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第
四
話
　
中
国
の
下
水
道

～
武
漢
を
中
心
に
し
て
～

私
は
下
水
文
化
と
い
う
言
葉
に
接
し
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
す
。

人
々
は
毎
日
の
生
活
の
中
で
下
水
道
に
接
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ

ろ
が
文
化
の
面
か
ら
考
え
た
こ
と
が
な
い
。
文
化
と
し
て
考
え
た
ら
ど

ん
な
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
と
も
か
く
私
は
初
め
て
で
す
。
そ
こ

で
率
直
を
と
こ
ろ
、
私
は
こ
こ
で
お
話
す
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
躊
躇
し

ま
し
た
。
で
も
既
に
承
諾
し
て
い
た
の
で
、
決
心
し
て
来
た
わ
け
で
す
。

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お
話
し
よ
う
か
と
考
え
た
の
で
す
が
、
中
国
の
下

水
道
、
特
に
屎
尿
処
理
の
現
状
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

下
水
道
と
い
う
言
葉
の
解
釈

そ
の
前
に
下
水
道
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
感
想
を
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
稲
場
さ
ん
か
ら
中
国
に
於
け
る

「下
水
と
い
う
言
葉
』
の
意
味

を
尋
ね
ら
れ
て
、
初
め
て
こ
の
言
葉
の
意
味
を
自
分
な
り
に
考
え
ま
し

た
。
実
は
そ
れ
ま
で
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
。

ト
イ
レ
に
つ
い
て
の
言
葉
は
、
中
国
語
と
日
本
語
と
全
く
同
じ
意
味

孔
海
南

の
漢
字
が
あ
り
ま
す
。
ト
イ
レ
と
い
う
言
葉
は
、
も
ち
ろ
ん
外
来
語
で

す
が
、
も
と
も
と
日
本
語
で
は
漢
字
で

『厠
」
と
書
く
と
思
い
ま
す
。

こ
の
漢
字
は
中
国
で
は

『
ツ
」
と
読
み
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
中
国
で
は

ト
イ
レ
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
昔
か
ら
今
ま
で
ず

っ
と
使

っ
て
い
ま

す
。
こ
の
言
葉
は

『
肥
溜
め
場
」
の
こ
と
で
す
。
こ
の
漢
字
の
意
味
は

も
と
も
と

「側
』
で
す
。
こ
の
意
味
は
も
ち
ろ
ん

『人
の
則
」
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
人
偏
を
付
け
な
く
て
も
同
じ
意
味
で
す
。
厠
と
い
う
漢

字
の
意
味
は
、
こ
れ
に

「Ｆ
」
を
付
け
た
意
味
で
す
。
も
ち
ろ
ん
ト
イ

レ
の
意
味
で
す
。
建
築
用
語
に
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
「厨
』
つ
ま
り
台
所
、
「庫
」
つ
ま
り
倉
庫
、
「庁
」
つ

ま
り
環
境
庁
の
庁
。
昔
か
ら
こ
の
漢
字
で
ト
イ
レ
の
意
味
で
す
。
こ
の

漢
字
の
後
ろ
に
所
を
付
け
て
「厨
所
』
。
中
国
は
広
い
で
す
が
、
ど
こ
で

も
現
在
こ
の
言
葉
で
ト
イ
レ
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
他
、
「小
便
池
」
、

『大
便
池
』
も
ト
イ
レ
の
意
味
で
す
。
中
国
の
少
民
族
を
除
い
て
漢
民

族
、
回
民
族
、
満
民
族
、　
い
ろ
い
ろ
の
民
族
が
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
い



ま
す
。
ど
う
し
て
こ
う
い
う
言
葉
な
ん
で
し
ょ
う
。
私
は
孔
氏
の
家
族

で
す
が
、
孔
子
の
故
郷
山
東
省
、
あ
そ
こ
は
昔
の
様
子
を
そ
の
ま
ま
保

存
し
て
い
ま
す
。
あ
そ
こ
で
は
普
通
の
農
家
は
、
図
―

一
の
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
ト
イ
レ
の
位
置
は

一
番
端
で
す
。
中
心
部
に
対
し
て
側

反ヽ

厠

スヽ

で
す
。
現
代
も
同
じ
で
す
。

都
市
の
中
に
昔
か
ら
厠
と
い
う
言
葉
で
は
使
わ
な
い
、
日
本
語
は
同

じ
で
す
が
、
「便
所
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
の
意
味
、

便
所
の
便
で
す
が
、
実
は
方
便
所
、
例
え
ば
人
が
都
市
に
行
っ
て
屎
尿

を
し
た
い
時
、
不
便
で
す
ね
。
だ
か
ら
方
便
の
所
を
作
っ
た
。
屎
尿
を

し
た
い
時
、
不
便
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
便
で
す
。
今
は
こ
の
言
葉
は
変

