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甜あ
ま

い
水

日
本
に
は
﹁
旨
い
水
﹂、
中
国
で
い
う
と

こ
ろ
の
﹁
甜

あ
ま

い
水
﹂
と
い
う
発
想
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
考
え
て
み
る
と
大
変
贅

沢
な
話
で
す
ね
。
私
た
ち
は
、
水
が
豊
か

な
だ
け
で
は
な
く
、
旨
い
水
が
飲
め
る
民

族
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

水
の
利
用
の
第
一
は
、
な
ん
と
い
っ
て

も
﹁
飲
む
﹂
こ
と
で
す
。

﹁
仏
様
︵
神
様
︶
の
水
は
ど
の
井
戸
か
ら
汲

み
ま
す
か
？
﹂
と
聞
く
と
、
村
で
一
番
古

い
井
戸
が
ど
こ
か
が
わ
か
り
ま
す
。
一
番

神
聖
な
水
は
神
様
や
仏
様
に
捧
げ
る
水
で
、

村
の
本
来
の
泉
、
つ
ま
り
村
の
発
祥
の
と

き
に
中
心
と
な
っ
た
泉
か
ら
汲
む
こ
と
が

多
い
。
そ
れ
で
わ
か
る
ん
で
す
。

日
本
語
で
水
の
出
る
所
を
指
す
言
葉
に

は
二
つ
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
由
来
は
不
明

で
す
が
、
一
つ
は
﹁
ヰ
﹂
、
音
で
言
う
と

﹁
ウ
イ
﹂
で
す
。
宇
井
さ
ん
と
い
う
名
字
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
な
ん
か
は
本
来
、
井

戸
さ
ん
と
い
う
意
味
な
ん
で
し
ょ
う
。
ヰ

ケ
と
い
う
と
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
表
し
、

ヰ
ケ
ル
と
い
う
動
詞
に
も
変
化
し
ま
す
。

古
い
ワ
、
ヰ
、
ヱ
、
ヲ
で
、
Ｗ
音
が
入
っ

て
い
る
の
は
今
は
﹁
ワ
﹂
し
か
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
は
﹁
カ
ー
﹂
で
す
。
こ
れ
は

勝
手
な
解
釈
な
ん
で
す
が
、
湧
き
出
て
留

ま
っ
て
い
る
の
が
ヰ
で
、
カ
ー
と
い
っ
た

ら
、
湧
き
出
て
か
ら
こ
ち
ょ
こ
ち
ょ
流
れ

て
い
る
水
を
指
す
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
ね
。

大
き
な
井
戸
を
掘
っ
た
り
水
汲
み
を
し

た
り
し
た
の
は
、
戸
数
が
大
き
く
な
っ
て

湧
き
水
だ
け
で
は
足
り
な
く
な
っ
た
か
ら
。

そ
の
井
戸
も
明
治
に
入
る
以
前
は
浅
井
戸

で
す
。

江
戸
時
代
の
大
阪
で
は
、
間
違
い
な
く

川
の
水
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
大
阪
で
は

井
戸
を
掘
っ
て
も
良
い
水
が
出
ず
、
か
え

っ
て
川
の
水
の
ほ
う
が
お
い
し
か
っ
た
よ

う
で
す
。

中
国
の
北
京
も
同
様
で
、
北
京
の
井
戸

の
水
は
﹁
辛
い
水
﹂
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

辛
い
水
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
の
で
し

ょ
う
か
ね
。
想
像
で
す
が
、
硬
度
が
高
い

水
を
そ
う
呼
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

軟
水
の
ほ
う
が
柔
ら
か
く
感
じ
ら
れ
ま
す

か
ら
。
﹁
う
た
た
水
﹂
と
い
う
言
い
方
で
、

柔
ら
か
く
な
っ
た
水
を
呼
ぶ
地
方
も
あ
り

ま
す
。

し
か
し
旨
い
の
は
圧
倒
的
に
湧
き
水
。

こ
れ
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
旨
い
。
筑

波
山
の
辺
り
に
も
、
琵
琶
湖
周
辺
も
、
全

国
に
湧
き
水
が
多
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
も
、

中
国
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

昨
年
、
中
国
の
太
湖

た
い
こ

の
ほ
と
り
の
無
錫

む
し
ゃ
く

︵
江
蘇
省
︶
に
行
っ
た
ん
で
す
が
、
や
は
り

市
民
は
湧
き
水
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
市

は
水
道
を
使
え
と
言
う
ん
で
す
が
。

太
湖
の
こ
の
湧
き
水
も
や
が
て
埋
め
ら

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
政
府
は
、
住
民
た
ち

の
生
活
は
見
た
目
に
汚
い
の
で
高
層
住
宅

を
つ
く
っ
て
移
住
さ
せ
、
村
を
な
く
し
て

し
ま
う
と
い
う
計
画
を
立
て
て
い
ま
す
。

１
０
０
も
２
０
０
も
あ
る
家
屋
を
全
部
壊

し
て
平
ら
に
し
て
、
西
洋
近
代
的
な
芝
生

に
す
る
と
い
う
ん
で
す
。
う
ま
い
お
茶
が

淹
れ
ら
れ
る
湧
き
水
を
埋
め
て
し
ま
う
と

い
う
ん
で
す
。
残
念
で
す
ね
。

そ
こ
で
は
夕
方
に
な
る
と
、
み
ん
な
集

ま
っ
て
お
喋
り
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
高

層
住
宅
に
移
さ
れ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
習
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普段、何気なく接している水。

豊かなで安全な水に恵まれている今の日本では、
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「水にかかわる生活意識調査」で浮き彫りになった
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鳥越皓之さんに民俗学の視点から読み解いていただいた。

水とのかかわりが、

私たちの精神の礎となっていると気づくことで、

新たな価値観の創造につながるかもしれない。
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慣
も
な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
か

