
は
じ
め
に

　

水
は
私
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も

の
で
あ
り
、
そ
の
水
を
運
ぶ
川
を
い
か
に
し
て
安
定

さ
せ
る
か
は
昔
か
ら
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
。

　

特
に
、
明
治
前
半
期
は
森
林
管
理
の
無
政
府
状

態
の
も
と
で
、
燃
料
、
肥
料
な
ど
あ
ら
ゆ
る
生
活

物
資
を
森
に
過
度
に
依
存
し
て
い
た
た
め
に
森
林

荒
廃
が
ひ
ど
く
、
下
流
域
は
渇
水
や
洪
水
、
濁
流

な
ど
に
度
々
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
川

を
治
め
る
べ
く
一
八
九
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て

治
水
三
法
と
よ
ば
れ
る
河
川
法
、
森
林
法
、
砂
防

法
が
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
百
年
も
前
か
ら
関
東

や
中
部
地
域
の
下
流
の
大
都
市
で
は
、
上
流
の
山

林
を
買
取
っ
て
水
源
林
整
備
を
進
め
て
き
た
。
さ

ら
に
、
工
業
用
水
や
生
活
用
水
の
需
要
が
急
増
し

た
高
度
経
済
成
長
期
に
な
る
と
、
上
流
と
下
流
の

自
治
体
が
協
力
し
て
水
源
林
造
成
を
目
的
と
す
る

公
社
造
林
や
「
水
源
基
金
」
の
設
立
が
太
平
洋
ベ

ル
ト
地
帯
を
中
心
に
各
地
で
始
ま
っ
た
。
ま
た
、

自
然
環
境
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
近
年
に
お

い
て
は
、
流
域
住
民
が
身
近
な
自
然
で
あ
る
川
に

着
目
し
、「
水
保
全
」
の
た
め
の
森
づ
く
り
活
動
が

全
国
的
に
広
が
っ
て
き
て
い
る
。

　

本
小
文
で
は
、
近
年
増
加
し
て
い
る
川
の
保
全

を
目
的
と
し
た
住
民
参
加
型
の
森
づ
く
り
活
動
の

事
例
を
紹
介
し
、
そ
の
意
義
と
課
題
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

一 　
　
川
の
保
全
を
目
的
と
し
た
山
側
か
ら
都
市
側

　・へ
の
働
き
か
け　

― 
興  
津  
川 
の
保
全
を
進
め
る

お
き 
つ 
が
わ

「
清
水
み
ど
り
情
報
局
」（
静
岡
県
清
水
市
）
の

事
例
―

　

静
岡
県
清
水
市
で
は
、
森
林
組
合
と
市
民
と
の

共
同
組
織
「
清
水
み
ど
り
情
報
局
」（
以
下
Ｓ－

Ｇ

Ｉ
Ｔ��������

��������
‐��������������������

����������������������
）
が
、

市
民
の
水
源
で
あ
る
興
津
川
の
保
全
を
目
的
と
し

た
森
林
整
備
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

興
津
川
は
、
源
流
が
清
水
市
内
の
山
間
に
あ
り
、

総
延
長
二
七�
全
て
が
市
内
を
流
れ
、
市
民
（
約

二
五
万
人
）
の
九
五
％
以
上
が
水
源
と
し
て
利
用

し
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
清
水
市
民
の
川
で
あ
る
。

　

Ｓ－

Ｇ
Ｉ
Ｔ
は
、
清
水
市
森
林
組
合
青
年
部
を

発
展
的
解
散
し
た
後
に
森
林
組
合
と
市
民
が
共
同

で
森
林
整
備
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
九
九

二
年
に
発
足
し
た
。
解
散
直
前
の
青
年
部
は
、
メ

ン
バ
ー
が
実
質
三
人
ま
で
減
少
す
る
な
ど
林
業
不

況
と
と
も
に
弱
体
化
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
青
年

部
の
一
人
で
現
在
の
Ｓ－

Ｇ
Ｉ
Ｔ
の
会
長
は
こ
の

青
年
部
を
な
ん
と
か
変
革
さ
せ
て
林
業
で
は
な
く

他
の
方
法
に
よ
り
地
域
の
森
林
を
整
備
す
る
方
法

は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
の
結
果
、
人
口
の
大
半

が
下
流
住
民
（
都
市
住
民
）
が
占
め
る
清
水
市
に

お
け
る
森
林
組
合
活
動
に
は
都
市
住
民
の
参
加
が

不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
た
め
に
は

「
林
業
振
興
に
よ
る
森
林
保
全
」
か
ら
「
森
林
保
全

に
よ
る
林
業
振
興
」
へ
の
発
想
の
転
換
が
必
要
で

あ
る
と
感
じ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
林
業
と
い
う

狭
い
枠
組
み
か
ら
森
林
を
見
る
の
で
は
な
く
、
清

水
市
民
の
水
を
育
む
水
源
あ
る
い
は
国
土
保
全
や

景
観
維
持
と
い
う
幅
広
い
観
点
か
ら
森
林
を
と
ら

え
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
市
民
全
体
に
森
林

を
解
放
し
、
地
域
全
体
で
森
林
保
全
を
行
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
清
水
市
の
森
林