わ
り
ま
し
た
。
「小
便
所
」、
「大
便
所
』。
こ
の
言
葉
は
北
京
で
は
多
く

見
掛
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
中
国
で
は
街
の
中
に
ト
イ
レ

が
少
な
い
で
す
が
。

私
は
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
ま
し
て
、
中
国
語
と
日
本
語
と
は
ト

イ
レ
に
つ
い
て
の
言
葉
は
全
く
同
じ
だ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

さ
て
、
下
水
道
で
す
ね
。
中
国
で
も
昔
か
ら
こ
の
言
葉
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
の
下
水
道
と
い
う
言
葉
と
は
少
し
意
味
が
違
い
ま
す
。

中
国
の
意
味
は
厳
密
に
下
水
管
路
の
意
味
で
す
。
日
本
語
で
は
汚
水
を

排
出
す
る
と
か
、
処
理
す
る
と
か
、
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
を
も
意
味
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
中
国
で
は
排
出
す
る
と
い
う
意
味
だ
け
で
、
処

理
す
る
と
い
う
意
味
は
含
み
ま
せ
ん
。
厳
密
に
下
水
管
路
を
さ
し
ま
す
。

意
味
は
ち
ょ
っ
と
違
う
で
し
ょ
う
。
私
は
日
本
語
の
下
水
道
と
い
う
言

葉
と
中
国
の
下
水
道
と
い
う
言
葉
と
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
こ

と
は
少
し
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
下
水
道
と
い
う
言
葉
を
中
国
の
辞
書
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。

↓下
水
」
と
い
う
言
葉
を
現
代
の
辞
書
で
探
す
と
、
三
の
意
味
が
あ
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第 4話 中国の下水道―一う9

り
ま
す
。　
一
つ
は
船
専
用
語
。
上
流
か
ら
下
流
に
運
転
す
る
と
い
う
意

味
。
こ
れ
は
船
の
専
用
語
。
二
つ
は
、
俗
語
。
こ
れ
に
は
二
っ
あ
っ
て
、

一
つ
日
は

「水
に
入
る
」。
二
っ
目
は

「豚
等
家
畜
の
内
蔵
』。
内
蔵
で

す
が
、
全
部
の
内
蔵
で
は
な
く
、
排
泄
効
能
の
あ
る
内
蔵
、　
つ
ま
り
腸
、

胃
。
私
は
こ
の
意
味
に
注
目
し
ま
し
た
。

さ
て

『道
」
で
す
。
道
と
い
う
漢
字
の
意
味
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

道
と
い
う
漢
字
に
は
大
別
し
て
二
種
類
あ
り
ま
す
。
先
ず
実
詞
と
言
わ

れ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
は
二
つ
ぁ
り
、　
一
つ
は
道
路
の
「道
し
、
二
つ
は

『話
す
い、
中
国
で
は

『言
う
』
の
漢
字
は
道
で
す
。
三
つ
は
日
本
の
北

海
道
の
道
と
同
じ
。
次
に
虚
詞
で
、
こ
の
場
合
の
道
の
意
味
は

一
つ
目

は
考
え
る
方
法
、
道
理
、
道
義
。
二
っ
目
は
宗
教
の
思
想
方
面
の
言
葉
。

以
上
が
道
に
つ
い
て
現
代
の
辞
書
の
中
で
探
し
た
意
味
で
す
。

私
は
辞
書
を
基
に
し
て
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
。
昔
か
ら
中
国
人
に

は
、
あ
る
定
ま
っ
た
思
想
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
図
―
二
を
見
て
下
さ

い
。　
一
番
上
は
、
神
様
の
住
ん
で
い
る
所
。　
一
番
下
は
、
悪
い
人
の
行

く
地
獄
。
真
ん
中
は
、
人
間
の
住
ん
で
い
る
所
。
中
国
人
は
昔
か
ら
上

と
下
の
区
別
に
特
別
に
注
意
し
て
、　
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
を
作
り
ま
し
た
。

