
アジ研ワールド・トレンド No.�5�（2008. 4）―��

エ
ミ
ッ
ク
の
視
点
か
ら
見
え
る
ト
イ
レ
の
問
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●
は
じ
め
に

　

今
年
二
〇
〇
八
年
は
「
国
連
・
国
際
衛
生
年
」

で
あ
る
。
国
際
衛
生
年
の
設
置
は
、
二
〇
〇
六
年

メ
キ
シ
コ
で
開
催
さ
れ
た
第
四
回
世
界
水
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
、
衛
生
問
題
の
立
ち
後
れ
を
懸
念
し
て
国

連
「
水
と
衛
生
に
関
す
る
諮
問
委
員
会
」
が
提
案

し
た
。
当
時
の
諮
問
委
員
会
の
議
長
は
故
・
橋
本

龍
太
郎
氏
、
そ
し
て
現
在
日
本
の
皇
太
子
が
同
委

員
会
の
名
誉
総
裁
に
就
任
し
て
い
る
。
国
際
衛
生

年
の
狙
い
は
、ト
イ
レ
の
普
及
率
を
高
め
、人
々
の

衛
生
行
動
の
向
上
を
推
進
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。

　

ト
イ
レ
や
排
泄
行
動
は
文
化
的
な
慣
習
や
タ

ブ
ー
が
絡
む
問
題
で
あ
る
。
開
発
援
助
を
実
施
す

る
際
に
、
対
象
地
域
の
社
会
や
文
化
を
理
解
す
る

こ
と
の
必
要
性
に
異
議
を
唱
え
る
関
係
者
は
も
は

や
少
な
い
だ
ろ
う
が
、
案
外
現
地
社
会
の
理
解
は

簡
単
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
文
化
人
類
学
で
用
い

ら
れ
る
エ
ミ
ッ
ク
、
エ
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う
概
念
を

通
じ
て
、
ト
イ
レ
の
問
題
を
内
側
か
ら
考
え
て
み

た
い
。

●「
ず
」と「
づ
」

　
「
ず
」
と
「
づ
」、
こ
の
二
つ
の
文
字
を
声
に
出

し
て
読
ん
で
み
て
欲
し
い
。
発
音
に
違
い
は
あ
る

だ
ろ
う
か
。
日
本
人
の
多
く
は
同
じ
よ
う
に
発
音

す
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
表
音
文
字
で
あ
る
は
ず
の

仮
名
に
な
ぜ
二
通
り
の
書
き
方
が
あ
る
の
か
。
理

由
は
至
極
単
純
で
、
二
つ
の
仮
名
の
発
音
は
元
々

異
な
っ
て
い
た
の
だ
。
発
音
記
号
で
書
け
ば「
ず
」

は"ʒu"

、「
づ
」
は"dʒu"

で
あ
っ
た
。「
ず
」
と

「
づ
」
の
違
い
が
書
き
言
葉
で
は
現
在
も
残
っ
て

い
る
の
は
ご
承
知
の
と
お
り
だ
。
ワ
ー
プ
ロ
で

「
ず
」
と
「
づ
」
を
打
ち
間
違
え
て
自
分
が
思
っ

て
い
た
漢
字
に
変
換
さ
れ
な
か
っ
た―

例
え
ば

「
き
ず
（
築
）
く
」
と
「
き
づ
（
気
付
）
く
」
な

ど―

と
い
う
経
験
が
あ
る
の
は
私
だ
け
で
は
な

い
と
思
う
。

　

室
町
時
代
頃
ま
で
は
、「
ず
」
と
「
づ
」（
そ
し

て
「
じ
」
と
「
ぢ
」）
は
違
う
音
と
し
て
認
識
さ
れ
、

発
音
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
五
〇
年
代
で
も
九
州
の

一
部
や
高
知
県
、
和
歌
山
県
、
三
重
県
、
山
梨
県

の
一
部
で
は
、「
あ
る
年
齢
以
上
の
人
び
と
は
」

「
ず
」
と
「
づ
」
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
発
音
し

て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
参
考
文
献
①
）。

し
か
し
今
日
、
我
々
の
多
く
は
「
ず
」
と
「
づ
」

を
区
別
せ
ず
に
発
音
す
る
ば
か
り
か
、"ʒu"
と

"dʒu"