つ
て
の
日
本
で
も
行
な
わ
れ
て
き
た
﹁
近

代
化
﹂
で
す
が
、
住
民
は
政
府
に
は
反
対

も
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。

洗
濯
の
水

飲
む
水
の
次
に
﹁
洗
う
﹂
水
が
あ
り
ま

す
。
面
白
い
の
は
洗
濯
な
ん
で
す
ね
。
日

本
の
洗
濯
の
仕
方
は
、
何
度
か
変
遷
を
経

て
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
女
性
が
行
な
う

も
の
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

川
で
踏
み
洗
い
し
て
い
る
の
が
、
記
録

に
残
っ
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
ス
タ
イ
ル

で
す
。
な
ぜ
足
で
踏
ん
だ
か
と
い
う
と
、

そ
の
こ
ろ
の
衣
服
は
、
苧

か
ら
む
しな

ど
の
固
い
繊

維
で
で
き
て
い
た
か
ら
で
す
。

こ
れ
は
有
名
な
話
で
す
が
、
久
米
仙
人

の
伝
承
に
洗
濯
の
仕
方
が
垣
間
見
ら
れ
る

話
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
伝
承
も
江
戸
期

に
な
る
と
川
柳
に
詠
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
、毛

が
少
し

見
え
た
で

雲
を
踏
み
外
し

末
摘
花

す
え
つ
む
は
な

な
ど
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。

久
米
仙
人

葛
城
山
の
麓
で
生
ま
れ
、
吉
野
の
竜
門
ケ
岳
（
り
ゅ

う
も
ん
が
た
け
）
で
修
行
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
空

を
飛
ん
で
い
る
と
、
吉
野
川
で
洗
濯
を
す
る
若
い
女

性
の
白
い
脛
が
見
え
た
。
そ
れ
に
目
が
く
ら
ん
で
神

通
力
を
な
く
し
て
墜
落
し
、
俗
人
に
戻
り
橿
原
市
の

久
米
寺
を
建
て
た
、
と
い
う
伝
説
が
『
今
昔
物
語
集
』

巻
十
二
本
朝
仏
法
部
に
残
っ
て
い
る
。

着
物
の
裾
を
は
し
ょ
り
上
げ
て
、
脛
を

剥
き
出
し
に
し
て
踏
み
な
が
ら
洗
う
、
と

い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
男
性
に
と
っ
て
大
変

刺
激
的
だ
っ
た
と
い
う
話
で
す
。

韓
国
は
今
で
も
砧

き
ぬ
た

で
打
っ
て
洗
い
ま
す

ね
。
日
本
で
は
、
砧
が
洗
濯
の
と
き
に
本

当
に
使
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
は
っ
き

り
し
な
い
ん
で
す
よ
。

芭
蕉
は
﹃
野
ざ
ら
し
紀
行
七
﹄
の
中
で
、

砧
打
て
　
我
に
聞
か
せ
よ
や
　
坊
が
妻

松
尾
芭
蕉

と
詠
っ
て
い
ま
す
が
、
砧
は
繊
維
を
光
ら

せ
る
効
果
も
持
っ
て
い
る
ん
で
、
洗
濯
だ

っ
た
か
ど
う
か
は
明
確
に
は
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
木
綿
が

普
及
し
て
踏
み
洗
い
か
ら
手
洗
い
に
移
行

し
、
も
っ
と
最
近
に
な
れ
ば
た
ら
い
を
使

い
、
洗
濯
板
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
私
た

ち
が
経
験
し
た
風
景
の
記
憶
に
も
つ
な
が

っ
て
い
く
。
そ
の
後
、
洗
濯
機
へ
と
変
わ

っ
て
い
く
の
が
、
洗
濯
の
流
れ
で
す
。

用
水
を
す
ぐ
に

排
水
に
さ
せ
な
い
シ
ス
テ
ム

も
の
を
洗
う
に
も
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
、

汚
い
も
の
、
た
と
え
ば
赤
ん
坊
の
お
し
め

な
ん
か
を
洗
う
と
き
に
は
、
下
流
の
人
に

迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
な
場
所
で
洗
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
洗
っ
た
後
の
最
後
の

排
水
は
田
ん
ぼ
に
流
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
用
水
を
す
ぐ
に
排
水
に
さ
せ

な
い
シ
ス
テ
ム
な
ん
で
す
。
無
駄
に
捨
て

ず
に
、
繰
り
返
し
使
う
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
水
を
用
水
ー
用
水
ー
用
水

ー
用
水
ー
と
し
つ
こ
く
使
っ
て
い
っ
て
、

最
後
の
最
後
に
排
水
に
し
て
き
ま
し
た
。

水
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
伝
統
を
築
い
て

き
た
ん
で
す
。

住
む
の
に
適
さ
ず
、
畑
も
つ
く
れ
な
い

土
地
、
悪
水
が
滞
る
土
地
と
い
う
の
は
、

利
用
価
値
の
な
い
﹁
ダ
メ
な
空
間
﹂
と
い

う
こ
と
で
す
。
伝
統
的
な
用
水
の
シ
ス
テ

ム
は
、
逆
に
考
え
て
み
れ
ば
﹁
ダ
メ
な
空

間
﹂
を
つ
く
ら
な
い
知
恵
で
も
あ
っ
た
。

用
水
化
す
る
こ
と
で
、
う
ま
く
下
流
ま
で

持
っ
て
い
っ
て
排
水
に
す
る
と
い
う
の
は
、

用
水
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
同
時
に
排
水
シ

ス
テ
ム
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

水
道
が
で
き
て
、
手
を
洗
っ
た
だ
け
で

排
水
に
な
っ
て
し
ま
う
今
の
﹁
用
水
ー
排

水
﹂
シ
ス
テ
ム
に
は
、
用
水
ー
用
水
ー
用

水
ー
用
水
ー
と
し
つ
こ
く
使
っ
て
か
ら
排

水
に
し
て
い
た
緊
張
感
は
失
わ
れ
て
い
ま

す
。

溜
め
る
水
の
文
化
か
ら

流
す
水
の
文
化
へ

実
は
溜
め
る
水
は
大
変
大
切
で
、
流
す

水
よ
り
ず
っ
と
重
要
で
す
。
い
か
に
流
さ

な
い
で
溜
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
ず
っ

と
課
題
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
水
は
大
切
で

あ
る
と
同
時
に
半
分
魔
物
で
す
か
ら
、
洪

水
の
恐
れ
の
あ
る
水
辺
近
く
で
は
な
く
、

ち
ょ
っ
と
離
れ
た
高
い
所
に
住
み
家
を
つ

く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
水
辺

か
ら
住
む
所
ま
で
水
を
汲
ん
で
き
て
溜
め

て
お
く
必
要
が
生
じ
た
の
で
す
。

水
汲
み
も
、
な
ぜ
か
は
わ
か
ら
な
い
の

で
す
が
女
性
の
仕
事
で
す
。
場
合
に
よ
っ

て
は
、
子
供
も
水
汲
み
を
し
て
い
ま
し
た
。

沖
縄
の
玉
造
村
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
、

水
辺
と
村
を
つ
な
ぐ
石
の
階
段
が
、
角
が

丸
く
な
っ
て
い
て
、
そ
の
労
働
の
過
酷
さ

に
驚
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
汲
ん
で
こ
ら
れ
た
水
は
大
変

貴
重
な
も
の
で
す
か
ら
、
必
ず
溜
め
て
使

い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
地
域
に
よ
っ
て
は

例
外
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
顔
を
洗
う

に
も
野
菜
を
洗
う
に
も
、
溜
め
水
で
洗
う

と
い
う
の
が
基
本
。
で
す
か
ら
、
流
し
な

が
ら
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
だ
っ
た
ん
で
す
。
開
発
途
上
国
で
は
、

今
で
も
溜
め
る
水
を
使
っ
て
い
ま
す
。

溜
め
る
水
を
使
っ
て
い
る
分
に
は
、
排

水
シ
ス
テ
ム
は
さ
ほ
ど
必
要
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
使
用
す
る
水
量
が
少
な
い
か
ら
で

す
。
使
っ
た
後
に
植
木
に
や
る
と
か
庭
に

撒
く
と
か
す
れ
ば
、
地
下
浸
透
も
可
能
で

す
。ま

た
小
さ
な
川
を
村
の
中
ま
で
引
い
て

き
て
、
せ
き
止
め
て
溜
め
、
火
災
に
備
え

ま
し
た
。
防
火
用
水
と
は
い
え
、
水
が
溜

ま
っ
て
い
れ
ば
子
供
た
ち
の
遊
び
場
に
な

る
し
、
野
菜
や
果
物
を
浮
か
べ
て
冷
や
し

た
り
、
小
魚
が
泳
げ
ば
お
か
ず
捕
り
も
し

ま
し
た
。
水
が
生
活
に
近
く
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

例
外
的
に
水
が
豊
富
な
地
域
で
は
、
ト

イ
レ
は
川
の
上
に
板
を
渡
し
て
用
を
足
し

て
い
た
。
つ
ま
り
川
屋
で
す
ね
。
ト
イ
レ

の
こ
と
を
カ
ワ
ヤ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
は
、
不
思
議
な
こ
と
で
す
ね
。
カ
ワ