例
え
ば
神
様
の
住
ん
で
い
る
所
は
別
に
し
て
人
間
の
住
ん
で
い
る
所
を

三
つ
に
区
分
し
ま
し
た
。
王
様
、
神
様
の
子
で
す
、
が
い
る
所
。
人
間
、

王
様
の
子
で
す
、
が
い
る
所
。
そ
し
て
自
然
万
物
が
あ
る
所
。
自
然
万

物
は
神
様
が
人
間
の
生
活
の
た
め
に
作

っ
た
も
の
で
す
。
人
間
の
住
む

所
の

一
番
上
が
王
様
、
万
物
が

一
番
下
。
人
間
は
自
然
万
物
よ
り
上
、

中
国
人
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
飲
み
水
、
汚
れ
た

水
。
自
然
か
ら
汲
み
上
げ
て
人
間
が
飲
む
、
だ
か
ら
水
は
上
に
な
り
ま

し
た
。
だ
か
ら
上
に
行
っ
た
水
、
上
水
。
使

っ
た
後
の
汚
れ
た
水
、
自
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然
に
戻
る
水
、
だ
か
ら
下

へ
行
く
の
で
下
水
。
昔
の
中
国
人
の
考
え
は

こ
う
で
す
。
下
水
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
作
ら

れ
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
下
水
道
と
い
う
言
葉
に
戻
り
ま
す
。
昔
の
中
国
人
は
下
水
の

排
出
の
た
め
に
造
っ
た
渠
、
溝
の
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
昔
か
ら
今
ま

で
同
じ
意
味
で
す
。
中
国
で
は
現
在
も
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

道
と
い
う
漢
字
、
道
路
、
同
じ
よ
う
な
組
立
て
の
言
葉
と
し
て
河
川

等
も
あ
る
。
道
路
の
道
と
路
、
河
川
の
河
と
川
は
同
じ
よ
う
に
思
え
ま

す
が
、
実
は
も
と
も
と
の
意
味
は
少
し
区
別
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
路

の
意
味
は
車
等
の
走
る
所
、　
い
わ
ゆ
る
路
面
、
道
は
雨
を
流
す
所
、　
い

わ
ば
排
水
溝
の
よ
う
な
部
分
。
道
路
は
、
も
と
も
と
そ
う
し
た
部
分
が

一
緒
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
道
と
路
は
違
う
。
河
と
川
の

区
別
も
あ
り
ま
す
。
似
て
い
る
が
意
味
が
違
う
所
が
あ
り
ま
す
。

下
水
道
と
言
う
言
葉
は
、
生
活
方
面
の
言
葉
で
す
。
建
築
方
面
の
言

葉
で
す
。
昔
、
日
本
が
中
国
の
漢
字
を
導
入
し
た
と
き
生
活
方
面
の
言

葉
も
導
入
し
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
今
は
、
下
水
道
と
い
う
言
葉
も

中
国
と
日
本
で
意
味
が
違

っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
日
本
に
入
っ
て
か
ら

変
化
し
ま
し
た
。
百
年
前
の
日
本
は
今
の
よ
う
に
処
理
等
せ
ず
下
水
を

排
出
す
る
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
当
時
の
日
本
の

下
水
道
と
い
う
言
葉
の
意
味
と
中
国
の
意
味
と
は
同
じ
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
下
水
道
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
私
の
感
想
の

一
つ
。
そ
れ
か
ら

道
と
い
う
言
葉
。
日
本
で
は
茶
道
、
華
道
、
剣
道
、　
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
意
味
は
虚
詞
で
す
。
中
国
人
は
、
昔
こ
の
よ
う
な
意
味

に
も
使
い
ま
し
た
。
例
え
ば
王
道
、
覇
道
、
人
道
。

私
は
、
日
本
の
下
水
道
の
道
は
、
昔
、
下
水
道
を
導
入
し
た
と
き
は

実
詞
の
道

（み
ち
）
だ
っ
た
け
れ
ど
、
し
だ
い
に
変
わ
っ
て
虚
詞
の
道

（ど
う
）
に
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
下
水
文
化
。
中
国
人
に
と
っ
て
は

こ
の
言
葉
は
初
め
て
聞
く
言
葉
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
下
水
文
化
と
い

う
言
葉
は
ま
さ
に
道

（ど
う
）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。

稲
場
さ
ん
か
ら
下
水
文
化
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
私
は
以
上
の
こ

と
を
考
え
ま
し
た
。

中
国
の
屎
尿
処
理

さ
て
、
話
は
か
わ
り
ま
す
が
、
中
国
の
屎
尿
処
理
に
つ
い
て
で
す
。

図
―
三
は
中
国
の
主
要
な
部
分
の
地
図
で
す
。
但
し
、
中
国
西
部
が
あ

り
ま
せ
ん
が
。
中
国
の
東
部
地
方
の
代
表
的
な
生
産
物
は
生
糸
と
淡
水

魚
で
す
。
中
部
と
南
部
は
米
と
豚
。
北
部
は
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
ン
、　
コ

