暑
の
ス
ー
ツ
姿
に
耐
え
て
、
快
適
な
オ
フ
ィ
ス
で
お
仕
事
。

で
も
、
エ
ア
コ
ン
排
気
は
気
に
し
な
い
不
思
議
さ
。
大
切
な
の
は
、

環
境
を
制
す
る
の
で
な
く
、
う
ま
く
付
き
合
う
こ
と
。
ク
ー
ル
ビ

ズ
の
定
着
や
、
な
ご
ミ
ス
ト
体
験
で
、
暑
さ
や
湿
気
と
の
付
き
合

い
方
も
少
し
変
わ
っ
て
き
た
・
・
・
一
歩
一
歩
だ
け
ど
。（
福
）

◆
エ
ア
コ
ン
の
充
実
で
、
湿
気
と
の
関
係
が
薄
く
な
る
我
々
の
生

活
。
で
も
そ
ん
な
湿
気
と
付
き
合
う
こ
と
で
、
良
い
事
だ
っ
て
イ

ッ
パ
イ
あ
る
ん
で
す
よ
。
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
、
エ
ア
コ
ン
が

効
い
た
部
屋
で
飲
む
ビ
ー
ル
よ
り
、
真
夏
に
湿
気
ム
ン
ム
ン
の
ビ

ア
ガ
ー
デ
ン
で
飲
む
ビ
ー
ル
の
方
が
、
ず
っ
と
美
味
し
い
じ
ゃ
な

い
で
す
か
！(

武)

◆
窓
も
開
け
ず
に
室
内
が
快
適
に
制
御
さ
れ
湿
気
を
感
じ
な
い
お

洒
落
な
都
心
の
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
。
少
々
憧
れ
も
す
る
が
、
隙

間
風
の
吹
く
木
造
二
階
建
て
の
我
が
家
が
一
番
と
確
信
。
暑
さ
寒

さ
、
風
や
雨
音
、
鶯
の
さ
え
ず
り
や
虫
の
音
、
沈
丁
花
の
香

り
・
・
・
　
湿
気
の
排
除
は
、
自
然
と
の
共
生
や
質
の
高
い
豊
か

な
暮
ら
し
と
の
決
別
な
の
か
も
し
れ
な
い
。（
ゆ
）

◆
湿
気
と
い
う
気
象
条
件
に
人
々
は
衣
食
住
で
ど
う
適
応
し
て
き

た
か
。
そ
ん
な
目
論
見
で
調
査
を
始
め
る
と
、
つ
き
あ
た
っ
た
の

は
広
大
な
空
調
文
化
の
存
在
。
そ
う
い
え
ば
子
ど
も
の
頃
住
ん
だ

家
で
、
木
の
窓
枠
か
ら
す
き
間
風
が
入
っ
て
き
た
こ
と
を
思
い
出

す
。（
中
）

◆
子
供
時
代
、
年
末
の
イ
ベ
ン
ト
の
一
つ
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と

の
障
子
張
り
が
あ
っ
た
。
手
際
よ
く
障
子
を
張
り
終
え
た
お
じ
い

ち
ゃ
ん
は
、
最
後
に
口
に
水
を
含
ん
で
障
子
に
霧
を
吹
き
掛
け
る
。

真
っ
白
な
障
子
紙
は
、
乾
く
に
つ
れ
て
ピ
ン
と
張
り
、
お
じ
い
ち

ゃ
ん
が
と
て
も
格
好
良
く
見
え
た
も
の
だ
。
今
の
我
が
家
に
は
、

残
念
な
こ
と
に
障
子
が
な
い
。（
賀
）

水の文化
Information
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表紙上：味は味覚だけでつくられるのではない。香りをはじめ、見た目や、食感など、感性すべてを総合したもの。
おにぎりを食べ比べると、海苔の湿気具合が味わいに大きく影響しているのがわかる。

表紙下：日本は季節ごとで、乾燥と湿潤の差が著しい。木材はその度に萎んだり膨らんだりを繰り返すから、
スカスカになったり、建てつけが悪くなったりする。しかし、接着剤で固められ寸法が変わらない合板の登場は、
湿気と向き合ってきた日本の家具づくりや建築技術に、大きな変化をもたらした。

裏表紙上：海苔、クッキー、煎餅といった食品には、乾燥剤はつきものだ。
個別包装の進化で、乾燥剤の出番が減った反面、精密機器の保管時に利用されることが増えたという。
特に撮影機材は湿気が苦手だ。保管が悪いとレンズの中にまでカビが生えてしまう。

裏表紙下：朝露を朝日が暖め始めると、盛大な湯気が立ち上る。圧倒されるほど勢いのある朝露の蒸散と、
植物から発せられる水分の蒸散が、その日のまちの潤いをつくり出す。
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