ヤ
は
普
及
し
て
い
な
い
、
珍
し
い
事
例
だ

っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。

私
は
農
村
で
カ
ワ
ヤ
を
見
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
よ
り
下
流
の
人
た
ち
の

生
活
を
考
え
た
ら
、
上
流
で
屎
尿
を
流
す

な
ん
て
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
よ
。
で
も
、
庶

民
を
人
間
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
京

の
貴
族
階
級
が
、
も
し
か
す
る
と
や
っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
が
近
代
化
の
過
程
で
水
道
を
導
入

し
た
と
き
に
、
緊
急
に
排
水
シ
ス
テ
ム
が

必
要
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
使
っ

た
水
が
す
ぐ
に
排
水
に
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
、
と
て
も
不
器
用
な
排
水
シ
ス
テ
ム

に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

排
水
シ
ス
テ
ム
は
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
、

覆
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い
男
（
女
）　
4.9%

水
に
流
す
　

4.3%

古
池
や
蛙
飛
び
込
む

水
の
音
　

3.0%

山
紫

水
明
　

2.8%

水
辺
　

2.4%

我
田
引
水
　
　

2.1%

水
流
　

2.1%

水
車
　

2.1%

魚
心
あ
れ
ば
水
心
　

1.7%

水
源
　

1.7%

清
水
　
　

1.7%

水を含む好きな言葉
95年単年データ

「覆水盆に返らず」をすぐに思い出すとい
うのは興味深い。「水を得た魚」とか良い
意味が来ると思ったが。実際には、「水に
流す」「我田引水」「魚心あれば水心」と
いった、どちらかというとネガティブに
使われる言葉が登場している。
「我田引水」現在の生活ではほとんど使わ
れないが、言葉として刻み込まれている。
http://www.mizu.gr.jp/kekka/1995/k
ekka95_17.html
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替
え
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
私
た
ち
は
工

夫
と
文
化
が
な
い
水
シ
ス
テ
ム
に
甘
ん
じ

て
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
絶
対
に
揺
り
戻
し

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
世
界
中
を
水

道
水
に
し
た
ら
、
統
計
的
に
は
淡
水
が
な

く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る

ん
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
安
易
に
水
道
化

を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ど
う
し

て
な
の
か
。
そ
れ
は
、
水
道
水
が
常
に
肯

定
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
プ
ラ
ス
の

価
値
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

グ
ア
テ
マ
ラ
に
も
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
水

道
を
引
き
ま
し
た
。
水
道
を
引
く
と
い
う

こ
と
は
、
排
水
の
シ
ス
テ
ム
と
セ
ッ
ト
で

考
え
な
け
れ
ば
衛
生
的
に
問
題
が
出
る
か

も
し
れ
な
い
し
、
溜
め
る
水
の
伝
統
も
失

わ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
湖
に
行
っ
て
自

由
に
水
を
汲
ん
で
い
た
の
に
、
水
道
水
し

か
使
え
な
く
な
っ
た
。
で
も
水
道
水
は
、

ポ
ン
プ
を
使
っ
て
汲
み
上
げ
る
か
ら
料
金

が
高
く
て
お
金
持
ち
し
か
使
え
ま
せ
ん
。

し
か
も
排
水
は
村
に
垂
れ
流
さ
れ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
反
対
運
動
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。

も
ち
ろ
ん
水
汲
み
は
過
酷
な
労
働
で
す

か
ら
、
女
性
や
子
供
を
そ
こ
か
ら
解
放
す

る
と
い
う
意
義
は
大
き
い
。
で
も
、
今
の

ま
ま
の
や
り
方
は
、
正
し
い
と
は
言
え
ま

せ
ん
。

民
俗
学
の
見
地

日
本
人
の
自
然
観
に
は
、
礼
節
を
重
ん

じ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
。
自
然
保
護
と

い
っ
て
も
、
単
に
自
然
を
守
ろ
う
と
い
う

考
え
方
で
は
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
西
洋

の
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。
だ

か
ら
［
山
に
紅
葉
や
桜
を
植
え
る
と
い
う

の
は
良
い
こ
と
］
で
あ
っ
て
、
自
然
に
対

し
て
ロ
ー
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
発
想
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。﹁
自
然
保
護

か
自
然
破
壊
か
﹂
と
い
う
考
え
と
、
別
の

軸
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
感
覚
が
、
私
た
ち
日
本
人
に

独
特
の
水
文
化
を
育
み
ま
し
た
。

民
俗
学
は
単
に
﹁
古
い
﹂
も
の
を
扱
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
普
通
に
思
っ
て

い
る
世
界
、
あ
り
ふ
れ
た
世
界
、﹁
日
本
人

は
流
れ
て
い
る
水
を
見
る
と
な
ぜ
手
を
洗

い
た
く
な
る
の
か
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
こ

と
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
水
に
関
し
て
考
え
た
場
合
、
農

山
漁
村
の
﹁
水
﹂
が
近
代
化
の
中
で
変
貌

し
て
き
た
こ
と
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

近
代
化
す
る
に
つ
れ
、
生
活
が
も
の
す

ご
く
変
貌
を
遂
げ
て
き
て
い
る
。
洗
濯
な

ど
は
典
型
的
で
す
。
こ
れ
は
一
体
な
ん
な

ん
だ
ろ
う
か
、
ど
う
い
う
方
向
に
い
こ
う

と
し
て
い
る
の
か
、
と
問
う
て
い
く
の
が

民
俗
学
な
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
と
も
す
る
と
都
市
対
農
山

漁
村
と
い
う
対
比
に
な
り
、
民
俗
イ
コ
ー

ル
農
山
漁
村
と
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す

が
、
そ
う
で
は
な
く
変
貌
の
前
と
後
で
ど

う
変
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
と

し
た
い
。
先
ほ
ど
言
っ
た
﹁
日
本
人
は
水

を
見
る
と
何
と
な
く
手
を
洗
い
た
く
な
る
﹂

と
い
う
感
覚
は
、
都
市
的
と
か
農
山
漁
村

的
と
か
で
は
分
け
に
く
い
で
し
ょ
。

水
神
さ
ま
へ
の
信
仰
も
そ
う
。
確
か
に

農
村
に
行
っ
た
ら
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
ん

だ
け
れ
ど
、
都
市
、
農
村
と
い
う
分
け
方

で
は
存
在
し
な
い
。

今
に
続
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
排
水
と
い
う
の
は
住
ん
で
い