ウ
リ
ャ
ン
と
豚
で
す
。
東
部
で
は
昔
、
ト
イ
レ
は
池
の
上
に
作
ら
れ
ま

し
た
。
図
―
四
の
通
り
で
す
。
屎
尿
が
魚
の
餌
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

魚
は
食
物
と
し
て
食
べ
ま
し
た
。
池
の
底
泥
は
嫌
気
性
発
酵
を
し
て
い

ま
す
。
年
末
に
池
を
干
し
ま
す
が
、
そ
の
時
底
泥
を
さ
ら
え
て
、
そ
の

底
泥
を
桑
の
基
礎
肥
料
に
使
う
の
で
す
。
そ
し
て
桑
の
葉
を
蚕
に
や
る
。

そ
し
て
蚕
の
糞
や
蛹
を
魚
の
餌
に
す
る
。
中
国
で
は
大
体
が
こ
の
よ
う

に
し
て
い
ま
し
た
。
屎
尿
は
処
理
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
魚
の
餌
に
し
て
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い
ま
し
た
。
池
の
水
質
は
汚
れ
て
い
ま
す
の
で
、
水
生
植
物
を
繁
殖
さ

せ
、
刈
り
取
っ
て
豚
の
餌
に
し
ま
し
た
。
飲
料
水
は
、
同
じ
池
の
水
を

使
わ
ず
、
別
に
特
別
の
池
が
あ
っ
て
、
そ
の
水
を
使
い
ま
し
た
。
昔
は

大
体
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
昔
、
池
は
私
有
の
も
の
で
し
た

が
、
四
十
年
程
前
私
有
を
禁
上
し
ま
し
た
。
現
代
は
、
図
―
五
の
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
屎
尿
は
資
源
と
し
て
個
人
の
も
の
で
す
。

私
有
の
池
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
昔
の
よ
う
に
す
れ
ば
屎
尿
も
個
人
の

物
で
は
な
く
な
る
ん
で
す
。
そ
こ
で
ト
イ
レ
の
下
に
煉
瓦
で
作
っ
た
貯

糞
池
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
自
分
の
も
の
で
す
。
そ
う
し
て
自
分

の
畑
で
肥
料
と
し
て
使
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
小
さ
い
池
や
自
分
で

作
っ
た
池
、
そ
れ
は
私
有
な
ん
で
す
。
そ
こ
で
自
分
の
池
に
は
昔
と
同

じ
よ
う
に
魚
の
餌
と
し
て
使
う
ん
で
す
。
大
体
三
十
年
位
前
か
ら
こ
ん

な
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
貯
糞
池
で
な
く
、
嫌
気
性
発
酵
池
も
あ
り

ま
す
。
規
模
は
二
か
ら
十
立
法
米
で
、
あ
ま
り
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
中
に
屎
尿
や
植
物
等
い
ろ
い
ろ
な
物
を
入
れ
、
嫌
気
性
発
酵
さ
せ

ま
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
で
す
。
嫌
気
性
ガ
ス
は
、
燈
明
や
燃
料
等

に
使
い
ま
す
。
チ
ャ
イ
ナ

・
バ
イ
オ

・
ガ
ス
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

取
出
し
口
か
ら
内
容
物
を
取
り
出
し
て
肥
料
や
魚
の
餌
に
使
う
。
中
国

で
は
こ
の
よ
う
な
技
術
を
大
変
熱
心
に
研
究
し
て
い
て
、
専
門
の
雑
誌

『中
国
沼
気

（チ
ャ
イ
ナ

・
バ
イ
オ
ガ
ス
）」
も
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

嫌
気
性
発
酵
池
を
沼
気
池
と
言
い
ま
す
が
、　
一
年
間
に
一
回
整
備
し
ま

す
。
今
、
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
施
設
が
七
万
基
以
上
あ
り
ま
す
。
大

iイ レ
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の東部地方の生糸と淡水魚の産地 (現在)

レンガ,

図-5 中国

体
二
十
二
年
前
か
ら
こ
の
よ
う
な
施
設
が
だ
ん
だ
ん
出
て
来
ま
し
た
。

中
国
で
は
大
き
な
屎
尿
処
理
研
究
所
が
あ
っ
て
、
研
究
者
が
四
百
人
以

上
研
究
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
、
こ
の
方
面
で
は
先
進
国
だ
と

思
い
ま
す
。

中
国
の
西
部
、
北
部
は
図
―
六
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
代
表
的
で
す
。

