
田
中
正
造
の
晩
年
の
思
想
的
特
徴
の
一
つ
に
水
の
思
想
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
由
井
正
臣
『
田
中
正
造
』
（
岩
波
新
瞥
、
一
九
八
四
年
）
な

ど
を
は
じ
め
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

正
造
が
水
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
建
い
う
ま
で
も
な
く
、
足
尾
鉱
毒
事
件
を
契
機
と
し
て
い
る
。
足
尾
鉱
毒
問
題
と
は
、
渡
良
瀬

川
の
水
汚
染
の
問
題
で
あ
り
、
土
地
や
作
物
、
人
体
へ
の
被
害
も
（
洪
）
水
が
媒
介
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
九
○
二
年
ご
ろ

よ
り
、
「
水
ヲ
清
メ
ョ
」
と
い
う
言
葉
が
、
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
水
の
汚
染
へ
の
着
目
は
、
単
に
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
「
水
ヲ
清
メ
ョ
」
と
い
う
表
現
を
生
玖
出
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

一
九
○
二
年
七
月
二
九
日
の
「
足
尾
銅
山
鉱
業
停
止
請
願
書
」
に
は
、
渡
良
瀬
川
が
も
た
ら
す
全
部
で
一
○
項
目
の
「
天
産
公
共
ノ
利
益
」
が

あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
「
第
二
、
水
質
二
付
」
で
は
、
「
古
来
〈
水
質
佳
良
ニ
シ
テ
飲
料
及
ピ
染
色
織
物
等
多
大
ノ
公
益
ヲ
享
有
セ
シ
モ
ノ
今

悉
ク
害
サ
レ
テ
結
局
其
用
ヲ
供
ス
ル
ヲ
得
ズ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
『
田
中
正
造
全
集
』
第
三
巻
五
九
頁
、
岩
波
書
店
。
以
下
、
同
全
集
か
ら

の
引
用
は
③
五
九
と
略
記
す
る
）
。
そ
の
他
、
漁
業
に
し
て
も
農
業
に
し
て
も
、
渡
良
瀬
川
流
域
の
住
民
た
ち
は
、
川
か
ら
多
大
の
恩
恵
を
受
け

て
き
た
。
正
造
の
こ
の
文
章
は
、
そ
う
い
っ
た
川
と
人
間
と
の
長
い
長
い
つ
き
あ
い
の
歴
史
を
見
す
え
て
醤
か
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
鉱
毒
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問
題
と
は
、
こ
う
し
た
昔
か
ら
の
川
と
人
間
の
関
係
そ
の
も
の
を
断
ち
切
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

直
訴
後
に
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
省
察
を
深
め
て
い
た
正
造
の
前
に
、
遊
水
池
問
題
が
登
場
し
て
き
た
。
谷
中
村
遊
水
池
化

案
は
、
鉱
毒
問
題
を
治
水
問
題
へ
と
す
り
か
え
て
、
強
引
に
最
終
的
決
着
を
つ
け
て
し
ま
お
う
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

正
造
は
、
鉱
毒
問
題
の
利
根
川
改
修
工
事
へ
の
す
り
か
え
を
批
判
し
、
そ
の
根
本
的
解
決
の
た
め
に
は
元
を
断
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
足
尾
銅
山

の
操
業
停
止
し
か
な
い
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
も
、
そ
の
一
方
で
、
治
水
策
と
し
て
承
た
場
合
で
も
利
根
川
改
修
計
画
が
「
正
理
」
で
は
な
い
こ

と
を
論
証
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
両
面
作
戦
を
と
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
徐
々
に
治
水
論
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
。

一
九
○
七
年
八
月
二
五
日
、
仮
小
屋
の
中
の
残
留
民
を
渡
良
瀬
川
の
洪
水
が
襲
っ
た
。
正
造
は
、
こ
の
洪
水
は
、
天
然
を
「
逆
用
」
し
た

「
学
芸
進
歩
の
結
果
」
の
「
人
造
洪
水
」
で
あ
り
、
「
文
明
の
大
弊
」
で
あ
る
と
評
し
た
が
（
⑰
一
三
九
）
、
そ
の
結
果
、
あ
ら
た
に
渡
良
瀬
川

河
身
改
修
工
事
計
画
が
持
ち
上
が
り
、
翌
一
九
一
○
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

工
事
の
内
容
は
、
渡
良
瀬
川
上
流
部
の
旗
川
、
才
川
な
ど
に
逆
流
防
止
の
た
め
の
逆
水
門
を
設
置
す
る
こ
と
、
藤
岡
新
水
路
を
開
削
し
て
下

流
部
の
河
身
を
つ
け
か
え
、
赤
麻
沼
に
直
接
渡
良
瀬
川
の
水
を
流
し
、
遊
水
池
の
周
囲
に
堤
防
を
築
く
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
下
流
部
の
犠

牲
の
上
に
上
流
部
を
救
お
う
と
い
う
性
格
も
露
骨
な
こ
の
改
修
計
画
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
、
渡
良
瀬
川
上
流
域
と
下
流
域
と
の
利
害
対
立
が
顕

著
に
な
り
、
住
民
は
互
い
に
反
目
し
あ
う
よ
う
に
な
り
、
遊
水
池
化
反
対
運
動
は
さ
ら
に
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。

正
造
は
、
こ
の
工
事
計
画
を
も
、
た
だ
批
判
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
の
深
い
省
察
に
も
と
づ
く
独
自
の
治
水
論
に
裏

づ
け
ら
れ
た
「
根
本
的
治
水
策
」
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
欺
購
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
い
わ
ば
、
政
府
が
投
げ
て
き
た
ポ
ー
ル

を
受
け
と
め
、
治
水
論
に
は
治
水
論
を
も
っ
て
対
時
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
に
様
々
に
述
べ
ら
れ
た
正
造
の
治
水
論
の
特
色
の
い
く
つ
か
を
、
箇
条
雷
風
に
ま
と
め
て
承
よ
う
。

①
正
造
は
、
激
化
す
る
一
方
の
水
害
を
、
自
然
災
害
で
は
な
く
「
人
造
洪
水
」
で
あ
る
と
ふ
て
い
た
。

②
治
水
は
、
「
西
洋
式
」
で
は
な
く
、
「
日
本
ノ
地
形
風
土
ニ
ョ
レ
ル
治
水
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
（
⑤
二
○
一
）
。
「
天
然
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一
一
背
き
、
明
治
政
府
ハ
更
二
西
洋
式
な
り
と
て
河
川
を
造
為
す
」
（
⑬
三
八
）
、
と
。

③
「
西
洋
式
」
の
治
水
と
は
、
利
根
川
改
修
工
事
に
代
表
さ
れ
る
治
水
工
事
の
こ
と
を
い
い
、
そ
の
根
底
を
な
す
堤
防
万
能
主
義
を
戒
め
て

い
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
○
八
年
八
月
九
日
付
け
の
逸
見
斧
吉
宛
宙
簡
に
、
「
日
本
河
川
の
自
然
二
背
け
る
堤
防
二
付
て
ハ
、
又
非
常
の
罪
悪
と