る
場
所
へ
の
影
響
が
高
い
事
柄
で
す
か
ら
、

本
来
は
軽
々
に
シ
ス
テ
ム
を
変
え
て
は
な

ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
排
水
と
い
う

の
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
水
と
い
う
こ
と

で
、
い
わ
ば
ゴ
ミ
に
変
え
て
い
る
こ
と
な

ん
で
す
ね
。

昔
、
嘉
田
由
紀
子
さ
ん
︵
現
・
滋
賀
県

知
事
︶
と
琵
琶
湖
周
辺
を
調
査
し
た
と
き

に
、
溜
め
る
水
の
文
化
か
ら
流
す
水
の
文

化
に
、
す
ご
い
勢
い
で
変
わ
っ
て
い
く
の

を
目
の
あ
た
り
に
し
ま
し
た
。
溜
め
る
水

の
文
化
が
あ
っ
た
か
ら
、
水
を
溜
め
る
器

や
工
夫
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
う
い
う
も

の
も
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

お
い
し
い
水
を
飲
む
こ
と
で
、

淡
水
を
守
る

水
の
生
活
意
識
調
査
で
も
、﹁
お
い
し
い

水
は
？
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
40
％
の

人
が
湧
き
水
を
選
ん
で
い
ま
す
。
私
も
旨

い
水
を
飲
む
た
め
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
立
ち
上
げ

て
、
で
き
る
限
り
の
こ
と
を
や
っ
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
然
を
守
る
こ

と
、
淡
水
が
守
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ア
ン
チ
水
道
化
、

で
す
。

真
面
目
に
取
り
組
も
う
と
し
た
ら
、
産

廃
と
農
薬
と
ゴ
ル
フ
場
と
闘
わ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ

る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
、

単
な
る
ス
ト
ッ
プ
だ
け
じ
ゃ
な
く
﹁
お
い

し
い
水
を
飲
む
﹂
と
い
う
積
極
的
な
目
的

が
大
切
な
ん
で
す
よ
。
結
果
的
に
反
政
府

運
動
な
ん
だ
け
ど
、
か
わ
い
い
で
す
よ
ね
、

﹁
旨
い
水
を
飲
む
会
﹂
だ
っ
た
ら
。

水
の
三
大
要
素

﹁
姿
が
見
え
る
﹂﹁
景
色
﹂﹁
旨
さ
﹂

生
活
の
中
の
水
と
い
っ
た
ら
い
い
と
思

い
ま
す
が
、﹁
水
は
姿
が
見
え
る
も
の
﹂
で

し
た
。
生
活
の
中
の
水
、
身
近
な
水
だ
っ

た
か
ら
こ
そ
﹁
覆
水
盆
に
返
ら
ず
﹂
と
か

﹁
水
も
滴
る
い
い
男
﹂
だ
と
か
い
っ
た
言
い

回
し
も
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
出
て
き
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
側
面
は
、
身
近
な
水
だ
っ

た
か
ら
、﹁
景
色
﹂
と
し
て
も
重
要
だ
っ
た
。

見
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
水
は
き
れ

い
な
も
の
、
価
値
の
あ
る
も
の
と
い
う
プ

ラ
ス
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

﹁
好
き
な
水
辺
﹂
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
も
、

景
色
と
し
て
の
水
が
ず
い
ぶ
ん
意
識
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら

も
、
景
色
と
し
て
の
水
が
私
た
ち
の
生
活

の
中
で
大
切
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

三
つ
目
に
は
、
飲
料
水
と
し
て
の
重
要

性
で
す
。
飲
む
水
は
﹁
甜
い
水
﹂
と
し
て

意
識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

水
道
が
日
本
に
敷
設
さ
れ
た
一
番
の
理

由
は
、﹁
衛
生
﹂
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
水
道
は
、
今
ま
で
の
水
の
使
い
方

を
大
き
く
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
水
の

三
大
要
素
を
改
め
て
意
識
し
て
と
ら
え
直

し
て
み
た
と
き
に
、
水
道
水
と
い
う
の
は

こ
の
３
つ
を
明
確
に
裏
切
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
３
つ
を
裏
切
っ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
存
在
し

て
い
た
こ
の
３
つ
を
分
断
し
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
水
の
機
能
の
分
断
で
す
。

も
う
少
し
我
慢
し
て
工
夫
し
て
い
け
ば

よ
か
っ
た
の
に
、
一
気
に
水
道
水
に
切
り

19991995

海
清涼 涼

湖 流

泳

波

沙

滝

渓 海
清

流湖

河

滝

泳

渓
波

渚

20.8%

13.3

7.3

7.1 6.6

3.2

2.6

2.4

2.4

2.1

24.3%

13.5

8.2

6.56.3

4.3

3.1

2.9

2.0
2.0

2.0

好きな

さんずいの

つく漢字

好きかどうかは別として、海、清、涼、
流、湖あたりは、誰もがすぐに思い出す
ということだろうか。1999年に河が登場
するのは、97年の河川法改正等に伴うマ
スコミ露出に起因するのかもしれない。
http://www.mizu.gr.jp/kekka/1995/
kekka95_17.html
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言
葉
を
言
い
換
え
る
と
、
そ
の
と
き
は

﹁
日
本
民
俗
学
は
人
間
の
存
在
の
あ
り
方
を

問
う
学
問
で
あ
る
﹂
と
言
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

民
俗
学
の
視
点
か
ら
水
辺
や
水
の
本
質

に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
私
は
折
口

お
り
く
ち

信
夫

し
の
ぶ

が
﹁
春
の
大
潮
﹂
と
﹁
雛
祭
り
﹂
の
こ
と

を
結
び
つ
け
て
い
る
の
が
、
大
変
象
徴
的

な
事
柄
だ
と
思
い
ま
す
。

折
口
信
夫
（
１
８
８
７
〜
１
９
５
３
）

日
本
の
民
俗
学
、
国
文
学
の
研
究
者
。
国
文
学
の
起

源
を
マ
レ
ビ
ト
信
仰
に
基
づ
く
祝
詞
や
呪
言
に
求
め
、

ヨ
リ
シ
ロ
に
聖
な
る
霊
魂
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
と
い

う
学
説
を
基
に
し
た
独
特
の
「
折
口
学
」
の
世
界
を

展
開
し
た
。
詩
歌
も
よ
く
し
、
一
時
期
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

に
も
参
加
し
て
い
る
。

大
潮
は
、
春
と
秋
の
２
回
。
こ
の
こ
と

は
日
本
の
国
土
に
住
む
人
に
と
っ
て
は
、

大
変
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、﹁
春
に
な
っ
て
暖
か
く
な
っ
て
木

の
芽
が
芽
吹
く
時
期
に
大
潮
が
く
る
の
は

な
ぜ
か
﹂
と
当
時
の
人
は
考
え
た
の
で
す
。

折
口
信
夫
は
著
書
の
中
で
、
春
の
大
潮

の
こ
と
を
﹁
常
世
波

と
こ
よ
な
み

﹂
と
呼
ぶ
地
域
が
あ

る
と
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
呼
び
方

は
﹁
な
ぜ
大
潮
が
木
の
芽
が
芽
吹
く
時
期

に
く
る
の
か
﹂
と
い
う
一
つ
の
答
え
に
な

っ
て
い
ま
す
。

常
世
と
い
う
の
は
あ
の
世
の
こ
と
。
し

か
し
、
悪
い
あ
の
世
で
は
な
く
て
、
難
し

い
表
現
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
妣は

は

と
い
う
字

を
書
い
て
、
本
源
と
い
う
意
味
の
あ
の
世
。

ま
あ
、
天
国
と
訳
し
て
も
い
い
の
だ
け
れ

ど
、
そ
の
常
世
か
ら
押
し
寄
せ
て
く
る
波

と
い
う
意
味
で
す
。

海
か
ら
押
し
寄
せ
る
大
潮
は
、
湧
水
で

あ
る
泉
に
も
川
に
も
井
戸
に
も
や
っ
て
く

る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
水
は
底
の
ほ
う

で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
自
分
の
村
の
共
同

井
戸
に
も
大
潮
の
力
が
や
っ
て
く
る
、
と

い
う
考
え
で
す
。

だ
か
ら
そ
の
時
期
に
は
、
海
べ
り
や
川

べ
り
で
の
お
祭
り
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
お
祭
り
は
な
ぜ
か
女
性
が
行
な
う
ん