貯
糞
池
は
煉
瓦
で
は
な
く
、
素
堀
で
す
。
こ
こ
で
乾
燥
し
た
人
糞
と
馬

や
豚
等
の
糞
を
合
わ
せ
て
堆
肥
に
か
け
ま
す
が
、
こ
れ
は
保
温
材
の
役

割
も
果
た
す
ん
で
す
。
馬
の
糞
も
下
に
保
温
材
と
し
て
敷
き
ま
す
。
堆

肥
は
草
と
土
壌
を
何
層
に
も
重
ね
ま
す
が
保
温
の
た
め
で
す
。
大
変
寒

い
所
な
の
で
保
温
材
が
必
要
だ
し
、
太
陽
の
熱
も
利
用
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
表
面
も
太
陽
の
方
に
向
け
ま
す
。
大
体
秋
か
ら
肥

料
と
し
て
使
い
ま
す
。
そ
し
て
生
産
物
か
ら
出
る
い
わ
ゆ
る
層
や
廃
物

は
豚
の
餌
に
使
う
ん
で
す
。

中
部
と
南
部
地
方
は
、
米
と
綿
花
、
豚
の
産
地
。
図
―
七
は
こ
の
地

域
の
シ
ス
テ
ム
で
す
。
貯
糞
池
は
浸
透
性
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ン
ク

リ
ー
ト
製
で
す
。
そ
こ
か
ら
畑
の
側
の
大
き
い
貯
糞
池

へ
集
め
ま
す
。

こ
れ
は
浸
透
性
で
、
煉
瓦
造
り
で
す
。
含
水
率
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
程

度
。
普
通
発
酵
は
二
箇
月
位
で
す
。
そ
う
し
て
か
ら
肥
料
と
し
て
使
い

ま
す
。
中
国
の
煉
瓦
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。　
一
つ
は
色
が
赤
い
も
の
、

こ
れ
は
浸
透
性
が
悪
い
。
そ
り
か
ら
黒
い
煉
瓦
、
こ
れ
は
浸
透
材
と
し

て
使
い
ま
す
。
砂
の
成
分
が
多
い
。
生
産
物
か
ら
出
る
廃
物
は
豚
の
餌

で
す
ね
。
廃
物
と
言
う
言
葉
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。
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図-8 中国の都市のし尿処理方式の示意図

都
市
の
屎
尿
処
理
方
式
は
、
図
―
八
の
通
り
で
す
。
日
本
で
は
も
ち

ろ
ん
水
洗
ト
イ
レ
で
す
ね
。
中
国
の
昔
の
も
の
は
肥
料
化
。
現
在
の
中

国
で
は
下
水
道
と
肥
料
化
が
結
合
し
た
方
式
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
ビ

ル
に
は
日
本
と
ほ
ぼ
同
じ
水
洗
ト
イ
レ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
貯
糞

池
が
あ
る
所
が
違
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
越
流
堰
が
付
い
て
い
ま
す
。
貯

糞
池
で
水
と
固
形
物
に
分
離
し
、
液
体
だ
け
を
公
共
下
水
道
に
流
し
ま

す
。
固
形
物
は
運
送
車
で
畑
の
側
の
貯
糞
池
に
運
び
ま
す
。
こ
れ
か
ら

後
は
先
程
と
同
じ
で
す
。
水
洗
ト
イ
レ
は
衛
生
方
面
の
考
え
方
、
貯
糞

池
は
肥
料
化
、
要
す
る
に
こ
の
二
つ
が
結
合
し
て
い
る
の
で
す
。
公
共

下
水
道
に
入
っ
た
汚
水
は
、
ど
う
な
る
か
。
図
―
九
は
武
漢
市
の
様
子

を
示
し
て
い
ま
す
。
図
を
よ
く
見
て
下
さ
い
。
ト
イ
レ
の
水
は
公
共
下

水
道
に
入
り
、
下
水
処
理
場
で
処
理
し
て
か
ら
楊
子
江
に
放
流
さ
れ
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
と
大
体
同
じ
で
す
。
と
こ
ろ
が
別
の

方
法
も
あ
り
ま
す
。
下
水
処
理
場
で
な
い
所
に
放
流
す
る
も
の
。
そ
の

一
例
が
図
―
十
で
す
。
公
共
下
水
道
に
入
っ
た
汚
水
は
貯
水
池
に
溜
り
、

汚
水
濯
漑
を
や
り
ま
す
。
貯
水
池
か
ら
小
河
川
ま
で
大
体
二
日
間
、
そ

う
し
て
小
河
川
に
放
流
す
る
。
中
国
の
都
市
は
北
か
ら
南
ま
で
昔
全
部

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
こ
れ
は
主
な
方
法
で
す
。
武

漢
市
は
こ
の
方
法
で
大
体
五
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
を
処
理
し
て
い
ま