を
違
う
発
音
で
話
さ
れ
て
も
、
そ
の
違
い

が
聞
き
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
音
声

学
的
に
み
れ
ば
（
発
音
記
号
の
違
い
が
示
す
よ
う

に
）
別
の
音
で
あ
っ
て
も
、
現
代
の
日
本
語
の
発

音
で
は
両
方
と
も
一
つ
の
「
引
き
出
し
」
に
整
理

さ
れ
て
し
ま
っ
て
同
じ
音
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ

と
に
よ
る
。
一
つ
の
「
引
き
出
し
」
に
入
れ
ら
れ

る
音
の
群
を
言
語
学
で
は
音
素(phonem

e) 

と

よ
び
、「
一
つ
の
文
化
に
お
け
る
言
語
体
系
の
な

か
で
識
別
の
可
能
な
音
声
の
単
位
」
と
定
義
さ
れ

て
い
る
。

　

身
近
な
例
を
も
う
一
つ
見
て
み
よ
う
。
英
語
で

Ｒ
と
Ｌ
は
全
く
別
の
音
（
音
素
）
だ
と
認
識
さ
れ
、

right

とlight

は
区
別
し
て
発
音
さ
れ
る
が
、

日
本
語
の
言
語
体
系
で
は
そ
の
区
別
が
な
く
Ｒ
／

Ｌ
は
一
つ
の
音
素
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
「
ラ
イ
ト
ゥ
」
と
し
か
聞
こ
え
ず
、
ま
た

そ
う
発
音
し
て
英
米
人
に
苦
笑
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
音
と
い
う
、
極
め
て
客
観
的
に
知
覚

で
き
る
と
思
わ
れ
が
ち
な
も
の
も
、「
整
理
す
る

た
め
の
引
き
出
し
」
が
分
か
れ
て
お
ら
ず
あ
る
程

度
の
訓
練
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
違
い
を
区
別
し
て

認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
学
生

だ
っ
た
私
が
言
語
人
類
学
の
授
業
で
こ
の
こ
と
を

学
ん
だ
と
き
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
で
少
な
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か
ら
ぬ
興
奮
を
覚
え
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

●
エ
ミ
ッ
ク
と
エ
テ
ィ
ッ
ク

　

個
々
の
言
語
に
お
い
て
機
能
的
に
区
別
さ
れ
て

い
る
音
の
単
位
を
抽
出
し
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に

音
声
を
意
識
し
、
知
覚
し
、
識
別
し
て
い
る
か
を

分
析
す
る
領
域
を
音
素
分
析
と
い
う
。
こ
れ
に
相

対
す
る
の
が
音
声
学
で
、
発
音
記
号
を
使
っ
て
実

際
に
発
音
さ
れ
た
音
を
可
能
な
限
り
客
観
的
に
記

録
し
分
析
し
て
ゆ
く
作
業
を
行
う
分
野
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
言
語
の
音
素
的
（phonem

ic

）

な
側
面
と
音
声
的
（phonetic

）
な
側
面
の
違

い
を
認
識
す
る
と
い
う
言
語
学
の
考
え
を
応
用
し

た
も
の
に
、
エ
ミ
ッ
ク
（
あ
る
い
は
イ
ー
ミ
ッ
ク
、

em
ic

）
と
エ
テ
ィ
ッ
ク
（etic
）
と
い
う
概
念
が

あ
る
。
こ
れ
は
世
界
各
地
で
先
住
民
の
言
語
を
調

査
し
た
言
語
学
者
パ
イ
ク
（K

. L. Pike
）
が
提

唱
し
た
概
念
で
、phonem

ic

、phonetic
か
ら

phon

と
い
う
接
頭
語
を
除
い
た
造
語
だ
。
パ
イ

ク
は
、
言
語
以
外
の
文
化
現
象
に
お
い
て
も
、
音

声
と
音
素
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
違
い
を
認
識
す
る

こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
ベ
ー
ス
と
し
、
世
界
各

地
の
地
域
社
会
の
研
究
を
行
う
文
化
人
類
学
で
は
、

こ
の
エ
テ
ィ
ッ
ク
と
エ
ミ
ッ
ク
が
重
要
な
分
析
概

念
と
な
っ
て
い
る
。
エ
ミ
ッ
ク
な
研
究
は
、
文
化

の
内
側
か
ら
、
す
な
わ
ち
文
化
の
構
成
員
の
視
点

か
ら
見
て
意
味
を
持
つ
概
念
や
世
界
観
を
理
解
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
一
方
、
エ
テ
ィ
ッ
ク
な