不
経
済
の
極
度
一
一
よ
り
示
後
の
革
命
を
要
せ
ん
。
而
も
考
案
未
だ
熟
せ
ず
と
い
上
ど
も
、
頼
二
思
ふ
、
日
本
全
国
中
過
半
の
堤
防
ハ
す
べ
て
皆

有
害
な
り
、
無
益
な
り
、
と
承
と
め
ま
し
た
。
」
（
⑰
四
○
四
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
一
○
年
一
一
月
八
日
の
日
記
で
も
、
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。
「
む
か
し
ハ
水
害
浅
く
、
堤
ミ
低
く
し
て
深
く
憂
へ
と
す
る
に
足
ら
ざ
れ
バ
な
り
。
後
ち
河
川
法
又
改
め
り
で
、
築
堤
学
進

ん
で
堤
防
高
く
な
り
、
一
朝
の
破
堤
、
水
害
む
か
し
二
数
倍
す
。
」
（
⑪
五
三
四
）
。
前
者
で
は
「
考
案
未
だ
熟
せ
ず
」
と
断
定
を
避
け
て
い
る

が
、
後
者
か
ら
は
、
河
川
法
の
成
立
を
画
期
に
日
本
の
築
堤
法
の
変
化
と
水
害
の
激
化
を
み
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
．

④
そ
の
う
え
で
、
正
造
は
、
伝
統
的
な
「
水
系
一
貫
の
思
想
」
に
も
と
づ
く
低
水
法
を
よ
し
と
し
て
い
た
。

「
水
系
一
貫
の
思
想
」
と
は
、
山
か
ら
海
ま
で
、
上
流
か
ら
下
流
ま
で
有
機
的
一
体
の
も
の
と
し
て
把
握
し
、
治
水
の
桑
な
ら
ず
治
山
を
も

重
視
す
る
思
想
で
あ
る
．
正
造
は
、
「
山
林
濫
伐
は
国
家
の
自
殺
な
り
」
と
述
べ
る
ほ
ど
、
水
源
澗
養
を
重
視
し
て
い
た
（
⑫
二
三
六
）
。
ま
た
、

低
水
法
と
は
、
河
川
改
修
を
行
っ
て
河
身
を
直
線
化
し
、
あ
わ
せ
て
高
い
堤
防
で
両
岸
を
囲
承
、
水
を
一
刻
も
早
く
海
へ
流
し
て
し
ま
お
う
と

す
る
高
水
法
に
対
し
、
川
（
水
）
の
自
然
力
を
信
頼
し
て
蛇
行
さ
せ
な
が
ら
水
の
力
を
弱
め
、
あ
る
程
度
以
上
の
洪
水
は
越
流
さ
せ
る
こ
と
を

前
提
に
自
然
の
遊
水
池
機
能
を
持
っ
た
土
地
を
住
宅
地
な
ど
と
し
て
開
発
せ
ず
に
残
し
て
お
く
、
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

⑤
以
上
の
よ
う
な
主
張
の
根
底
に
は
、
「
治
水
と
は
流
水
を
治
む
る
と
云
ふ
に
は
あ
（
ら
）
ず
、
水
理
を
治
む
る
を
云
へ
る
也
」
（
⑤
八
七
）

と
い
う
よ
う
に
、
「
水
理
」
Ⅱ
川
の
自
然
力
、
流
量
調
整
機
能
に
対
す
る
信
頼
が
あ
っ
た
。

た
ど
え
ば
、
一
九
一
一
年
八
月
三
○
日
の
日
記
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
古
へ
の
治
水
ハ
地
勢
一
一
よ
る
、
・
・
・
然
る
に
今
の
治
水
ハ
之
に

反
し
、
恰
も
条
木
（
定
規
）
を
以
経
の
筋
を
引
く
如
し
。
山
一
一
も
岡
一
一
も
頓
着
な
く
、
地
勢
も
天
然
も
度
外
視
し
て
、
真
直
二
直
角
二
造
る
。

之
れ
造
る
な
り
、
即
ち
治
水
を
造
る
な
り
．
／
治
水
ハ
造
る
も
の
一
一
あ
ら
ず
。
・
・
・
」
（
⑫
四
二
九
）
、
と
．

田
中
正
造
の
水
の
思
想
（
小
松
）

１１０



ザ

具
体
的
に
、
利
根
・
渡
良
瀬
の
両
河
川
の
治
水
策
と
し
て
正
造
が
指
摘
し
て
い
た
の
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
関
宿
の
江
戸
川
流

．
＊
‐

頭
に
設
け
ら
れ
た
流
入
鉦
制
限
の
た
め
の
「
棒
出
し
」
を
撤
去
す
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
栗
橋
鉄
橋
の
左
右
を
切
り
拡
げ
水
の
停
滞
を
防
ぐ
こ

＊
＊と

。
第
一
一
一
に
は
、
水
源
地
の
山
林
を
滴
養
す
る
こ
と
。
こ
う
し
た
一
一
一
方
針
は
、
谷
中
入
村
直
後
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
一
一
つ
さ

え
実
施
す
れ
ば
、
谷
中
村
を
演
し
て
広
大
な
遊
水
池
を
作
る
必
要
も
、
渡
良
瀬
川
の
河
身
を
つ
け
か
え
る
必
要
も
、
利
根
川
改
修
工
事
に
膨
大

な
費
用
を
か
け
る
必
要
も
な
い
、
と
い
う
の
が
正
造
の
力
説
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

今
、
正
造
の
治
水
論
の
原
則
を
、
大
要
五
つ
に
ま
と
め

て
み
た
が
、
こ
う
し
た
原
則
か
ら
す
る
正
造
の
「
根
本
的

治
水
策
」
と
は
、
き
わ
め
て
単
純
明
快
な
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
水
通
の
増
進
に
先
き
ん
ぜ
ん
と
す
る
愚
を

や
め
て
、
水
避
の
減
退
を
計
る
こ
と
之
れ
な
り
。
換
言
す

れ
ば
水
源
の
酒
養
と
水
流
の
停
滞
を
助
く
る
も
の
を
一
掃

す
る
こ
と
之
れ
な
り
」
（
④
二
五
）
。
「
水
量
の
増
進
に
先

ん
ぜ
ん
と
す
る
愚
」
と
は
、
洪
水
時
の
高
水
避
を
上
回
る

高
さ
の
堤
防
を
造
ろ
う
と
す
る
姿
勢
の
こ
と
で
、
結
局
は
、

増
大
す
る
一
方
の
水
赴
と
堤
防
の
高
さ
と
の
〃
い
た
ち

ご
っ
こ
〃
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
‐

＊
江
戸
川
流
頭
の
「
棒
出
し
」
は
以
前
か
ら
設
歴
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
「
棒
出
し
」
間
の
幅
は
二
六
〜
三
○
間
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と

田
中
正
造
の
水
の
思
想
（
小
松
）
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そ
れ
で
は
、
次
に
、
一
で
ま
と
め
た
正
造
の
治
水
論
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
こ
こ
ろ
ゑ
て
み
た
い
。

子
ど
も
の
こ
ろ
、
私
は
、
夏
休
み
に
な
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に
川
に
遊
び
に
行
き
、
泳
い
だ
り
魚
を
と
っ
た
り
し
て
過
ご
し
た
も