で
す
よ
。
小
理
屈
を
つ
け
れ
ば
﹁
女
性
が

神
の
化
身
だ
か
ら
﹂
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
本
質
的
に
は

わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。

た
だ
春
の
花
、
そ
れ
は
将
来
的
に
﹁
サ

ク
ラ
﹂
に
集
約
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
が
、

花
を
愛
で
る
春
の
遊
び
と
い
う
の
は
、
な

ぜ
か
女
性
が
中
心
な
ん
で
す

そ
の
う
ち
、
日
が
重
な
る
の
が
吉
と
い

う
こ
と
で
、
３
月
３
日
に
固
定
し
て
い
き

ま
す
。
た
だ
そ
れ
は
暦
が
で
き
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
本
来
は
大
潮
の
と
き
に

女
性
が
水
辺
に
出
て
行
っ
て
祭
り
を
す
る

の
が
、
春
の
行
事
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
雛
祭
り
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。﹁
ヒ
ナ
﹂
と
い
う
言
葉
の
語
源
は
、

小
さ
な
、
と
い
う
意
味
。
最
初
は
ヒ
ト
ガ

タ
を
川
に
浮
か
べ
る
祭
り
で
し
た
。

ミ
ソ
ギ
と
ハ
ラ
イ

こ
こ
か
ら
が
民
俗
学
の
解
釈
に
な
る
の

で
す
が
、
こ
れ
は
ミ
ソ
ギ
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ミ
ソ
ギ
と
い
う
の
は
難
し
い
概
念
で
す

が
、
春
の
復
活
の
力
を
得
る
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
雛
祭
り
と
い
う
行
事
は

大
変
な
勢
い
で
変
形
し
て
い
っ
て
、
気
楽

に
外
に
行
か
れ
な
く
な
っ
た
高
貴
な
女
性

た
ち
は
水
辺
で
は
な
く
自
分
た
ち
の
家
で

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
も
、

ミ
ソ
ギ
が
終
わ
っ
た
ら
水
に
流
さ
な
く
て

は
い
け
な
い
ヒ
ト
ガ
タ
を
永
久
の
人
形
に

し
て
し
ま
っ
て
、
家
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ

て
行
な
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
で
は
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
、
ふ
つ
う
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
よ
ね
。
雛
祭
り
は
、

家
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
性
た
ち
が

執
り
行
な
う
な
ん
て
い
う
解
釈
も
出
る
ほ

ど
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
女

性
は
閉
じ
込
め
ら
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
。

で
は
女
性
た
ち
は
、
本
来
ど
ん
な
こ
と

を
し
て
い
た
か
。
山
に
行
っ
て
花
を
採
り
、

遊
び
ま
し
た
。
こ
の
﹁
ア
ソ
ブ
﹂
と
い
う

の
も
説
明
が
難
し
い
ん
で
す
が
、
お
も
ち

ゃ
で
遊
ぶ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。

花
を
愛
で
て
楽
し
む
こ
と
で
、
本
人
た
ち

が
華
や
ぐ
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

あ
り
ま
す
ね
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、
そ
の
空
間

に
お
い
て
、﹁
力
を
得
る
﹂
た
め
の
行
為
が

﹁
ア
ソ
ブ
﹂
な
ん
で
す
。

ミ
ソ
ギ
と
い
う
概
念
は
、
神
様
に
対
峙

し
て
見
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

神
様
の
前
に
行
く
と
き
に
ミ
ソ
グ
と
い
う

発
想
が
出
て
く
る
ん
で
す
が
、
本
来
は
自

分
自
身
が
力
を
得
る
た
め
に
行
な
う
こ
と

で
す
。

も
う
一
つ
、
非
常
に
よ
く
似
た
概
念
が

ハ
ラ
イ
で
す
。
ミ
ソ
ギ
を
し
て
力
を
得
る

と
き
に
、
自
分
の
悪
い
と
こ
ろ
が
除
か
れ

る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
ハ
ラ
イ
。

人
間
誰
し
も
、
よ
こ
し
ま
な
心
を
持
っ

て
い
て
、
年
に
一
度
ぐ
ら
い
は
そ
れ
を
ハ

ラ
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

庚
申
講

こ
う
し
ん
こ
う

と
い
う
の
が
で
き
る
ぐ
ら
い
、
よ

こ
し
ま
な
心
は
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

庚
申
講
（
こ
う
し
ん
こ
う
）

庚
申
の
日
に
営
ま
れ
る
信
仰
行
事
。
道
教
で
は
人
の

体
内
に
三
尸
（
さ
ん
し
）
と
い
う
虫
が
お
り
、
庚
申

の
夜
に
人
が
眠
る
と
天
に
昇
っ
て
天
帝
に
そ
の
人
の

罪
を
告
げ
る
の
で
、
長
生
き
す
る
た
め
に
は
そ
の
夜

は
眠
ら
な
い
で
身
を
慎
む
と
い
う
信
仰
。
次
第
に
仏

教
的
な
色
彩
を
帯
び
、
民
間
に
広
ま
っ
て
村
落
社
会

の
講
組
織
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。

だ
か
ら
可
哀
想
な
人
形
が
人
間
の
よ
こ

し
ま
な
心
を
肩
代
わ
り
し
て
、
水
に
流
さ

れ
る
こ
と
で
、
人
間
は
清
め
ら
れ
る
。
人

形
に
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。

水
の
生
活
意
識
調
査
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
で
さ
ん
ず
い
が
つ
く
漢
字
の
上
位
に

﹁
清
﹂
と
い
う
字
が
登
場
す
る
と
い
う
の
は
、

民
俗
学
的
な
﹁
水
の
解
釈
﹂
を
反
映
し
て

い
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

若
さ
が
力
で
あ
る
と
い
う
発
想

日
本
に
お
け
る
水
と
は
、
こ
の
よ
う
に

﹁
力
を
得
る
も
の
﹂
な
ん
で
す
。﹁
水
に
触

れ
る
こ
と
で
、
力
を
得
る
ん
だ
﹂
と
い
う

信
仰
で
す
。

若
水
の
信
仰
も
、
同
じ
。
ワ
カ
は
力
。

﹁
若
返
る
﹂
と
い
う
の
は
力
を
得
る
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。﹁
若
水
汲
み
﹂
と
い
う
行
事