す
。
最
初
の
方
法
が
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
位
。
そ
の
ま
ま
放
流
し
て
い
る

の
は
三
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
。普
及
率
が
低
い
と
思
い
ま
す
。図
―
十

一
は
ト
イ
レ
で
す
。
中
央
は
嫌
気
性
発
酵
池
、
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
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レ
ｒ
■
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、
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】
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図-11 便所の一例

も
の
が
三
千
個
程
あ
り
ま
す
。

話
が
長
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
質
問
の
中
で
お
答
え
し

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

討
論

西
村
　
利
用
と
い
う
視
点
に
共
鳴
し
ま
し
た
。
自
然
の
道
理
に
か
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
沼
気
池
の
臭
気
の
問
題
は
ど
う
で

す
か
。
日
本
で
は
常
に
臭
気
問
題
で
悩
ま
さ
れ
る
の
で
す
。
中
国
で
は
、

今
後
も
従
来
と
同
じ
方
向
で
進
む
の
か
、
そ
の
辺
り
の
見
通
し
は
ど
う

な
ん
で
し
ょ
う
か
。

孔
　
臭
気
に
つ
い
て
は
高
い
排
気
用
煙
突
で
高
空
排
放
す
る
こ
と
、
そ

れ
か
ら
気
密
性
の
確
保
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
も
そ
ん
な
に
臭
気
は
間

題
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
ガ
ス
は
燃
料
に
し
ま
す
か
ら
ね
。
こ

の
施
設
は
、
日
合
の
方
に
多
い
の
で
す
が
、
値
段
も
高
く
な
い
し
、
燃

料
も
肥
料
も
得
ら
れ
る
の
で
農
民
に
大
変
人
気
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

谷
口
　
都
市
内
の
家
庭
の
ト
イ
レ
は
ど
う
い
う
形
式
の
も
の
が
多
い
の

で
し
よ
う
か
。

孔
　
先
程
説
明
し
た
水
洗
化
と
肥
料
化
を
兼
ね
た
施
設
で
す
ね
。
と
こ

ろ
で
公
共
下
水
道
は
、
雨
も
風
呂
水
も
台
所
の
排
水
も
入
り
ま
す
。
ェ

場
排
水
は
個
別
処
理
を
し
て
か
ら
放
流
し
ま
す
が
、
処
理
水
が
公
共
下

水
道
に
放
流
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
国
家
の
定
め
た

基
準
に
合
格
し
な
け
れ
ば
駄
目
な
ん
で
す
が
、
水
質
は
日
本
よ
り
複
雑

′■ 所 滉え力処理 炒 鷲
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だ
と
思
い
ま
す
。
重
金
属
の
問
題
が

一
番
頭
が
痛
い
で
す
。
規
制
は
日

本
よ
り
厳
し
い
の
で
す
が
、
や
や
も
す
れ
ば
建
前
に
流
れ
る
面
が
あ
り

ま
す
。
残
念
で
す
が
。

西
村
　
飲
み
水
は
ど
こ
か
ら
取
る
の
で
す
か
。

孔
　
上
水
道
の
水
源
は
、
武
漢
市
で
は
楊
子
江
と
漢
江
で
す
。
水
量
は

豊
富
で
、
自
浄
性
も
高
い
。
な
に
し
ろ
楊
子
江
は
年
平
均
流
量
が
毎
秒

約
二
万
三
千
立
法
メ
ー
ト
ル
で
す
か
ら
。
水
質
も
良
い
で
す
。
汚
れ
た

排
水
を
楊
子
江
に
放
流
し
て
も
、
問
題
に
な
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

中
村
　
下
水
道
事
業
を
推
進
す
る
仕
組
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

孔
　
中
国
で
は
国
の
も
の
、
地
方
の
も
の
と
い
う
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。

全
部
国
家
の
も
の
で
す
。
施
設
の
規
模
に
よ
っ
て
中
央
政
府
、
省
政
府
、

市
政
府
の
負
担
の
割
合
が
お
お
む
ね
決
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
三
万
ト

ン
以
下
は
武
漢
市
政
府
百
パ
ー
セ
ン
ト
負
担
、
三
万
ト
ン
か
ら
十
万
ト

ン
ま
で
は
中
央
政
府
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
十
万
ト
ン
以
上
の
下
水
処

理
場
は
現
在
上
海
と
天
津
で
建
設
中
で
す
が
、
動
い
て
い
る
も
の
は
有

り
ま
せ
ん
。

内
田
　
下
水
文
化
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
中
国
で
は
下
水
と
い
う
言
葉