の
で
あ
る
。
一
九
六
○
年
代
末
頃
ま
で
の
こ
と
だ
。

そ
う
し
た
記
憶
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
の
多
く
に
と
っ
て
、
川
は
、
心
に
思
い
浮
か
べ
る
ふ
る
さ
と
の
風
景
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
唱
歌
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
。
私
た
ち
が
学
ん
だ
小
学
校
や
中
学
校
の
校
歌
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
ふ
る
さ
と
の
山
や
川
の
名
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
近
代
日
本
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
川
の
姿
は
、
い
く
た
び
か
大
き
な
変
貌
を
と
げ
て
き
た
。
富
山
和
子
に
よ
れ
ば
、

そ
の
最
大
の
転
換
点
は
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
の
河
川
法
の
制
定
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
く
し
く
も
、
一
で
ふ
れ
た
正
造
の
考
え
と

一
致
し
て
い
る
が
、
富
山
は
、
こ
の
変
化
を
、
「
治
水
の
革
命
」
と
形
容
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
〈
洪
水
を
「
な
だ
め
る
」
方
式
〉

か
ら
〈
洪
水
を
「
押
し
込
め
る
」
方
式
〉
へ
の
変
化
、
つ
ま
り
低
水
工
事
か
ら
高
水
工
事
へ
の
変
化
で
あ
っ
た
（
『
水
と
緑
と
土
』
中
公
新
密
、

一
九
七
四
年
）
。
明
治
三
○
年
代
は
、
日
本
全
国
で
、
大
且
輸
送
・
交
通
手
段
の
主
役
の
座
を
、
河
川
が
鉄
道
に
徐
々
に
譲
り
渡
し
て
い
き
つ
つ

あ
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
、
高
水
工
事
の
採
用
に
拍
車
を
か
け
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

高
水
工
事
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
何
よ
り
も
土
地
の
高
度
利
用
と
安
定
し
た
収
穫
を
可
能
に
す
る
点
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
寄
生
地
主
制
の
成
立

に
と
も
な
う
広
範
な
地
主
層
の
強
い
要
求
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
富
山
は
、
政
府
の
予
算
的
措
置
が
そ
れ
に
輪
を
か
け
た
と
推
測
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
河
川
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
高
水
工
事
の
費
用
は
府
県
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
河
川
法
に
認
定
さ
れ
た

こ
ろ
が
、
一
八
九
九
年
に
、
政
府
は
、
東
京
へ
の
鉱
毒
水
の
流
入
を
抑
え
る
目
的
で
、
幅
九
間
強
に
狭
め
て
そ
れ
を
強
化
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

＊
＊
現
に
、
東
北
線
の
栗
橋
鉄
橋
が
利
根
川
の
水
流
を
阻
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
洪
水
の
原
因
に
な
り
か
ね
な
い
と
危
倶
し
た
地
元
住
民
が
、
行
政
側
に
何

ら
か
の
対
策
を
鱒
じ
る
よ
う
要
鯖
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
八
八
六
年
七
月
二
五
日
の
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
記
事
に
明
ら
か
で
あ
る
。

田
中
正
造
の
水
の
思
想
（
小
松
）

二
治
水
論
の
歴
史
的
位
相
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正
造
が
批
判
し
た
一
九
○
○
年
か
ら
は
じ
ま
る
利
根
川
改
修
工
事
は
、
高
水
工
事
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
高
橋
裕
『
国
土
の
変
貌
と

水
害
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
七
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
○
○
年
か
ら
一
九
三
○
年
ま
で
の
工
事
に
従
事
し
た
人
は
延
べ
四
○
○
○
万
人
、
堤
防

河
川
の
高
水
工
事
は
、
そ
の
全
額
も
し
く
は
大
部
分
が
国
庫
負
担
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
メ
リ
ッ
ト
は
、
同
時
に
デ
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
高
い
堤
防
に
守
ら
れ
、
土
地
の
高
度
利
用
Ｉ

「
開
発
」
が
進
行
し
て
い
く
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
雨
で
も
上
流
域
の
水
が
集
ま
り
す
ぎ
、
中
下
流
域
の
氾
濫
が
頻
繁
に
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
た
び
毎
に
計
画
高
水
批
の
見
直
し
と
改
訂
工
事
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
代
表
が
や
は
り
利
根
川
で
、
一
八
九
六
年
、
一
九
一
○
年
、
一
九

二
六
年
、
一
九
四
七
年
と
、
よ
り
規
模
の
大
き
な
水
害
が
発
生
し
た
の
に
応
じ
て
改
修
工
事
に
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
き
、
財
政
的
負
担
も
さ

ら
に
膨
れ
あ
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
正
造
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
洪
水
を
前
提
に
し
て
徐
々
に
あ
ふ
れ
さ
せ
る
方
法
を
と
っ
て
い
た
低
水
工

事
に
比
べ
、
洪
水
を
堤
防
の
中
に
「
押
し
込
め
よ
う
」
と
す
る
高
水
工
事
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
堤
防
が
水
の
勢
い
を
支
え
き
れ
な

く
な
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
が
一
挙
に
破
壊
さ
れ
、
大
変
な
惨
事
を
も
た
ら
す
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
富
山
に
よ
れ
ば
、
低
水
工

事
時
代
の
一
八
七
三
年
か
ら
八
四
年
ま
で
の
年
平
均
被
害
額
が
四
一
五
万
九
○
○
○
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
高
水
工
事
へ
の
移
行
期
で
あ
る

一
八
八
五
年
か
ら
九
六
年
ま
で
は
二
八
八
六
万
一
○
○
○
円
、
高
水
工
事
全
盛
と
な
っ
た
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
二
年
ま
で
の
年
平
均
被
害

＊

額
は
、
一
一
一
四
四
○
万
九
○
○
○
円
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。
人
的
物
的
被
害
が
、
そ
れ
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
激
増
し
た
の
で
あ
る
。

＊
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
な
に
ゆ
え
に
高
水
工
事
が
維
持
さ
れ
て
き
た
の
か
。
研
究
者
の
多
く
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。
数
十

年
に
一
度
の
大
洪
水
の
被
害
よ
り
、
土
地
の
高
度
利
用
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
生
産
活
動
の
利
益
を
重
視
し
た
か
ら
だ
、
と
。
こ
こ
に
も
、
近
代
を
貫
く

効
率
万
能
主
羨
、
利
益
追
求
主
装
が
み
て
と
れ
よ
う
。
あ
わ
せ
て
、
洪
水
が
そ
う
頻
繁
に
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
被
害
の
体
験
化
と
継

承
が
な
さ
れ
に
く
く
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

田
中
正
造
の
水
の
思
想
（
小
松
）
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Ｑ

の
総
延
長
一
八
六
キ
ロ
、
・
掘
削
・
唆
喋
し
た
り
堤
防
に
使
用
し
た
土
砂
の
量
は
、

あ
わ
せ
て
二
億
二
○
○
○
万
立
方
メ
ー
ト
ル
で
、
パ
ナ
マ
運
河
工
事
の
土
砂
愛

（
一
億
八
○
○
○
万
立
方
メ
ー
ト
ル
）
よ
り
も
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ほ
ど
の
改
修
工
事
を
実
行
し
て
も
、
結
局
、
利
根
川
の
水
を
治
め
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