は
全
国
に
広
く
分
布
し
、
暦
に
も
な
っ
て

い
て
、
地
域
に
よ
っ
て
青
年
や
女
性
の
場

合
も
あ
る
ん
で
す
が
、
多
く
は
戸
主
が
正

月
の
明
け
方
に
水
を
汲
み
に
行
く
行
事
で

す
。元

旦
だ
か
ら
家
の
長
で
あ
る
戸
主
が
行

な
う
と
さ
れ
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
こ
の

日
だ
け
は
料
理
も
男
性
が
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

﹃
水
の
文
化
﹄
の
26
号
に
変
若
水

お

ち

み

ず

の
話

が
出
て
き
ま
す
よ
ね
︵
26
号
10
ペ
ー
ジ
藤

田
紘
一
郎
さ
ん
の
お
話
︶。
若
く
変
わ
る
水

と
い
う
の
は
万
葉
集
の
当
て
字
で
あ
っ
て
、

サラサラ

トクトク
ゴクゴク

バシャバシャ

ポチャン

チョロチョロ

ザブンザブン

ピチャピチャ

ザーザー

ジャブジャブ

チャップンチャップン

ドボン

ジャージャー

タプンタプン

74.9%

28.1%

23.8%

21.2%

19.3%

18.6%

17.6%

16.7%

16.3%

16.3%

13.5%

5.4%

4.1%

3.9%

好きな

擬態語

擬音語

圧倒的にサラサラが多いのは、
歌詞に使われているからか。
しかし、ピッチピッチ、チャ
ップチャップは登場しない。
http://www.mizu.gr.jp/kek
ka/1995/kekka95_15.html
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る
と
そ
の
若
者
の
家
の
戸
を
ト
ン
ト
ン
と

叩
く
者
が
い
る
。
娘
に
泊
め
て
ほ
し
い
と

言
わ
れ
る
ま
ま
泊
め
て
や
り
、
や
が
て
二

人
は
結
ば
れ
て
子
供
が
で
き
る
。
女
房
は

﹁
子
を
産
む
と
こ
ろ
を
見
な
い
で
ほ
し
い
﹂

と
い
う
の
で
す
が
、
若
者
は
思
わ
ず
見
て

し
ま
う
。
す
る
と
、
女
房
は
蛇
の
姿
に
変

わ
っ
て
い
た
。
以
前
助
け
た
蛇
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

蛇
は
﹁
姿
を
見
ら
れ
た
か
ら
に
は
、
こ

こ
に
は
い
ら
れ
な
い
﹂
と
湖
に
帰
っ
て
い

き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
子
供
は
後
に
歴
史

上
大
き
な
こ
と
を
し
た
人
物
と
結
び
つ
い

て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
蛇
は
水
の
神
を
意

味
し
ま
す
。

吉
野
山
に
も
水
分

み
く
ま
り

神
社
が
あ
り
、
奈
良

盆
地
の
水
を
差
配
し
て
い
ま
す
。
水
が
な

い
と
き
に
は
、
水
源
ま
で
行
っ
て
拝
ん
だ

り
、
水
の
神
を
怒
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を

し
た
り
し
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
神
様
は
水
源
に
住
ん

で
い
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
亀
と
か
河
童
は
神
様
に
は
な

り
ま
せ
ん
ね
え
。
私
が
民
俗
学
の
聞
き
取

り
を
始
め
た
こ
ろ
に
は
、
ま
だ
河
童
と
相

撲
を
取
っ
た
と
い
う
お
じ
い
さ
ん
が
い
ま

し
た
。﹁
お
じ
い
さ
ん
、
本
当
な
の
？
﹂
と

聞
く
と
﹁
本
当
！
﹂
と
答
え
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
。

さ
す
が
に
最
近
は
こ
う
い
う
人
と
は
出

会
わ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
河
童
と
い
う

の
は
水
の
神
が
零
落
し
た
姿
な
ん
で
す
ね
。

神
が
信
仰
を
失
う
と
化
け
物
に
な
る
ん
で

す
。
雷

い
か
づ
ちも

そ
う
で
す
。
チ
と
い
う
の
は
神

様
を
意
味
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
信
仰
を

失
っ
た
天
の
神
の
姿
で
す
。
一
つ
目
小
僧

も
そ
う
で
す
。
信
仰
が
な
く
な
る
と
異
形

い
ぎ
ょ
う

に
姿
を
変
え
て
、
化
け
物
に
零
落
し
ま
す
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
蛇
は
水
の
神
と
し
て

日
本
だ
け
で
な
く
、
東
ア
ジ
ア
全
般
で
不

動
の
地
位
を
持
っ
て
い
ま
す
。

魂
の
内
の
浄
化
さ
れ
た
も
の
が

神
様
に
な
る

物
事
す
べ
て
に
霊た

ま

が
宿
る
、
と
い
う
発

想
は
、
日
本
で
強
く
み
ら
れ
ま
す
。
ア
ニ

ミ
ズ
ム
と
い
う
西
洋
的
解
釈
は
好
き
で
は

な
い
の
で
、
あ
え
て
言
い
換
え
ま
す
が
、

﹁
霊た

ま

論
﹂
な
ん
で
す
。
す
ご
い
強
固
な
魂

た
ま
し
い

論
が
、
日
本
に
は
ず
っ
と
存
在
し
て
き
た

ん
で
す
。

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
事
柄
と
し
て
、
お

精
霊

し
ょ
う
ろ

舟
が
あ
り
ま
す
。
お
盆
に
は
先
祖
の

霊
が
家
に
帰
っ
て
き
て
生
き
御
霊
と
死
霊

が
、
ま
あ
家
族
団
欒
を
す
る
わ
け
で
す
。

お
盆
が
終
わ
る
と
、
先
祖
の
霊
は
ふ
つ
う
、

山
に
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
琵
琶

湖
の
辺
り
で
は
山
で
は
な
く
琵
琶
湖
に
帰

っ
て
い
く
。
そ
の
と
き
に
先
祖
の
霊
は
、

お
精
霊
舟
に
乗
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ

は
、
多
く
は
藁わ

ら

で
つ
く
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
根
強
い
魂
論
が
脈
々
と
し
て