と
文
化
と
い
う
言
葉
が
結
び
付
く
必
然
性
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

孔
　
下
水
文
化
と
い
う
言
葉
は
初
め
て
で
す
。
し
か
し
、
下
水
は
人
間

の
生
活
に
極
め
て
大
切
な
も
の
で
す
。
人
間
の
歴
史
そ
の
も
の
で
し
ょ

う
。
だ
か
ら
文
化
も
関
係
が
あ
る
。
私
は
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
し
た
ね
。

と
も
か
く
初
め
て
で
す
。

照
井
　
日
本
に
は

「三
尺
流
れ
れ
ば
水
清
し
」
と
い
う
諺
が
あ
り
ま
す
。

中
国
に
も
同
じ
よ
う
な
諺
が
あ
り
ま
す
か
。

そ
れ
か
ら
日
本
人
に
は
つ
い
最
近
ま
で
汚
い
物
を
流
し
て
は
い
け
な

い
と
い
う
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
汚
水
等
も
溜
め
て
流
さ
な

か
っ
た
ん
で
す
。
中
国
で
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
。

孔
　
あ
り
ま
す
。
『流
水
不
腐
』
。
水
流
る
れ
ば
腐
ら
ず
。
そ
れ
か
ら
中

国
で
も
そ
の
よ
う
な
意
識
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
同
じ
で
す
。
貯
糞

池
の
含
水
率
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
。
こ
ん
な
に
高
い
含
水
事
に
な
る
の

は
台
所
の
排
水
も
入
れ
る
た
め
で
す
。
み
ん
な
肥
料
に
使
う
の
で
す
。

だ
か
ら
以
前
の
日
本
と
同
じ
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
中
国
の
主
と
し
て
農
家
で
は
家
の
前
と
後
に
池
が
あ
り
ま

す
。
前
の
池
は
飲
用
で
泥
水
を
絶
対
入
れ
な
い
。
後
の
池
に
は
便
所
が

あ
り
、
魚
を
飼
い
、
底
泥
を
肥
料
に
使
う
の
で
す
ね
。
別
々
な
ん
で
す
。

栗
田
　
私
の
学
校
時
代
の
先
生
が
上
海
に
行
っ
た
と
き
、
大
便
を
入
れ

た
桶
を
運
河
で
洗
っ
て
い
る
の
を
見
て
驚
い
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

本
当
に
大
丈
夫
な
ん
で
す
か
ね
。

孔
　
上
海
は
古
い
都
市
で
、
人
口
密
度
も
異
常
に
高
い
。
部
屋
も
極
端

に
狭
い
の
で
有
名
で
、
ト
イ
レ
の
改
造
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
所
で
は
桶
に
屎
尿
を
し
ま
す
。
桶
に
は
も
ち
ろ
ん
蓋
が
付
い
て
い

ま
す
。
そ
の
桶
の
内
容
物
を
毎
朝
五
時
頃
、
馬
車
が
集
め
に
来
ま
す
。
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馬
車
に
は
溜
め
が
付
い
て
い
て
、
そ
の
溜
め
に
あ
け
る
わ
け
で
す
。
だ

か
ら
桶
は
馬
桶
と
呼
ば
れ
ま
す
。
都
市
の
中
の
古
い
地
区
で
は
今
で
も

こ
の
よ
う
に
し
て
屎
尿
を
集
め
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

地
区
で
は
家
の
中
に
ト
イ
レ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
桶
を
空
に
し
て
、
運
河

に
持
っ
て
行
き
、
洗
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
を
中
国
人
は

『下
河
』

と
言
っ
て
い
ま
す
。
別
に
汚
い
と
い
う
感
じ
は
な
い
で
す
ね
。

谷
回
　
上
水
道
が
出
来
る
前
で
す
が
、
川
や
池
か
ら
水
を
汲
ん
で
来
る

の
は
女
性
、
例
え
ば
奥
さ
ん
の
役
目
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
で
は
女
性
で
、
水
汲
み
が
重
労
働
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
実
に

大
切
に
使
い
ま
し
た
。
再
利
用
も
完
璧
だ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
水
道
が

出
来
て
、
無
駄
使
い
が
ひ
ど
く
な
り
ま
し
た
。
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

孔
　
昔
の
中
国
で
は
飲
料
水
は
河
川
や
湖
や
井
戸
か
ら
得
て
い
ま
し
た
。

運
搬
用
具
は
木
製
で
す
が
、
大
き
く
て
重
く
て
女
性
で
は
運
ぶ
の
が
無

理
で
す
。
竹
製
の
も
の
も
作
ら
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
女
性
に
は
無
理