先
に
、
私
は
、
正
造
の
主
張
す
る
具
体
的
な
「
根
本
的
解
決
策
」
と
し
て
、

関
宿
の
「
棒
出
し
」
の
撤
去
以
下
三
つ
の
方
針
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
正
造

に
し
て
承
れ
ば
、
実
は
、
こ
れ
ら
の
方
策
も
「
止
ヲ
得
ザ
ル
窮
策
」
に
す
ぎ
な

か
っ
た
（
④
一
八
六
）
．
正
造
が
「
第
一
策
」
と
考
え
て
い
た
の
は
、
利
根
川
を

埼
玉
県
葛
和
田
の
辺
り
よ
り
南
下
さ
せ
、
隅
田
川
に
流
下
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
利
根
川
を
一
五
世
紀
以
前
の
古
来
の
姿
に
戻
す
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
「
現
在
住
民
ノ
移
転
苦
痛
ノ
堪
へ
難
キ
」
こ
と
に
思
い
を
い
た
す
と
や

「
第
一
策
」
の
実
現
は
困
難
で
あ
り
、
「
姑
息
ノ
手
段
」
で
は
あ
る
が
「
第
二

策
」
を
採
用
す
る
し
か
な
災
と
正
造
は
主
張
す
る
。
こ
の
「
第
二
策
」
が
、

江
戸
川
を
通
し
て
東
京
湾
に
流
す
方
法
で
あ
っ
た
。
江
戸
川
は
、
一
八
世
紀
末

ま
で
「
利
根
川
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
正
造
の
利
根
川

治
水
に
関
す
る
基
本
的
考
え
は
、
自
然
の
勾
配
差
を
利
用
し
た
利
根
川
南
流
論

＊

・
江
戸
川
主
流
論
で
あ
っ
た
。
：
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し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
私
た
ち
は
、
正
造
の
「
根
本
的
治
水
策
」
を
実
行
し
て
い
れ
ば
、
本
当
に
洪
水
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か

ど
う
か
、
確
認
す
る
す
べ
を
持
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
正
造
の
治
水
策
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
残

さ
れ
た
方
法
は
、
当
時
に
お
い
て
、
正
造
の
よ
う
な
利
根
川
南
流
論
り
江
戸
川
主
流
論
を
主
張
し
て
い
た
人
が
他
に
も
い
た
の
か
ど
う
か
を
検

討
し
、
正
造
の
主
張
が
決
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
に
広
い
支
持
基
盤
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
で
、
大
熊
孝
『
利
根
川
治
水
の
変
遷
と
水
害
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
は
、
私
が
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
最

も
た
く
さ
ん
の
も
の
を
教
え
ら
れ
た
労
作
で
あ
る
が
、
大
熊
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
利
根
川
南
流
論
６
江
戸
川
主
流
論
は
や
明
治
以

来
、
戦
後
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
。

明
治
初
年
に
日
本
の
河
川
の
治
水
工
事
を
計
画
担
当
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
お
雇
い
外
国
人
」
の
リ
ン
ド
ウ
、
デ
レ
ー
ヶ
ら
オ
ラ
ン
ダ
人

技
師
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
リ
ン
ド
ウ
は
、
「
日
本
の
治
水
の
説
第
一
江
戸
川
」
（
一
八
七
三
年
三
月
）
で
、

勾
配
差
に
着
目
し
て
江
戸
川
主
流
を
本
と
す
る
主
張
を
展
開
し
、
江
戸
川
流
頭
に
設
厩
さ
れ
た
「
棒
出
し
」
を
批
判
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
九

○
八
年
に
『
利
根
川
治
水
考
』
（
の
ち
、
嶺
雷
房
よ
り
影
印
版
が
一
九
七
七
年
に
刊
行
）
を
ま
と
め
た
根
岸
門
蔵
は
、
一
九
○
六
年
二
月
に
貴
衆

両
院
に
提
出
し
た
「
江
戸
川
唆
喋
工
事
二
関
ス
ル
請
願
」
な
ど
で
、
は
じ
め
て
江
戸
川
主
流
論
を
主
張
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
も
、

両
院
に
提
出
し
た
「
江
戸
川
唆
喋
工
圭

自
然
の
勾
配
差
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。

根
岸
の
著
作
に
遅
れ
る
こ
と
二
年
、

＊
島
田
宗
三
の
『
田
中
正
造
翁
余
録
』
上
巻
（
三
一
密
房
、
一
九
七
二
年
。
以
下
、
『
余
録
』
上
、
と
略
す
）
に
よ
れ
ば
、
栗
橋
か
ら
銚
子
河
口
ま
で
は
三

八
里
で
平
均
一
里
に
つ
き
一
尺
強
の
勾
配
で
あ
る
が
、
南
流
輪
で
い
う
栗
橋
か
ら
行
徳
河
口
ま
で
は
一
八
里
強
で
平
均
一
里
に
つ
き
二
尺
強
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
根
岸
門
蔵
も
、
後
述
す
る
『
利
根
川
治
水
考
』
で
、
前
者
（
三
五
里
一
九
丁
）
は
一
里
平
均
一
尺
一
寸
三
分
、
後
者
（
一
六
里
）
は
一
里
平
均
二

尺
の
勾
配
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
自
然
の
勾
配
差
に
従
っ
て
東
京
湾
に
流
れ
て
い
た
利
根
川
を
銚
子
方
面
に
東
流
さ
せ
た

の
は
、
主
に
徳
川
幕
府
の
仕
或
で
、
い
わ
ゆ
る
利
根
川
東
遷
事
業
が
完
成
し
た
の
は
一
六
五
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

田
中
正
造
の
水
の
思
想
（
小
松
）

碩
学
吉
田
東
伍
が
『
利
根
治
水
論
考
』
を
発
表
し
た
。
こ
の
中
で
吉
田
は
、
利
根
川
と
渡
良
瀬
川
の
分
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こ
の
よ
う
に
ふ
て
く
る
と
、
正
造
の
江
戸
川
主
流
論
は
、
当
時
に
あ
っ
て
、
決
し
て
孤
立
し
た
主
張
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

も
そ
れ
は
、
勾
配
差
と
い
う
自
然
の
地
勢
と
、
水
は
低
き
に
流
れ
る
も
の
と
い
う
水
の
性
質
を
尊
重
し
た
、
そ
の
意
味
で
は
「
理
」
に
か
な
っ

た
主
張
で
あ
っ
た
．
そ
し
て
、
こ
う
し
た
主
張
を
根
拠
に
唱
え
ら
れ
た
正
造
の
治
水
策
Ⅱ
低
水
法
は
、
中
国
古
代
の
孟
子
な
ど
以
来
の
伝
統
的

な
治
水
法
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
科
学
技
術
を
使
っ
て
人
間
が
自
然
を
征
服
で
き
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
結
果
さ
ら
に
大
な
る
災
害
を

誘
発
し
て
き
た
「
近
代
」
の
科
学
技
術
万
能
視
へ
の
批
判
も
含
ま
れ
て
い
た
．
い
う
な
れ
ば
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
謙
虚
さ
を
要
請
し
て
い