面
積
の
八
割
弱
が
興
津
川
水
系
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
特
に
興
津
川
保
全
を
全
面
に
打
ち
出

し
た
。
山
側
か
ら
都
市
側
に
向
け
て
「
自
分
た
ち

の
水
は
自
分
で
保
全
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
た
の

で
あ
る
。

　

発
足
か
ら
七
年
経
過
し
た
現
在
で
は
、
清
水
市

民
を
中
心
に
約
一
〇
〇
人
に
ま
で
会
員
が
増
加
し
、

平
均
し
て
月
に
一
〜
二
回
程
度
の
森
づ
く
り
の
技

術
訓
練
を
行
っ
て
い
る
。
実
際
に
森
づ
く
り
の
技

術
を
も
つ
市
民
を
増
や
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
い

る
の
で
、
技
術
訓
練
の
レ
ベ
ル
は
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー

を
使
う
な
ど
本
格
的
で
あ
る
。
こ
の
他
、
市
や
県

と
の
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
市
民
対
象
の
林
業
技

術
講
習
会
の
講
師
役
を
引
き
受
け
た
り
、
地
元
小

学
校
で
の
森
林
教
室
や「
興
津
川
保
全
市
民
会
議
」

の
森
林
探
検
隊
等
で
の
実
習
等
に
も
参
加
し
て
い

る
。
さ
ら
に
最
近
、
興
津
川
の
水
質
保
全
の
た
め

に
、
各
家
庭
に
合
併
浄
化
槽
の
拡
充
を
呼
び
か
け

調
査
・
研
究
ノ
ー
ト

　
　
　

川
の
保
全
を
目
的
と
し
た
住
民
参
加
型
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
づ
く
り
活
動
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意
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と
課
題
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て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ｓ－

Ｇ
Ｉ
Ｔ
で
は
、
川
の
保

全
を
目
的
と
し
た
森
林
整
備
を
森
林
組
合
と
市
民

が
共
同
で
行
政
な
ど
と
も
連
携
し
な
が
ら
展
開
し

て
い
る
。

二 　
　
海
側
と
山
側
の
連
携
に
よ
る
森
づ
く
り
へ
の

　・挑
戦　

―
緑
川
（
熊
本
県
）
の
保
全
を
目
指
す

「
天
明
水
の
会
」と「
内
大
臣
の
自
然
を
守
る
会
」

の
事
例
―

　

有
明
海
に
注
ぐ
緑
川
の
保
全
を
目
的
と
し
た
森

づ
く
り
が
、
緑
川
下
流
の
漁
業
の
ま
ち
で
あ
る
熊

本
市
天
明
地
区
の
地
域
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
「
天
明

水
の
会
」
と
上
流
の
農
業
の
ま
ち
で
あ
る
矢
部
町

の
自
然
保
護
グ
ル
ー
プ
「
内
大
臣
の
自
然
を
守
る

会
」
の
交
流
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
。

　

地
元
新
聞
社
が
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ふ
る

さ
と
環
境
会
議
」（
九
二
年
）
で
、「
天
明
水
の
会
」

の
代
表
者
が
、
ア
サ
リ
の
水
揚
げ
量
が
十
数
年
前

の
一
〇
〇
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
こ
と
や

海
苔
養
殖
の
網
に
紙
お
む
つ
や
ビ
ニ
ー
ル
が
ま
と

わ
り
つ
い
て
い
た
り
、
河
口
に
は
ヘ
ド
ロ
が
一
・

五
ｍ
も
堆
積
し
て
い
る
こ
と
な
ど
川
や
海
の
環
境

悪
化
を
訴
え
た
。
そ
の
時
、
フ
ロ
ア
ー
の
意
見
と

し
て
「
下
流
の
海
に
疲
弊
を
も
た
ら
し
た
の
は
上

流
に
住
ん
で
い
る
自
分
た
ち
に
責
任
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
」
と
緑
川
上
流
の
国
有
林
の
自
然
保
護