で
す
ね
。
そ
れ
と
水
源
か
ら
少
し
離
れ
た
所
に
家
を
作
る
の
が
普
通
で

し
た
か
ら
、
運
搬
距
離
の
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
普
通
は
男
性

が
水
を
運
び
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
水
の
使
い
方
で
す
が
、
地
域
に
よ
っ
て
大
変
な
差
が
あ
り

ま
す
。
武
漢
市
は
水
が
豊
富
で
す
か
ら
無
駄
に
使
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
で
も
北
京
市
や
天
津
市
で
は
水
が
乏
し
い
の
で
習
慣
も
違
い
ま
す
。

例
え
ば
数
年
前
北
京
の
近
く
の
石
家
庄
市
に
出
張
し
ま
し
た
。
こ
こ
は

水
が
極
端
に
乏
し
く
、
ホ
テ
ル
で
は

一
日
に
洗
面
器

一
杯
し
か
与
え
ら

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
顔
、
手
足
を
洗
い
、
そ
の
上
使
っ
た
後
の
水
は
半

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
樹
木
に
か
け
て
や
る
の
が
規
則
で
す
。

武
漢
市
は
、
「千
湖
の
国
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
孔
子
の
故
郷
の
ま

わ
り
に
は
水
が
少
な
い
で
す
ね
。
風
呂
は

一
年
二
回
だ
け
で
す
。
だ
か

ら
祭
日
に
風
呂
を
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
所
に
は
『水
貴
如
油
』、　
つ
ま

り

『水
は
油
の
よ
う
に
貴
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
中
国
で
は

油
は
昔
か
ら
ず
っ
と
貴
い
と
さ
れ
た
の
で
す
が
、
水
が
乏
し
い
地
域
で

は
油
の
よ
う
だ
と
言
う
の
で
す
。
中
国
の
有
名
な
映
画

『老
井
』
は
、

何
代
に
も
亘
っ
て
井
戸
を
造
り
続
け
る
物
語
で
す
が
、
ま
さ
に
快
水
都

市
と
言
え
る
都
市
が
あ
る
ん
で
す
。
下
水
処
理
水
の
再
利
用
も
中
国
に

と
っ
て
重
要
な
研
究
課
題
で
す
。

尾
崎
　
下
水
汚
泥
の
農
業
利
用
の
状
況
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

孔
　
武
漢
市
の
下
水
処
理
方
式
は
活
性
汚
泥
法
で
、
大
量
の
汚
泥
が
発

生
し
ま
す
。
天
日
乾
燥
に
頼
っ
て
い
ま
す
が
、
特
に
梅
雨
の
二
箇
月
は

乾
燥
し
な
い
う
え
発
酵
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
悪
臭
で
す
。

汚
泥
は
基
礎
肥
料
で
、
春
先
に
使
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
の
後
は
汚
泥
が

処
理
場
の
中
に
山
の
よ
う
に
た
ま
り
ま
す
。
政
府
は
汚
泥
を
農
地
の
近

く
ま
で
運
び
、
便
宜
を
図
っ
て
い
ま
す
が
、
解
決
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
対
策
を
目
下
研
究
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

農
民
は
人
糞
は
肥
料
と
し
て
歓
迎
な
ん
で
す
。
自
費
で
運
搬
し
て
も

使
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
汚
泥
は
工
場
廃
水
の
心
配
も
あ
っ
て
あ
ま
り
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第 4話  中国の下水道-71
喜
ば
な
い
の
で
す
。
政
府
が
運
搬
費
を
払
っ
て
も
喜
ば
な
い
で
す
ね
。

稲
場
　
孔
さ
ん
は
、
孔
子
の
子
孫
と
聞
い
て
い
ま
す
。
何
代
目
に
当
た

ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
か
ら
孔
子
の
子
孫
の
方
々
の
ご
様
子
に

つ
い
て
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
。

孔
　
孔
の
七
十
四
代
目
の
子
孫
に
当
た
り
ま
す
。
中
国
で
は
孔
子
の
家

族
は
お
よ
そ
二
万
人
。
そ
の
う
ち
五
千
人
あ
ま
り
が
山
東
省
曲
阜
県
の

孔
子
廟
に
住
ん
で
い
ま
す
。
孔
子
の
直
系
の
方
、
長
男
の
系
列
で
す
が
、

は
七
十
七
代
日
、
名
前
は
孔
徳
成
。
台
湾
の
台
北
大
学
で
論
語
を
教
え

て
お
ら
れ
ま
す
。
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