た
の
が
低
水
法
の
思
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
正
造
が
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
政
府
の
治
水
政
策
批
判
を
繰
り
返
し
て
い
た
時
代
は
、
ま
さ
に
高
水
工
事
全
盛
の
時
代
で

あ
っ
た
．
そ
の
意
味
で
は
、
正
造
の
主
張
は
、
い
か
に
も
〃
古
く
さ
い
”
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
今
日
的
視
座
か
ら
振
り
返
る
な
ら

ば
、
正
造
の
治
水
論
は
、
人
間
と
河
川
と
の
関
係
や
、
水
と
土
と
緑
に
依
拠
し
て
き
た
「
文
明
」
観
が
根
底
か
ら
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
、

「
治
水
ハ
造
る
も
の
一
一
あ
ら
ず
」
と
し
て
、
そ
う
し
た
行
き
方
の
危
う
さ
に
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

こ
と
を
、
象
徴
的
に
表
現
し
た
文
章
が
あ
る
。

頭
の
「
棒
出
し
」
の
辿

熊
は
推
測
し
て
い
る
。

離
案
を
主
張
し
、
江
戸
川
を
拡
大
す
れ
ば
遊
水
池
の
必
要
は
な
く
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
正
造
も
こ
の
著
作
を
読
象
、
「
そ
の
所
説
を
同
じ
う

す
る
と
こ
ろ
か
ら
益
々
自
信
を
得
」
た
と
は
、
『
余
録
』
上
が
ふ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
大
熊
は
、
戦
後
に
唱
え
ら
れ
た
千
葉
市
の
医
師
武
本
為
訓
の
古
利
根
再
興
論
や
、
元
農
商
務
省
の
君
塚
貢
の
江
戸
川
主
流
論
な
ど

に
も
ふ
れ
、
自
然
の
地
勢
に
も
と
づ
く
勾
配
差
に
着
目
し
た
利
根
川
南
流
論
・
江
戸
川
主
流
論
が
、
大
規
模
な
洪
水
の
被
害
が
あ
る
た
び
毎
に

繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
な
ぜ
、
こ
う
し
た
主
張
が
願
承
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
．
大
熊
に
よ
れ
ば
、

そ
の
最
大
の
理
由
は
、
鉱
毒
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
。
鉱
毒
を
含
ん
だ
水
の
江
戸
川
流
入
を
阻
止
す
る
と
い
う
大
前
提
が
、
江
戸
川
流

頭
の
「
棒
出
し
」
の
強
化
を
必
然
化
し
、
そ
の
結
果
、
利
根
川
の
逆
流
水
を
調
節
す
る
た
め
の
渡
良
瀬
遊
水
池
が
必
要
に
な
っ
た
の
だ
、
と
大
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一
九
一
○
年
八
月
、
関
東
地
方
を
古
今
未
曾
有
の
大
水
害
が
襲
っ
た
。
や
が
て
七
○
歳
に
も
な
ろ
う
か
と
い
う
正
造
は
、
こ
の
大
水
害
の
あ

と
、
各
枝
川
も
含
め
た
利
根
川
水
系
全
体
の
水
位
調
査
を
思
い
立
ち
、
ひ
た
す
ら
歩
き
、
沿
岸
住
民
か
ら
洪
水
時
の
水
位
と
被
害
の
模
様
を
ひ

こ
の
文
章
は
、
近
代
文
明
の
本
質
を
鋭
く
つ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
対
比
さ
れ
て
い
る
「
道
」
と
「
川
」
と
は
、
自
然
と
の
関
係
で
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
「
文
明
」
の
あ
り
よ
う
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
道
」
（
道
路
・
鉄
道
）
の
文
明
は
、
直
線
を
好
承
、
自
然
を
害
し
、

「
川
」
の
文
明
は
、
自
然
の
地
勢
に
従
う
こ
と
か
ら
必
然
的
に
曲
線
を
好
承
、
自
然
を
害
さ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
直
線
を
好
」
み
、

「
自
然
ヲ
害
ス
ル
」
文
明
は
、
「
利
益
ト
云
う
モ
ノ
、
文
明
」
だ
、
と
正
造
は
喝
破
し
て
い
る
。
正
造
の
治
水
論
は
、
こ
う
し
た
利
益
至
上
の
、

あ
る
い
は
効
率
至
上
の
近
代
文
明
の
あ
り
ょ
う
そ
の
も
の
を
告
発
す
る
視
点
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

（
マ
マ
》

今
日
と
い
し
｛
ど
も
道
路
気
車
の
設
備
ハ
治
水
と
異
な
り
皆
直
線
を
好
ん
で
山
河
高
低
亦
殆
ん
ど
眼
中
二
な
く
、
或
ハ
山
腹
ヲ
ウ
ガ
チ
高
橋

（
マ
マ
》

ヲ
架
シ
座
シ
テ
千
里
ヲ
走
ル
ト
錐
、
不
自
然
『
フ
害
ス
ル
ニ
至
ツ
テ
其
害
ス
ル
ノ
甚
シ
キ
ホ
ド
今
ノ
文
明
ノ
利
益
ト
ス
ル
処
多
シ
・
但
シ
此

利
益
ナ
ル
モ
ノ
ハ
天
然
自
然
ヨ
リ
受
ケ
ル
利
益
ニ
ァ
ラ
ズ
シ
テ
誠
一
一
之
し
人
造
ノ
利
益
ナ
リ
。
利
益
ト
云
う
モ
ノ
、
文
明
ト
云
う
ト
モ
可

否
詳
カ
ナ
ラ
ズ
。
天
ノ
与
ヘ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
テ
人
ノ
与
ヘ
ル
モ
ノ
ハ
害
必
ず
其
内
一
一
ア
リ
。
而
モ
之
レ
ヲ
文
明
ト
云
フ
ヲ
以
テ
之
レ
ハ
知
識

（
理
）

二
間
フ
テ
決
ス
ベ
シ
．
只
水
ハ
気
車
道
ノ
如
ク
無
利
二
山
ヲ
キ
リ
川
ヲ
移
動
シ
テ
妄
リ
ニ
直
経
直
行
ヲ
好
ム
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ハ
断
々
乎

ト
シ
テ
明
カ
ナ
リ
．
川
ト
道
ト
ハ
全
ク
同
ジ
カ
ラ
ズ
。
約
言
セ
バ
道
ハ
法
律
ノ
制
裁
一
一
従
フ
ト
錐
、
水
ハ
法
律
ノ
制
裁
ナ
シ
。
之
ヲ
制
裁

セ
バ
却
テ
順
ナ
ラ
ズ
。
水
ハ
誠
一
一
天
地
ノ
如
シ
・
天
地
ノ
大
ヘ
ナ
ル
ハ
法
律
ノ
制
裁
ナ
シ
。
即
水
ノ
心
ナ
リ
。
水
ハ
尚
神
の
如
し
。
自
由

二
自
在
の
自
然
カ
ヲ
有
シ
又
物
ヲ
害
サ
ズ
偽
ラ
ズ
、
故
障
ア
レ
バ
避
ケ
テ
通
ル
ハ
水
ノ
性
ナ
リ
。
・
・
・
（
④
五
三
四
）
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八
月
八
日
、
正
造
は
、
甥
で
あ
る
足
利
の
原
田
定
助
の
家
に
い
た
。
安
蘇
、
足
利
両
郡
の
渡
良
瀬
川
沿
岸
を
視
察
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。