研
究
は
、
客
観
的
で
通
文
化
的
な
尺
度
を
用
い
て
、

文
化
を
外
側
か
ら
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
エ

テ
ィ
ッ
ク
な
尺
度
や
概
念
は
比
較
を
可
能
に
す
る
。

　

エ
ミ
ッ
ク
と
エ
テ
ィ
ッ
ク
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

は
各
種
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
（
参
考
文
献

②
）。
例
え
ば
、
エ
テ
ィ
ッ
ク
の
視
点
は
ど
こ
ま

で
客
観
的
に
な
り
得
る
の
か
、
客
観
的
・
科
学
的

と
い
っ
て
も
そ
れ
は
科
学
と
い
う
現
代
西
洋
文
化

の
視
点
か
ら
見
た
エ
ミ
ッ
ク
の
一
つ
で
は
な
い
か
、

な
ど
が
代
表
的
な
議
論
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
そ
う
し
た
議
論
の
詳
述
は
し
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
エ
ミ
ッ
ク
と
エ
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う

二
つ
の
フ
レ
ー
ム
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
分
析

を
行
う
こ
と
の
有
用
性
は
高
い
。
個
別
の
文
化
の

エ
ミ
ッ
ク
な
研
究
と
、
通
文
化
的
な
比
較
を
可
能

に
す
る
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
研
究
は
対
立
す
る
も
の
で

は
な
く
、
相
互
補
完
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
。

　

開
発
援
助
に
お
い
て
援
助
の
対
象
地
域
や
現
場

に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
内
側
か

ら
の
エ
ミ
ッ
ク
な
視
点
と
通
文
化
的
な
エ
テ
ィ
ッ

ク
の
視
点
を
相
互
補
完
的
に
用
い
る
こ
と
が
重
要

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
か
ね
て
か
ら
文
化
人
類

学
者
が
民
族
誌
な
ど
で
描
写
す
る
村
落
と
、
開
発

関
係
の
文
書
で
記
述
さ
れ
る
村
落
が
、
途
上
国
の

同
じ
地
域
を
扱
い
な
が
ら
奇
妙
な
ほ
ど
異
な
る
こ

と
を
感
じ
て
い
た
。
ま
る
で
魚
眼
レ
ン
ズ
で
撮
っ

た
写
真
と
航
空
写
真
と
の
違
い
の
よ
う
に
、
同
じ

風
景
を
撮
っ
た
は
ず
な
の
に
印
象
が
全
く
違
う
。

民
族
誌
の
全
て
が
エ
ミ
ッ
ク
な
研
究
で
は
な
い
が
、

民
族
誌
は
地
域
の
人
々
の
世
界
観
で
重
視
さ
れ
て

い
る
側
面
に
焦
点
を
あ
て
内
側
か
ら
記
述
さ
れ
る

傾
向
が
強
い
。
開
発
援
助
を
実
施
す
る
際
に
収
集

さ
れ
る
情
報
は
、
人
口
、
所
得
、
乳
幼
児
死
亡
率
、

給
水
率
な
ど
、
通
文
化
的
な
用
語
や
統
計
を
用
い

て
捉
え
ら
れ
る
も
の
が
主
と
な
っ
て
い
る
。

●�

ウ
ガ
ン
ダ
の
ギ
ス
民
族
に
お
け
る�

忌
避
関
係

　

さ
て
、
こ
こ
で
エ
ミ
ッ
ク
な
視
点
か
ら
見
え
て

く
る
「
忌
避
関
係
」
と
い
う
社
会
関
係
を
取
り
あ

げ
、
ウ
ガ
ン
ダ
の
ギ
ス
を
事
例
に
考
え
て
み
た
い
。

　