あ
る
か
ら
こ
そ
、
水
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

の
水
の
神
が
存
在
し
、
人
間
も
一
人
ひ
と

り
が
魂
を
持
っ
て
い
て
、
亡
く
な
っ
た
人

の
魂
も
拝
め
ば
浄
化
さ
れ
る
、
だ
か
ら
拝

ま
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
考
え
る
わ
け

で
す
。

そ
し
て
魂
の
浄
化
さ
れ
た
も
の
が
神
様

に
な
る
。
氏
神
様
な
ど
は
そ
う
し
た
神
様

で
す
ね
。
つ
ま
り
、
神
様
は
自
分
た
ち
に

つ
な
が
っ
て
お
り
、
し
か
も
浄
化
さ
れ
た

神
様
だ
か
ら
、
悪
い
こ
と
は
し
な
い
。
も

し
災
害
が
起
こ
っ
た
と
し
た
ら
、
自
分
た

ち
に
対
し
て
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
く

理
屈
の
通
り
書
い
た
わ
け
で
す
。
お
そ
ら

く
﹁
若
さ
が
力
で
あ
る
﹂
と
い
う
発
想
か

ら
き
て
い
る
。

変
若
水
と
い
う
の
は
湧
水
と
ほ
ぼ
同
じ

概
念
で
、
山
が
終
わ
っ
た
辺
り
か
ら
、
し

ゃ
ら
し
ゃ
ら
染
み
出
し
て
く
る
自
噴
水
。

昔
、
日
本
人
が
一
番
水
を
得
て
い
た
の
は
、

そ
う
い
う
場
所
か
ら
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

逆
に
言
え
ば
、
変
若
水
の
あ
る
場
所
に

村
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
ほ
う
が

正
確
で
し
ょ
う
。
村
そ
の
も
の
が
水
に
依

存
し
て
い
た
こ
と
が
、
伝
統
的
な
日
本
の

村
を
歩
い
て
い
く
と
実
感
で
き
ま
す
。
例

え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
シ
テ
ィ
と
呼
ば
れ

る
と
こ
ろ
に
は
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
が
、
農
村

に
は
や
や
規
模
が
小
さ
い
湧
水
、
ス
プ
リ

ン
グ
が
必
ず
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ

れ
は
世
界
共
通
で
す
ね
。

水
に
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
末
期

ま
つ
ご

の
水
の
と
き
に
も
表
れ
ま
す
。
死
ぬ
と
い

う
の
は
、
身
体
か
ら
魂
が
出
て
い
く
こ
と

で
す
か
ら
、
魂
が
出
て
い
か
な
い
よ
う
に

水
を
与
え
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
出
て
い
っ
た
魂
は
、
第
一
段
階
と
し

て
少
し
高
い
所
か
ら
自
分
の
身
体
を
見
下

ろ
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
間
髪
を
容
れ
ず

に
屋
根
に
上
り
、﹁
○
○
ち
ゃ
ん
、
帰
っ
て

き
て

︱
﹂
と
叫
ぶ
と
呼
び
戻
す
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
信
仰
も
あ
り
ま
す
。
霊た

ま

呼よ

ば
い
と
い
っ
て
、
関
東
に
多
い
。

し
か
し
、
こ
れ
も
ど
ん
ど
ん
形
骸
化
し

て
い
っ
て
、
演
劇
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

本
来
は
切
実
な
気
持
ち
か
ら
発
せ
ら
れ
て

行
な
わ
れ
た
も
の
が
、
形
骸
化
し
て
﹁
虫

送
り
﹂
の
よ
う
に
行
事
化
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
は
、
自
然
な
成
り
行
き
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

虫
送
り

平
安
末
期
の
武
将
、
斎
藤
実
盛
が
稲
の
株
に
つ
ま
ず

い
て
倒
れ
た
と
こ
ろ
を
討
た
れ
た
た
め
、
そ
の
恨
み

か
ら
害
虫
に
な
っ
て
稲
を
食
い
荒
ら
す
と
い
う
伝
承

が
各
地
に
広
ま
っ
た
。
農
作
物
の
害
虫
は
悪
霊
に
寄

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
、
悪
霊
を
藁
（
わ
ら
）
の

人
形
に
移
し
、
鉦
（
か
ね
）
や
太
鼓
で
囃
し
な
が
ら
、

村
の
田
を
一
巡
し
て
村
境
に
送
り
出
す
行
事
。
江
戸

時
代
に
始
ま
っ
た
。

末
期
の
水
も
若
水
も
、
と
も
に
力
を
得

る
た
め
の
も
の
で
、
水
は
そ
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
歴
史

の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
変
移
が
あ
る
と
し
て

も
、
原
則
的
に
水
は
力
を
得
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
の
で
す
。

水
旱

す
い
か
ん

を
自
由
に
操
る

水
の
神
様
と
の
結
婚

昔
話
の
中
に
は
水
の
神
様
と
の
結
婚
と

い
う
話
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
水
の
神
様

と
結
婚
で
き
た
ら
、
水
旱

す
い
か
ん

を
自
由
に
操
れ

る
。
つ
ま
り
、
水
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可

能
に
な
る
の
で
す
。

み
な
さ
ん
が
よ
く
知
っ
て
い
る
例
に
、

蛇
女
房
の
話
が
あ
り
ま
す
。
村
の
子
供
た

ち
が
蛇
を
い
じ
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
若
者

が
通
り
か
か
り
、
蛇
を
助
け
て
や
り
ま
す
。

蛇
は
無
事
に
逃
げ
て
湖
に
帰
る
。
夜
に
な

0% 50% 100%

1995
1999
2000

小川のせせらぎの音
海の波の音

滝の音

川の水が流れる音

お酒などをそそぐ音
鹿おどしの音

水遊びしている音
コーヒーが湧く時の音
噴水が水面に落ちる音

好きな水の音
http://www.mizu.gr.jp/kekka/1995/kekka95_14.html
http://www.mizu.gr.jp/kekka/1999/kekka99_21.html
http://www.mizu.gr.jp/kekka/2000/kekka00_25.html

出典：菅江眞澄『民俗図会』中巻（岩崎美術
社 1989）
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の
研
究
者
で
あ
る
故

桜
井
徳
太
郎
先
生
が

言
う
に
は
、
恐
山
で
は
、
力
の
な
い
イ
タ

コ
は
屋
根
が
半
分
な
い
よ
う
な
あ
ば
ら
家

に
住
ん
で
い
て
、
力
の
あ
る
イ
タ
コ
は
も

の
す
ご
い
裕
福
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
一
番

力
の
あ
る
イ
タ
コ
が
１
カ
月
間
山
に
こ
も

っ
て
、
小
さ
な
ご
飯
茶
碗
１
杯
し
か
食
べ

ず
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
も
、
な
か
な

か
ハ
ラ
エ
な
い
の
は
水
子
の
霊
だ
そ
う
で

す
。
産
ん
で
す
ぐ
に
殺
さ
れ
た
子
供
の
霊

は
、
母
親
に
し
が
み
つ
い
て
離
れ
な
い
ん

だ
そ
う
で
す
。

本
来
、
人
間
に
は
守
護
霊
が
１
個
憑
い

て
い
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
転
ん

だ
と
き
と
か
、
ひ
ょ
ん
な
拍
子
で
憑
い
て

い
た
は
ず
の
霊
が
こ
ろ
ー
ん
と
落
ち
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
心
が

空
っ
ぽ
に
な
っ
て
０
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。

問
題
な
の
は
、
自
分
た
ち
の
身
体
に
本

来
は
１
個
ず
つ
入
っ
て
い
る
魂
が
生
き
て

い
る
間
に
ど
れ
だ
け
健
全
で
、
亡
く
な
っ

て
か
ら
は
浄
化
さ
れ
て
神
様
に
な
っ
て
い

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
自
然
や
祖
先

に
対
し
て
礼
節
を
重
ん
じ
る
伝
統
を
培
っ

て
き
ま
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
自
分
の
意

思
や
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の

に
対
す
る
、
賢
い
知
恵
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

﹁
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
﹂
と
い

う
の
は
、
長
い
人
間
の
歴
史
か
ら
見
た
ら

大
変
な
こ
と
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
水
に

対
す
る
畏
れ
や
礼
節
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

の
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
か
ら
と
も
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
水
を
完
璧
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
支
配
下
に
置
い
た
こ
と
は
、
本
当
に
良

い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
あ
り
方
を
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
ん
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