”
翌
九
日
は
、
朝
か
ら
「
篠
突
く
よ
う
な
豪
雨
」
だ
っ
た
。
一
○
日
、
予
定
を
急
速
変
更
し
て
、
鉄
道
で
足
利
か
ら
間
々
田
に
出
、
翁
屋
に
投

宿
し
、
思
川
沿
岸
の
乙
女
、
友
沼
の
破
堤
状
況
を
調
査
し
た
。
こ
の
頃
、
谷
中
は
、
利
根
川
の
逆
流
の
影
響
で
一
面
の
洪
水
と
な
り
、
残
留
民

の
仮
小
屋
は
ど
れ
も
水
に
浸
か
っ
て
し
ま
っ
た
ｐ
そ
し
て
、
‐
わ
ず
か
ば
か
り
の
荷
物
も
水
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

正
造
は
、
一
二
日
に
、
「
天
災
に
あ
ら
ず
」
と
題
し
た
印
刷
物
を
各
方
面
に
発
送
．
乙
女
か
ら
藤
岡
に
渡
っ
た
。
一
四
日
、
残
留
民
の
た
め
野

木
村
の
野
渡
で
米
五
俵
割
麦
一
俵
を
買
い
入
れ
、
恵
下
野
の
島
田
築
蔵
宅
で
渡
そ
う
と
し
た
が
、
波
が
高
く
て
舟
が
出
せ
な
か
っ
た
。
一
五
日
、

よ
う
や
く
恵
下
野
に
渡
る
こ
と
が
で
き
た
。
翌
一
六
日
に
は
群
馬
県
海
老
瀬
に
渡
り
、
一
七
日
、
再
び
藤
岡
に
戻
っ
た
。

二
一
日
、
島
田
宗
三
ら
谷
中
の
青
年
五
人
と
小
舟
で
海
老
瀬
方
面
に
鯛
査
に
で
か
け
た
。
二
二
日
は
、
藤
岡
で
、
水
害
調
査
に
来
た
栃
木
県

参
事
会
員
一
行
に
水
害
の
状
況
を
説
明
し
た
あ
と
、
再
び
小
舟
で
川
辺
村
か
ら
古
河
ま
で
調
査
に
赴
い
た
。
二
三
日
夕
方
に
は
、
東
京
に
出
、

日
藤
里
の
逸
見
斧
吉
宅
や
木
下
尚
江
宅
を
水
害
見
舞
い
で
訪
問
し
た
。
こ
の
と
き
、
蓑
笠
姿
で
出
京
し
た
正
造
の
姿
を
見
各
め
た
警
官
に
対
し
、

正
造
は
、
「
こ
の
国
家
大
銀
難
の
時
、
靴
を
は
き
洋
服
を
着
、
髪
を
光
ら
せ
て
歩
く
奴
こ
そ
真
に
異
様
の
姿
と
い
う
も
の
だ
」
と
、
逆
に
厳
し
く

叱
責
し
た
と
い
う
（
『
余
録
』
上
、
二
七
七
頁
）
。

こ
う
し
て
、
九
月
頃
か
ら
、
日
記
の
内
容
が
水
害
調
査
一
色
に
な
る
。
九
月
四
日
に
は
、
谷
中
の
青
年
ら
と
古
河
発
午
前
四
時
三
六
分
の
汽

車
で
栗
橋
に
出
、
こ
こ
で
根
岸
門
蔵
を
訪
問
し
た
あ
と
、
徒
歩
と
小
舟
で
関
宿
に
出
た
。
「
昼
食
後
、
附
近
の
人
び
と
に
洪
水
の
模
様
や
堰
堤
の

実
状
を
訊
ね
た
が
、
皆
多
く
を
語
ら
な
い
。
そ
の
筋
か
ら
口
止
め
さ
れ
て
い
る
と
の
説
で
あ
っ
た
。
」
（
同
前
、
二
八
○
頁
）
。
関
宿
で
、
東
京
方

面
か
ら
来
た
「
紳
士
風
の
一
団
」
と
出
会
っ
た
が
、
正
造
は
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
再
び
舟
で
逆
川
を
北
進
し
、
茨
城
県
の
境
町

た
。

た
す
ら
聞
く
旅
に
出
発
す
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
「
根
本
的
治
水
策
」
の
正
し
さ
を
実
証
す
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
然
の
真
理
と
、
そ

の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
人
間
と
の
あ
る
べ
き
関
係
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
、
求
道
的
な
”
治
水
行
脚
〃
と
も
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
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に
出
、
古
河
に
戻
っ
た
の
は
夜
の
三
時
と
い
う
強
行
軍
で
あ
っ
た
。

九
月
六
日
か
ら
は
足
利
方
面
の
調
査
に
赴
い
た
。
風
邪
で
一
日
休
ん
だ
も
の
の
、
九
日
に
は
館
林
に
出
、
一
○
日
に
再
び
出
京
、
行
徳
・
浦

安
方
面
で
江
戸
川
下
流
域
の
被
害
の
実
態
や
、
東
京
湾
の
ア
サ
リ
や
海
苔
の
損
害
な
ど
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
正
造
は
、
ひ
た
す
ら
歩
き
、
た
く
さ
ん
の
人
か
ら
聞
き
取
り
を
し
、
そ
の
証
言
を
集
め
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
一
月
二

七
日
に
は
、
梁
田
村
と
並
木
村
で
一
七
人
か
ら
聞
き
取
り
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
訳
は
、
旧
友
、
校
長
の
妻
、
「
土
方
」
、
水
車
業
、
名
も
わ

か
ら
ぬ
人
ま
で
、
実
に
多
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
三
十
九
年
［
よ
り
］
一
一
三
寸
高
し
、
三
十
九
年
ハ
床
下
ピ
シ
ャ
ノ
、
ナ
リ
シ
モ
、
本
年

床
上
ピ
シ
ャ
ノ
、
ナ
リ
」
と
い
う
証
言
を
得
て
い
る
（
⑪
五
四
四
）
。
こ
う
し
て
、
正
造
は
、
「
工
事
ハ
村
民
却
て
学
士
な
り
」
（
⑪
五
四
六
）
と

い
う
よ
う
に
、
沿
岸
住
民
の
「
経
験
」
の
祇
象
重
ね
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
「
知
」
に
対
す
る
確
信
を
よ
り
深
め
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

治
水
行
脚
の
過
程
で
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
．
一
二
月
四
日
の
夜
、
宇
都
宮
か
ら
北
へ
二
駅
目
の
宝
積
寺
で
降
り
て

宿
を
探
し
た
が
、
四
軒
の
宿
屋
い
ず
れ
に
も
一
杯
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
断
ら
れ
た
．
宝
積
寺
に
は
、
あ
と
、
福
寿
屋
と
い
う
宿
屋
し
か
残
っ

て
い
な
か
っ
た
ｐ
そ
こ
で
、
正
造
は
、
福
寿
屋
を
訪
ね
、
丁
寧
に
宿
泊
を
申
し
込
ん
だ
が
、
や
は
り
断
ら
れ
た
。