忌
避
関
係
と
は
、
特
定
の
関
係
に
あ
る
相
手
と

の
接
触
や
会
話
（
特
に
性
的
内
容
を
示
唆
す
る
も

の
）
が
、
社
会
慣
行
上
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
る
行

動
様
式
を
指
す
。
姻
族
の
隣
接
世
代
の
異
性
間
に

見
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
具
体
的
に
ど
の
相
手

が
忌
避
関
係
の
対
象
と
な
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

社
会
に
よ
っ
て
異
な
る
（
参
考
文
献
③
）。

　

忌
避
関
係
は
、
ア
フ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
大
洋
州

や
北
米
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
な
ど
多
く
の

文
化
で
見
ら
れ
、
文
化
人
類
学
の
研
究
対
象
と

な
っ
て
き
た
。
忌
避
関
係
の
存
在
理
由
の
説
明
と

し
て
、
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
と
い
う
人
類
学

者
は
、
姻
族
間
の
微
妙
な
利
害
関
係
に
お
い
て
秩

序
を
保
ち
葛
藤
状
況
を
回
避
す
る
た
め
だ
と
し
て

い
る
。
夫
と
義
母
、
妻
と
義
父
と
の
性
的
関
係
を

未
然
に
防
止
す
る
た
め
と
い
う
説
も
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ウ
ガ
ン
ダ
の
ギ
ス
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
ウ
ガ

ン
ダ
の
東
部
、
ケ
ニ
ア
と
の
国
境
に
ま
た
が
っ
て

標
高
四
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
エ
ル
ゴ
ン
山
が
そ
び

え
て
い
る
。
ギ
ス
民
族
は
、
こ
の
エ
ル
ゴ
ン
山
の

南
麓
か
ら
西
麓
の
一
帯
を
本
拠
地
と
す
る
バ
ン

ツ
ー
系
の
農
耕
民
で
あ
る
。
筆
者
は
、
エ
ル
ゴ
ン

山
の
南
側
の
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
帯
、
現
在
の
ブ
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ブ
ロ
県
（
旧
ム
バ
レ
県
ブ
ブ
ロ
郡
）、
ブ
ゴ
ベ
ロ

地
区
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
。

　

ギ
ス
の
社
会
に
も
忌
避
関
係
が
存
在
し
、
そ
の

関
係
を
示
す
ブ
マ
サ
ー
ラ
（B

um
asala

）
と
い

う
言
葉
が
存
在
す
る
。
忌
避
す
べ
き
相
手
は
姻
族

関
係
に
あ
る
隣
接
世
代
の
異
性
の
一
部
と
な
っ
て

い
る
。
例
え
ば
、図
１
の
中
央
の
女
性（
●
）が「
自

己
」
だ
と
す
る
と
、「
義
父
」
お
よ
び
「
婿
」
が

ブ
マ
サ
ー
ラ
の
関
係
に
あ
る
相
手
と
な
る
。
さ
ら

に
、「
義
父
の
男
兄
弟
」
や
「
婿
の
男
兄
弟
」
と
も
、

忌
避
関
係
が
生
じ
る
。
一
方
、
男
性
側
か
ら
見
れ

ば
、「
義
母
」
並
び
に
そ
の
姉
妹
、「
嫁
」
並
び
に

そ
の
姉
妹
、
が
ブ
マ
サ
ー
ラ
の
対
象
に
な
る
。

　

女
性
に
と
っ
て
義
父
の
男
兄
弟
、
婿
の
男
兄
弟
、

男
性
に
と
っ
て
義
母
の
姉
妹
、
嫁
の
姉
妹
ま
で
忌

避
関
係
の
対
象
と
な
る
の
は
、
ギ
ス
の
親
族
間
の

対
人
関
係
で
同
性
の
兄
弟
姉
妹
が
同
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
人
々
と
し
て
認
識
さ
れ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
例
え
ば
、父
親
の
兄
弟
（
父
方
オ
ヂ
）
を
「
お

父
さ
ん
」（Papa

）
と
呼
び
、
母
親
の
姉
妹
（
母

方
オ
バ
）
を
「
お
母
さ
ん
」（M

ai

）
と
呼
ぶ
ば

か
り
か
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
距
離
も
父
方
の
オ
バ

や
母
方
の
オ
ヂ
よ
り
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
ギ
ス
に
お
け
る
忌
避
関
係
と
は
ど
う
い