八
丈
島
で
調
査
し
た
と
き
の
こ
と
で
す

が
、
そ
の
人
の
お
父
さ
ん
は
貧
し
い
小
作

で
水
番
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
雨
が
降

る
と
、
真
夜
中
で
も
お
父
さ
ん
は
走
り
出

て
田
ん
ぼ
に
行
き
、
水
が
う
ま
く
行
き
渡

っ
て
い
る
か
夜
じ
ゅ
う
見
回
り
を
し
た
そ

う
で
す
。
そ
の
人
は
そ
ん
な
お
父
さ
ん
の

姿
を
今
で
も
思
い
出
す
と
言
い
、﹁
親
父
が

跳
ね
起
き
て
水
を
配
分
し
に
行
っ
た
、
そ

ん
な
こ
と
を
我
々
は
も
う
経
験
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
言
っ
た
の

が
と
て
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

ど
ん
ど
ん
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
て
し
ま

う
こ
と
は
便
利
な
こ
と
で
す
。
で
も
、
便

利
と
い
う
の
が
ハ
ッ
ピ
ー
に
な
る
た
め
の

道
筋
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
私
た
ち
は
哲
学
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

今
ま
で
便
利
を
追
求
し
て
き
た
け
れ
ど
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
こ
と
が
、
本

当
に
ハ
ッ
ピ
ー
な
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
、

明
ら
か
に
違
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
う

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
私
た
ち
に
と

っ
て
ハ
ッ
ピ
ー
な
の
か
。
そ
れ
を
探
っ
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
﹁
遊
び
﹂
の

精
神
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
プ
レ
イ
と
は
違

う
、
昔
女
性
た
ち
が
山
で
花
を
愛
で
た
よ

う
な
遊
び
。
そ
の
こ
と
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
現
状
を
変
え
て
ハ
ッ
ピ
ー
に
近
づ
く

た
め
の
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

水
は
力
を
得
る
た
め
に
、
今
も
昔
も
必

要
不
可
欠
な
存
在
な
の
で
す
。

れ
て
い
る
、
と
解
釈
し
ま
す
。

水
害
で
、
東
北
の
あ
る
村
落
が
全
滅
し

た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し

て
﹁
日
頃
私
た
ち
は
つ
い
つ
い
川
に
対
し

て
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
た
。
安
易
に
ゴ

ミ
を
捨
て
る
と
か
、
手
入
れ
を
し
な
い
と

か
。
山
の
神
︵=

水
の
神
︶
は
そ
れ
を
お
怒

り
に
な
っ
て
、
洪
水
を
起
こ
し
て
ゴ
ミ
を

浄
化
し
て
く
だ
さ
っ
た
﹂
と
い
う
解
釈
を

す
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
典
型
的
な
こ
と
で

す
。で

す
か
ら
こ
の
霊
論
が
弱
化
し
て
く
る

と
、
当
然
礼
節
と
い
う
も
の
が
弱
化
し
て

い
く
。
対
象
に
対
す
る
態
度
が
変
わ
っ
て

き
ま
す
よ
ね
。

し
か
も
、
そ
の
霊
論
に
変
わ
る
価
値
観

が
ま
だ
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
も
問
題
で
す
。

た
だ
、
心
の
底
に
は
、
ま
だ
か
す
か
に
霊

論
が
根
差
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
初
詣
の

と
き
に
﹁
も
し
や
﹂
と
い
う
気
持
ち
で
願

い
事
を
し
、
お
賽
銭
を
上
げ
ま
す
。

お
墓
に
行
く
の
が
恐
い
、
と
い
う
の
も

同
じ
で
す
。
幽
霊
と
い
う
の
は
拝
ま
れ
な

く
な
っ
て
浄
化
さ
れ
な
い
霊
で
す
か
ら
、

﹁
魂
な
ん
て
な
い
﹂
と
思
っ
て
い
れ
ば
恐
く

な
ん
か
な
い
は
ず
で
す
。

礼
節
は
な
く
な
っ
た
の
に
畏
れ
だ
け
が

あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
も
な

い
で
し
ょ
う
。

調
査
先
の
ト
カ
ラ
列
島
で
丸
木
舟
が
で

き
あ
が
っ
た
と
き
の
こ
と
な
の
で
す
が
、

初
め
て
水
に
浮
か
べ
る
際
の
儀
式
と
し
て
、

沖
で
左
に
３
回
、
回
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ

で
、
私
は
あ
れ
っ
と
思
い
ま
し
た
。
民
俗

学
で
の
事
例
で
、
同
じ
こ
と
を
経
験
し
て

い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
内
の
一
つ
は
、
牛

を
育
て
て
い
た
人
が
出
荷
す
る
際
に
牛
を

連
れ
て
神
社
を
左
に
３
回
、
回
る
こ
と
。

も
う
一
つ
は
、
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に

墓
に
入
れ
る
前
に
棺
桶
を
左
に
３
回
、
回

す
ん
で
す
よ
。
こ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
﹁
挨
拶
﹂
な
ん
で
す
。
丸
木
舟
も
、
牛

や
死
者
も
言
葉
を
発
せ
ら
れ
な
い
の
で
、

左
に
３
回
回
る
こ
と
で
挨
拶
を
さ
せ
て
い

る
。こ

れ
は
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
作
法
と

し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
心
得

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
気
持
ち
が
、
ま
だ
私
た
ち
の
中
に

あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
た
だ
、
弱
く

は
な
っ
て
き
て
い
ま
す
よ
ね
。

礼
節
論
に
変
わ
る

新
し
い
価
値
観

こ
の
礼
節
論
と
い
う
の
は
、
日
本
人
を

理
解
す
る
上
で
大
変
魅
力
的
な
側
面
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
を
う
ま
く
説
明
で
き
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
が
、
礼
節
論
に
変
わ
る
新
し

い
価
値
観
を
生
み
出
せ
な
い
原
因
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

南
方
熊
楠
が
民
俗
学
者
に
な
っ
た
理
由

と
い
う
の
が
明
快
で
、
最
初
は
民
俗
学
な

ん
て
馬
鹿
に
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
熊
楠
は
、
30
歳
で
ヒ
ダ
ル
神

が
憑
く
経
験
を
す
る
ん
で
す
。

ヒ
ダ
ル
神

人
間
に
空
腹
感
を
も
た
ら
す
憑
き
も
の
で
、
主
に
西

日
本
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
北
九
州
で
は
ダ
ラ
シ
と
呼

ば
れ
る
。
人
知
れ
ず
死
ん
だ
者
が
祀
ら
れ
る
こ
と
な

く
周
囲
を
さ
ま
よ
う
怨
霊
と
な
り
、
人
に
取
り
憑
く
。

歩
い
て
い
る
最
中
に
突
然
、
飢
餓
感
や
疲
労
を
覚
え
、

そ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
山
道
、
峠
、

四
辻
、
行
き
倒
れ
の
あ
っ
た
場
所
な
ど
で
憑
か
れ
る

こ
と
が
多
い
。
ヒ
ダ
ル
神
を
山
の
神
や
水
神
の
仕
業

と
す
る
土
地
も
あ
る
。

ま
た
私
の
恩
師
で
、
イ
タ
コ
︵
巫
女
︶

小川の底に石畳を敷いた
沈下橋。大雨のときには
渡ることができない。
人との約束も「今日は大
雨で川が渡れないから」
という言い訳でキャンセ
ルできた時代ははるか遠
い。無理に水をコントロ
ールしようとしなくても
いい生活に戻ることはで
きないのだろうか。