正
造
の
人
間
性
が
良
く
あ
ら
わ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
「
元
代
議
士
田
中
正
造
」
と
い
う
肩
書
や
名
声
は
、
と
う
の
昔
に
ふ
り
す
て
、
あ

田
中
正
造
の
水
の
思
想
（
小
松
）

ヘ
マ
や
）

正
造
途
方
に
恐
れ
、
性
名
を
明
か
さ
ん
か
、
性
名
を
あ
か
せ
●
ハ
宿
を
さ
せ
る
ハ
勿
論
な
れ
ど
も
、
明
か
す
も
残
念
な
り
と
、
幾
重
二
も
一

夜
の
宿
を
乞
ふ
。
主
人
日
く
、
一
二
丁
帰
り
て
某
会
社
の
隣
り
安
や
ど
あ
り
や
之
れ
な
ら
多
分
ゆ
る
す
べ
し
と
Ｐ
正
造
又
問
ふ
、
其
家
ハ

木
銭
か
と
云
ふ
た
る
言
葉
を
さ
と
り
て
主
人
日
く
、
と
め
て
や
れ
，
“
く
、
。
正
造
先
ヅ
座
二
上
り
、
寒
へ
か
ら
少
し
あ
た
ら
せ
と
火
健
の
そ

ば
二
行
き
、
先
ヅ
一
寸
姓
名
を
告
げ
る
と
主
人
大
笑
、
且
シ
驚
き
て
奥
座
敷
二
入
れ
る
。
俄
一
一
訪
問
者
も
あ
り
。
駐
在
も
来
り
、
周
旋
百

事
く
ま
な
く
、
予
の
旅
行
を
助
け
た
り
。
今
朝
来
水
害
地
の
視
察
や
気
車
の
の
り
入
、
百
事
よ
く
懇
爾
な
り
（
⑪
五
六
二
）
．
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く
ま
で
「
た
だ
の
人
」
と
し
て
生
き
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
正
造
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ふ
す
ぼ
ら
し
い
な
り
で
寒
夜
に
一
夜
の
宿
を
乞
う
た

と
き
、
正
造
の
心
は
ゆ
れ
動
い
た
。
そ
れ
が
、
正
直
に
淡
々
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
正
造
と
知
っ
て
手
の
平
を
返
す
よ
う
に
応
対
を
か

え
た
旅
館
の
主
人
を
見
つ
め
る
正
造
の
ま
な
ざ
し
に
、
非
難
が
ま
し
い
も
の
は
感
じ
取
れ
な
い
。
主
人
ら
へ
の
皮
肉
と
い
う
よ
り
は
、
「
た
だ
の

人
」
の
生
き
に
く
さ
を
ホ
ロ
苦
く
か
承
し
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
一
文
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
行
程
の
多
く
は
人
力
車
夫
と
巡
査
を
〃
道
づ
れ
〃
に
し
て
の
調
査
行
を
、
各
河
川
毎
に
ま
と
め
な
お
し
た
も
の
が
、
一

九
一
○
年
一
二
月
一
九
日
か
ら
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
「
河
川
巡
視
日
記
」
で
あ
る
。
そ
の
「
思
川
」
の
部
分
に
は
、
「
此
旅
ハ
人
の
知
力
の
深
浅

や
財
産
の
高
低
に
用
で
ハ
な
い
、
専
心
二
水
の
高
低
を
見
ん
と
の
旅
行
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
（
⑫
八
四
）
。

そ
し
て
、
何
百
人
も
の
聞
き
取
り
か
ら
判
明
し
た
こ
と
は
、
一
九
○
七
年
以
前
の
洪
水
と
比
べ
て
、
利
根
川
の
上
流
域
と
下
流
域
と
で
は
む

し
ろ
水
盈
が
少
な
く
、
中
流
域
の
承
大
洪
水
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
要
ス
ル
ー
一
関
東
昨
年
ノ
洪
水
ハ
大
洪
水
ニ
ァ
ラ
ズ
。
鬼
怒
川

以
西
二
大
洪
水
ナ
シ
。
利
根
川
亦
大
洪
水
一
一
ア
ラ
ズ
タ
右
各
河
川
ノ
上
流
己
二
水
低
ク
シ
テ
其
最
下
流
モ
亦
水
ノ
低
キ
ヲ
見
ョ
」
（
⑫
九
三
）
。

こ
う
し
て
、
一
九
○
七
年
以
来
の
大
洪
水
は
、
「
利
根
川
流
水
妨
害
工
事
（
が
原
因
の
Ｉ
小
松
）
人
造
ノ
大
災
害
タ
リ
」
（
同
前
）
と
い
う
自
説

の
正
し
さ
を
、
正
造
は
足
で
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
治
水
行
脚
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
こ
の
調
査
は
、
「
天
然
を
見
る
に
ハ
徒
歩
二
あ
ら
ざ
れ
（
趣
味

少
な
し
」
（
⑪
五
八
六
）
と
い
う
よ
う
に
、
あ
り
ふ
れ
た
表
現
だ
が
、
七
○
間
近
の
老
躯
に
む
ち
う
っ
て
、
徒
歩
で
、
脚
で
確
か
め
た
点
に
特
色

が
あ
っ
た
。
一
九
一
○
年
八
月
一
○
日
以
降
、
翌
年
一
月
三
○
日
ま
で
に
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
距
離
を
正
造
は
〃
歩
い
た
〃
こ
と
だ
ろ
う

か
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
私
が
、
日
記
に
記
載
さ
れ
た
旅
程
を
手
が
か
り
に
、
地
図
と
時
刻
表
を
使
っ
て
ご
く
大
雑
把
に
合
算
し
た
だ
け
で
も
、

一
八
○
○
キ
ロ
以
上
に
な
っ
た
。
日
記
に
雷
か
れ
て
い
な
い
分
を
合
わ
せ
れ
ば
、
優
に
二
○
○
○
キ
ロ
を
越
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
も
ち

ろ
ん
、
鉄
道
や
人
力
車
を
使
用
し
た
分
も
含
め
て
で
は
あ
る
が
）
。
わ
ず
か
半
年
で
、
実
に
本
州
を
縦
断
し
た
に
等
し
い
距
離
を
”
歩
い
た
〃
こ

と
に
な
る
（
青
森
か
ら
下
関
ま
で
、
鉄
道
の
距
離
で
一
八
三
五
キ
ロ
で
あ
る
）
。
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こ
う
し
て
得
ら
れ
た
調
査
結
果
を
も
と
に
、
正
造
は
、
一
九
一
一
年
二
月
一
二
日
か
ら
一
八
日
ま
で
古
河
町
の
宗
願
寺
に
宿
泊
し
、
毎
晩
午

前
二
時
、
三
時
頃
ま
で
、
島
田
宗
一
一
一
を
助
手
と
し
て
請
願
書
や
陳
情
醤
を
書
き
つ
づ
け
た
。
全
部
で
五
通
作
成
し
た
が
、
宗
一
一
一
に
よ
れ
ば
、
こ

の
間
の
正
造
は
、
「
火
鉢
の
火
も
消
え
て
寒
さ
の
た
め
手
の
感
覚
も
な
い
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
寝
に
つ
く
と
い
う
熱
誠
ぶ
り
」
で
あ
っ
た
と
い