う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。"Fear friend"

と
表

現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
敬
意
と
畏
れ
の

両
方
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
特
定
の
交
わ
り
方
が
忌

避
さ
れ
る
。
そ
の
忌
避
さ
れ
る
代
表
的
な
行
動
と

し
て
、
握
手
を
含
む
一
切
の
身
体
接
触
に
加
え
、

隣
ど
う
し
に
座
っ
た
り
、
隣
ど
う
し
に
立
っ
た
り

す
る
こ
と
も
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。
ギ
ス
の
村

に
住
み
込
ん
で
い
た
私
が
日
本
の
家
族
の
写
真
を

ギ
ス
の
友
人
達
に
見
せ
る
と
、
私
の
兄
の
妻
と
、

私
の
父
と
が
隣
ど
う
し
に
写
っ
て
い
る
こ
と
に
、

目
を
丸
く
し
て
驚
か
れ
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
直
接
の
接
触
の
可
能
性
が
な
く
と
も
、

例
え
ば
ブ
マ
サ
ー
ラ
の
関
係
に
あ
る
相
手
が
座
っ

て
い
た
椅
子
に
座
る
こ
と
や
、
同
じ
器
か
ら
食
べ

る
こ
と
も
回
避
さ
れ
る
。
水
浴
び
や
ト
イ
レ
へ
行

く
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
る
、
さ
ら
に
は
同
じ
ト
イ
レ

を
使
う
こ
と
も
全
て
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
タ
ブ
ー
を
犯
す
と
「
ブ
マ
サ
ー
ラ
に

捕
ま
え
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
、
非
常
に
恥
ず
べ
き

行
為
で
あ
る
と
と
も
に
、
悪
運
に
見
舞
わ
れ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
忌
避
関
係
は
単
に
慣
行

上
の
ル
ー
ル
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
文
化
に
お
い

て
は
、
情
緒
的
反
応
を
伴
う
強
い
感
覚
を
喚
起
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
エ
ミ
ッ
ク
な

視
点
に
立
て
ば
、
見
逃
せ
な
い
事
象
な
の
で
あ
る
。

●
ブ
ゴ
ベ
ロ
の
ト
イ
レ
の
話

　

ブ
マ
サ
ー
ラ
の
関
係
に
あ
る
人
と
同
じ
ト
イ
レ

を
使
う
の
は
タ
ブ
ー
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
が
、

「
衛
生
改
善
」
の
観
点
か
ら
は
こ
れ
が
問
題
に
な

る
。
ギ
ス
の
土
地
相
続
制
度
で
は
、
土
地
は
父
親

の
生
前
に
父
親
本
人
が
分
配
す
る
。
別
途
土
地
を

購
入
す
る
以
外
は
、
父
親
と
息
子
達
の
土
地
は
必

然
的
に
隣
あ
わ
せ
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
家
も
隣

接
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
つ
ま
り
嫁
と
義
父

が
隣
ど
う
し
に
住
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ト
イ
レ
は

母
屋
か
ら
離
れ
た
敷
地
の
隅
に
つ
く
ら
れ
る
が
、

父
と
息
子
家
族
の
二
世
帯
が
ト
イ
レ
を
共
有
す
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
嫁
は
そ
の
ト
イ
レ
を

使
え
ず
、
日
常
的
に
別
の
隣
人
の
ト
イ
レ
を
借
り

る
か
、
野
外
排
泄
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

ブ
ゴ
ベ
ロ
の
ト
イ
レ
は
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ッ
ト
ン

式
の
ピ
ッ
ト
・
ラ
ト
リ
ン
が
主
流
で
あ
る
。
上
部

構
造
は
簡
易
な
土
壁
と
藁
葺
き
屋
根
で
つ
く
ら
れ

る
が
、
上
部
構
造
は
な
く
穴
だ
け
の
ト
イ
レ
も

時
々
見
ら
れ
る
。
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
ご
く
一

部
の
世
帯
で
は
、
ス
ラ
ブ
と
よ
ば
れ
る
コ
ン
ク

リ
ー
ト
式
の
板
敷
き
を
利
用
し
て
い
た
。

　