を
長
年
に
わ
た
り
続
け
て
き
た
「
内
大
臣
の
自
然

を
守
る
会
」
の
事
務
局
長
が
訴
え
た
。
こ
う
し
た

意
見
交
換
を
契
機
に
、
両
者
の
交
流
が
始
ま
っ
た
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
の
地
域
の
自
然
環

境
や
両
者
を
つ
な
ぐ
緑
川
に
目
を
向
け
始
め
、
川

の
保
全
を
軸
と
し
た
様
々
な
活
動
が
始
ま
っ
た
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、
九
四
年
と
九
五
年
に
は
、
ケ

ヤ
キ
や
モ
ミ
ジ
等
の
広
葉
樹
を
矢
部
町
の
国
有
林

伐
採
跡
地
（
四
・
二　

）
に
植
林
活
動
を
行
っ
た
。

��

九
四
年
の
植
林
で
は
、
天
明
地
区
周
辺
の
五
つ
の

漁
協
関
係
者
一
五
〇
人
も
加
わ
っ
て
、
大
漁
旗
を

掲
げ
な
が
ら
の「
漁
民
の
森
」づ
く
り
が
行
わ
れ
た
。

　

現
在
で
は
、
植
栽
後
の
手
入
れ
と
し
て
年
二
回

程
度
を
山
側
と
海
側
が
協
力
し
て
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
植
栽
後
の
育
林
費
用
は
漁
協
か
ら
の
援
助

を
受
け
て
い
る
。

　

し
か
し
、
植
栽
し
た
土
地
が
環
境
的
に
も
厳
し

い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
た
め
、
日
頃
の
管
理
が
必
要

と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
山
側
の
住
民
に
頼
っ

て
い
る
側
面
が
強
い
。
ま
た
山
側
の
高
齢
化
等
か

ら
労
働
力
の
問
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
保
育

作
業
が
継
続
し
て
行
え
る
か
ど
う
か
懸
念
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
課
題
は
あ
る
も
の
の
、
一
つ
の
川
の

上
流
と
下
流
の
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
川
そ
し
て

森
に
目
を
向
け
始
め
た
こ
と
は
、
今
後
の
川
や
森

の
保
全
に
と
っ
て
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

結
び
に
か
え
て

　

以
上
の
よ
う
に
、
川
の
保
全
を
目
的
と
し
た
住

民
参
加
型
の
森
づ
く
り
活
動
は
全
国
的
に
増
加
し

て
お
り
、
林
野
庁
の
調
べ
で
は
全
国
で
一
五
〇
〜

二
〇
〇
件
ぐ
ら
い
見
ら
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

そ
の
中
に
は
「
補
助
金
が
あ
る
か
ら
」
と
い
っ
た

理
由
だ
け
で
イ
ベ
ン
ト
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の

も
あ
り
、
継
続
し
た
森
づ
く
り
活
動
が
行
わ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、

紹
介
し
た
よ
う
な
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
継
続
し

た
森
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
休
日

を
利
用
し
た
住
民
活
動
で
は
実
際
に
手
を
加
え
る

こ
と
の
で
き
る
範
囲
は
自
ず
と
限
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
住
民
が
参
加
し
た
森
づ
く
り
活
動
が
、
実
際

ど
の
程
度
川
の
保
全
に
役
立
っ
て
い
る
の
か
と
い

っ
た
科
学
的
な
証
明
は
難
し
い
し
、
森
づ
く
り
と

い
う
何
十
年
あ
る
い
は
百
年
単
位
と
い
う
長
期
間

に
渡
っ
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
、
ど
れ

だ
け
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
は

定
か
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
川
そ
し
て
森
の
管
理
を
地
域
住
民
が

何
ら
か
の
形
で
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
資
源

へ
の
理
解
を
深
め
る
効
果
は
、「
蛇
口
の
む
こ
う
に

森
林
が
見
え
な
い
」
都
市
住
民
が
増
加
す
る
中
で

は
、
小
さ
く
は
な
い
。

　

川
の
保
全
に
直
結
す
る
森
づ
く
り
を
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
に
応
じ
た
方
法
に
よ
り
行
う
た
め
に
は
、

住
民
が
地
域
の
資
源
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
川
や
森
に
接
し
な
い
住
民

が
増
え
て
い
る
現
状
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
住
民

参
加
型
の
森
づ
く
り
活
動
は
自
然
環
境
の
学
習
機

会
と
し
て
の
効
果
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
継
続
し
た
森
づ
く
り
は
難

し
い
た
め
、
こ
う
し
た
住
民
参
加
の
森
づ
く
り
を

含
め
た
総
合
的
な
森
づ
く
り
の
仕
組
み
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。

（
栗
栖
祐
子
）