そ
の
一
方
で
、
人
間
に
被
害
の
す
べ
て
の
原
因
を
な
す
り
つ
け
ら
れ
て
も
た
だ
黙
々
と
流
れ
つ
づ
け
る
水
が
い
と
お
し
く
て
た
ま
ら
な
く

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
水
に
か
わ
っ
て
汚
名
を
は
ら
さ
ん
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
水
の
「
性
」
に
関
す
る
発
言
が
多
く
な
っ
て
い
く
。
「
水
ハ
人

ヲ
害
サ
ズ
」
、
「
水
に
は
階
級
な
し
。
実
に
平
か
な
り
」
、
「
水
は
徒
ら
は
せ
ぬ
。
皆
人
が
悪
い
」
、
「
水
ノ
心
ハ
平
カ
ナ
リ
」
、
「
水
ハ
尚
道
徳
の
如

へ
マ
マ
』
へ
マ
マ
》

シ
、
水
ハ
平
易
な
る
な
り
」
、
「
流
水
ハ
小
児
の
如
し
。
小
児
ハ
法
律
の
制
裁
な
し
、
利
屈
の
判
談
力
な
し
」
・
・
・
・
。

そ
れ
ら
の
特
徴
は
、
〃
水
は
低
き
に
流
れ
る
も
の
“
と
い
う
よ
う
な
自
然
物
質
と
し
て
の
「
性
」
以
外
に
、
水
を
擬
人
化
・
人
格
化
し
て
、
道

う
（
『
余
録
』
上
、

そ
の
一
方
で
、

第
二
に
は
、
「
本
密
ハ
肉
眼
ノ
見
取
リ
ノ
測
定
ニ
シ
テ
、
実
測
一
一
照
ラ
シ
テ
多
少
ノ
差
ア
ル
ベ
シ
」
（
⑫
九
四
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
計

器
を
使
っ
て
の
実
測
で
は
な
く
し
て
、
「
見
取
り
」
、
つ
ま
り
眼
で
確
か
め
る
方
法
を
と
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
正
造
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
科

学
的
観
測
法
よ
り
は
正
確
さ
で
劣
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
農
民
の
伝
統
的
観
測
法
と
も
い
う
べ
き
「
見
取
り
」
法
は
、
長
年
の
観
察
と
経
験
の

蓄
積
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
確
度
を
保
証
し
う
る
方
法
で
あ
っ
た
。
正
造
は
、
歩
き
に
歩
い
て
ひ
た
す
ら
水
を
見
つ
め
つ
づ
け
た
だ
け
で

な
く
、
自
分
の
経
験
に
、
い
わ
ば
定
点
観
測
者
と
も
い
う
べ
き
沿
岸
住
民
の
「
見
取
り
」
と
「
経
験
知
」
を
合
わ
せ
用
い
る
こ
と
で
、
前
述
し

＊

た
よ
う
な
結
論
を
得
た
の
で
あ
る
。

＊
玉
城
哲
は
、
『
水
の
思
想
』
（
鏑
創
社
、
一
九
七
九
年
）
に
収
め
ら
れ
た
「
観
察
者
の
眼
」
の
中
で
、
正
造
の
「
水
の
思
想
」
を
例
に
、
「
冷
静
な
観
察

者
」
と
し
て
の
側
面
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
「
観
察
者
の
眼
」
と
は
、
「
土
着
の
人
の
も
つ
鋭
い
観
察
眼
で
あ
り
、
合
理
主
装
的
思
考
」
で
あ
っ
て
、

「
観
察
と
経
験
の
蓄
積
か
ら
生
象
出
さ
れ
る
」
「
農
民
の
合
理
主
羨
と
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
位
歴
づ
け
て
い
る
。
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徳
や
倫
理
に
結
び
つ
け
た
表
現
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
．
い
わ
く
、
正
直
、
公
平
、
無
私
、
平
等
、
温
和
（
争
い
を
好
ま
な
い
）
、

平
易
（
わ
か
り
や
す
い
）
、
等
々
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
正
造
は
、
汚
濁
し
た
人
間
社
会
を
際
立
た
せ
ん
と
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
へ
）

「
古
人
モ
云
上
リ
、
水
ノ
流
レ
ヲ
見
レ
バ
人
ノ
行
ク
末
ガ
見
へ
ル
ト
」
（
⑤
三
一
一
一
一
一
一
）
。

こ
う
し
た
水
を
ひ
た
す
ら
見
つ
め
、
水
と
対
話
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
正
造
の
水
の
思
想
を
よ
り
内
実
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
．
治

水
は
「
流
水
」
を
治
め
る
の
で
は
な
く
、
「
水
理
」
を
治
め
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
、
正
造
は
ま
す
ま
す
強
く
し
た
。
政
府
は
正
造
を

「
谷
中
の
一
隅
」
に
「
側
ぜ
め
」
に
し
て
損
を
し
た
、
「
今
の
正
造
ハ
治
水
上
巳
往
の
正
造
二
あ
ら
ず
し
て
、
治
水
を
云
ふ
も
の
な
り
」
（
⑱
五

二
九
）
と
い
う
自
負
心
も
生
染
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
自
信
が
、
治
水
の
こ
と
は
、
役
人
や
学
士
に
問
う
よ
り
も
ま
ず
「
沿
岸
の
老
農
故
老
に

問
」
（
④
二
六
）
へ
と
い
う
農
民
の
「
経
験
知
」
の
重
視
へ
、
さ
ら
に
は
ま
た
「
人
二
間
ふ
よ
り
ハ
水
二
間
ふ
の
便
法
な
る
に
し
か
ず
。
入
よ
く

人
を
欺
け
ど
も
流
水
竜
も
人
を
欺
か
ず
」
（
④
五
四
○
）
と
い
う
発
言
に
帰
結
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
正
造
の
水
の
思
想
の
結
晶
と
も
い
う
べ
き
文
章
に
、
二
○
世
紀
末
を
生
き
る
私
た
ち
も
、
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

又
日
ク
、
治
水
ハ
天
の
道
ち
な
り
。
我
壁
の
得
て
よ
く
す
る
処
に
あ
ら
ず
。
只
謹
ミ
謹
ゑ
て
他
を
害
さ
箕
ら
ん
と
す
る
の
染
。
流
水
の
妨

害
を
な
さ
壁
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
。
荷
く
も
流
水
を
汚
さ
壁
ら
ん
と
す
る
の
み
。
清
浄
一
一
流
さ
ん
と
す
る
の
承
。
村
藍
国
雀
郡
農
互
一
一
此

心
に
て
水
一
一
従
ハ
ｆ
、
水
ハ
喜
ん
で
海
一
一
行
く
の
承
。
我
蛍
ハ
只
山
を
愛
し
、
川
を
愛
す
る
の
み
。
況
ん
や
人
類
お
や
。
之
れ
治
水
の
大

心
に
て
水
一
一
従
ハ
ｆ
、

要
な
り
。
（
⑱
六
七
）

田
中
正
造
の
水
の
思
想
（
小
松
）

-122-


	一、田中正造の治水論
	二、治水論の歴史的位相
	三、治水行脚