穴
が
い
っ
ぱ
い
に
な
れ
ば
上
部
構
造
を
取
り
壊

し
、
敷
地
内
の
ど
こ
か
別
な
場
所
に
穴
を
掘
っ
て

新
し
い
ト
イ
レ
を
つ
く
る
。
こ
の
地
域
で
は
地
層

に
岩
盤
が
通
っ
て
い
る
た
め
、
穴
を
深
く
掘
れ
な

い
場
所
が
多
く
、
比
較
的
頻
繁
に
ト
イ
レ
を
つ
く

り
か
え
る
必
要
が
あ
る
。
ト
イ
レ
を
持
つ
家
庭
の

七
割
以
上
が
、
現
在
の
ト
イ
レ
の
築
後
年
数
は
三

年
未
満
だ
と
言
っ
て
い
た
。
大
抵
の
場
合
、
使
っ

て
い
た
ト
イ
レ
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
か
ら
新
し

い
も
の
を
つ
く
り
始
め
る
た
め
、
そ
の
間
、
家
庭

に
は
ト
イ
レ
の
な
い
状
態
が
続
く
場
合
が
多
い
。

　

ト
イ
レ
の
建
設
は
、
穴
を
掘
る
の
も
上
部
構
造

を
建
て
る
の
も
、
ギ
ス
の
社
会
で
は
男
性
の
仕
事

と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
穴
を
掘
る
の
は
墓
穴
を
掘

る
の
と
同
様
、
男
性
し
か
携
わ
る
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
。
夫
が
な
か
な
か
新
し
い
ト
イ
レ
を
つ
く
っ

て
く
れ
な
い
と
、
家
庭
で
過
ご
す
時
間
の
長
い
女

性
達
が
こ
ぼ
す
の
を
私
は
度
々
聞
い
た
も
の
だ
。

●
開
発
課
題
と
し
て
の
ト
イ
レ
の
普
及

　

さ
て
、
国
際
開
発
援
助
に
お
い
て
衛
生
改
善
が

図１　ブマサーラの関係図
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重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
時

点
で
二
六
億
人
が
「
基
本
的
な
衛
生
施
設
」
す
な

わ
ち
ト
イ
レ
に
ア
ク
セ
ス
が
な
い
状
況
に
あ
る
と

推
定
さ
れ
、ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標(

Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ)

で
は
「
二
〇
一
五
年
ま
で
に
安
全
な
水
と
基
本
的

な
衛
生
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
な
い
人
口
の
割
合

を
半
減
す
る
」
こ
と
が
指
標
の
一
つ
に
掲
げ
ら
れ

た
。
そ
の
目
標
達
成
が
危
ぶ
ま
れ
て
設
定
さ
れ
た

の
が
冒
頭
の
国
際
衛
生
年
で
あ
る
。

　

衛
生
改
善
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
最
大
の
理
由
は
、

下
痢
症
な
ど
の
疾
病
削
減
に
対
す
る
効
果
が
高
い

こ
と
だ
。
下
痢
症
で
失
わ
れ
る
命
は
年
間

一
八
〇
万
人
と
推
定
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
多
く
は

幼
い
子
供
た
ち
の
命
で
あ
る
。
下
痢
症
は
未
だ
に

五
歳
未
満
児
の
主
要
死
亡
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
。
一
般
的
な
下
痢
症
を
は
じ
め
、
赤
痢
、
コ

レ
ラ
、
腸
チ
フ
ス
な
ど
は
糞
口
感
染
症
と
よ
ば
れ
、

便
の
中
の
病
原
菌
が
、
飲
み
水
や
食
物
、
手
や
ハ

エ
な
ど
を
通
じ
て
直
接
的
・
間
接
的
に
人
の
口
に

入
る
こ
と
で
感
染
す
る
。
こ
う
し
た
病
気
を
削
減

す
る
に
は
、
便
が
外
部
環
境
に
広
が
ら
な
い
よ
う

な
施
設
つ
ま
り
ト
イ
レ
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
利
用

す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
衛
生
改
善
の
推
進
は
、

こ
う
し
た
疫
学
的
な
知
識
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
。

　

衛
生
改
善
の
重
要
性
を
示
す
興
味
深
い
結
果
が

あ
る
。
一
八
四
〇
年
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る

B
ritish M

edical Journal

（
Ｂ
Ｍ
Ｊ
）
と
い
う
学

術
誌
が
昨
年
行
っ
た
読
者
対
象
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
で
、「
Ｂ
Ｍ
Ｊ
発
行
以
来
の
医
学
の
進
歩
で
人
々

の
健
康
増
進
に
最
も
貢
献
し
た
も
の
」
と
し
て
サ

ニ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
衛
生
改
善
）
が
選
ば
れ
た
の
だ
。

二
位
の
ワ
ク
チ
ン
、
三
位
の
ペ
ニ
シ
リ
ン
を
凌
ぐ

投
票
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　

ト
イ
レ
へ
の
ア
ク
セ
ス
率
が
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
指
標

と
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
援

助
機
関
や
途
上
国
の
政
府
で
は
、
こ
う
し
た
ト
イ

レ
の
ア
ク
セ
ス
率
の
低
さ
を
根
拠
に
、
支
援
対
象

地
域
を
決
定
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

　

衛
生
改
善
に
対
す
る
開
発
援
助
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
ハ
ー
ド
支
援
か
ら
ソ
フ
ト
支
援
へ
と
転
換
し

て
い
る
。
過
去
の
援
助
で
は
援
助
機
関
主
導
で
ト

イ
レ
の
建
設
や
建
設
材
の
配
布
な
ど
が
行
わ
れ
た

が
、
近
年
ト
イ
レ
の
建
設
は
学
校
や
公
共
施
設
に

限
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
最
近
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
参
加
型
活
動
や
啓
発

活
動
を
通
じ
て
住
民
の
知
識
と
意
識
を
高
め
、
住

民
自
身
の
ト
イ
レ
に
対
す
る
要
求
を
創
出
し
、
自

ら
ト
イ
レ
整
備
を
行
う
（
あ
る
い
は
野
外
排
泄
を

根
絶
す
る
）
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。
知
識
と
意

識
を
高
め
る
方
法
と
し
て
、
下
痢
症
の
感
染
経
路

の
教
育
と
い
う
常
套
手
段
に
加
え
、
人
々
の
尊
厳

の
向
上
や
女
性
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
訴
え

か
け
る
必
要
性
が
最
近
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
慣
習
や
タ
ブ
ー
を
理

解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ

の
実
績
は
ま
だ
極
め
て
少
な
い(

参
考
文
献
④
）。

●�

ト
イ
レ
と
文
化
の
問
題―
む
す
び
に
か
え
て

　

開
発
援
助
に
お
け
る
衛
生
推
進
で
、
参
加
型
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
歓

迎
さ
れ
る
べ
き
方
向
性
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、

例
え
ば
ギ
ス
に
お
け
る
ブ
マ
サ
ー
ラ
の
慣
習
と

い
っ
た
エ
ミ
ッ
ク
な
情
報
は
、
外
部
者
の
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
タ
ー
が
行
う
参
加
型
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

等
で
自
ず
と
露
呈
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

恥
の
感
覚
に
結
び
つ
い
て
言
及
す
る
の
が
憚
ら
れ

た
り
、
彼
ら
の
常
識
で
は
当
た
り
前
す
ぎ
て
問
題

視
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

排
泄
と
い
う
行
為
は
、
極
め
て
本
能
的
、
普
遍

的
な
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
排
泄
を
め
ぐ
る
行
動

や
ト
イ
レ
の
形
態
は
文
化
に
よ
っ
て
実
に
様
々
で

あ
る
。
特
に
ト
イ
レ
を
め
ぐ
る
文
化
的
な
慣
習
や

タ
ブ
ー
に
関
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
エ

テ
ィ
ッ
ク
な
デ
ー
タ
に
は
現
れ
な
い
エ
ミ
ッ
ク
な

世
界
が
存
在
す
る
こ
と
、冒
頭
の
「
ず
」
と
「
づ
」

の
例
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
外
部
者
が
普
通
で
は

気
付
か
な
い
「
整
理
す
る
た
め
の
引
き
出
し
」
が

あ
る
こ
と
を
強
く
認
識
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
は
出

発
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
す
ぎ
た　

え
り
／
東
洋
大
学
講
師
）
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