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水
の
果
た
す
役
割

　

文
化
人
類
学
者
の
故
・
西
江
雅
之
に
よ

れ
ば
、「
食
べ
る
こ
と
」
の
文
化
と
は
、
身

の
回
り
の
食
べ
ら
れ
る
も
の
か
ら
選
び
、

入
手
し
、
保
存
し
た
う
え
で
料
理
し
て
食

べ
る
と
い
う
営
み
を
「
ど
う
行
な
う
か
」

に
差
異
が
あ
り
、
そ
の
多
様
性
こ
そ
が
文

化
だ
と
い
う
。
今
号
は
「
食
べ
る
こ
と
」

の
文
化
の
な
か
で
「
保
存
」
に
着
目
し
た
。

現
地
に
行
く
と
、
高
温
多
湿
な
日
本
で
は

「
水
を
抜
く
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が

難
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
2
0
1
5
年

の
秋
か
ら
冬
は
雨
が
多
く
、
し
か
も
暖
か

か
っ
た
た
め
、
市
田
柿
は
カ
ビ
が
生
え
て

大
量
に
廃
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

取
材
日
程
を
組
む
こ
と
も
難
航
し
た
。

ゆ
で
ぼ
し
大
根
は
北
西
の
風
が
吹
か
な
い

の
で
ス
タ
ー
ト
が
遅
れ
、
凍
み
こ
ん
に
ゃ

く
も
最
低
気
温
が
氷
点
下
に
な
る
日
が
続

く
の
を
待
っ
て
い
た
。
保
存
食
は
気
候
と

密
接
な
関
係
に
あ
る
の
だ
と
実
感
す
る
。

　

水
分
活
性
を
下
げ
る
と
保
存
性
が
高
ま

る
こ
と
を
畑
江
敬
子
さ
ん
は
教
え
て
く
れ

た
が
、「
水
を
抜
く
」
こ
と
だ
け
で
な
く

「
水
が
豊
富
に
あ
る
」
こ
と
の
恩
恵
も
改

め
て
感
じ
た
。
概
論
を
お
願
い
し
た
江
原

絢
子
さ
ん
は
、
あ
く
を
抜
く
た
め
に
水
に

さ
ら
す
行
為
を
「
水
の
豊
か
な
国
な
ら
で

は
の
食
文
化
」
と
言
っ
た
。
た
し
か
に
野

菜
は
水
（
雨
）
な
し
で
は
育
た
な
い
し
、

ゆ
で
ぼ
し
大
根
の
ゆ
が
き
も
、
凍
み
こ
ん

に
ゃ
く
の
一
日
に
三
度
行
な
う
水
ま
き
も
、

水
が
豊
富
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。

寒
暖
の
差
で
発
生
す
る
天
竜
川
の
川
霧
は
、

河
岸
段
丘
と
い
う
地
形
ゆ
え
に
市
田
柿
を

な
で
て
お
い
し
く
さ
せ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
水
の
恵
み
だ
。

地
域
に
対
す
る
誇
り

　

著
書
『
塩
の
道
』
で
「
こ
れ
ほ
ど
文
化

が
た
か
ま
っ
て
も
、
案
外
と
地
域
性
は
失

わ
れ
な
い
も
の
」
と
書
き
残
し
た
の
は
民

俗
学
者
の
故
・
宮
本
常
一
だ
が
、
取
材
中

に
何
度
も
こ
の
言
葉
を
想
起
し
た
。
保
存

食
を
つ
く
る
人
た
ち
か
ら
、
地
域
や
製
法

へ
の
「
プ
ラ
イ
ド
」
を
感
じ
た
か
ら
だ
。

　

保
存
食
は
、
効
率
第
一
の
こ
の
時
代
に

逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
地
道
な
作
業
を
、

人
の
手
で
繰
り
返
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い

る
。
昔
な
が
ら
の
手
火
山
式
焙
乾
法
を
守

る
伊
豆
田
子
節
は
、
職
人
が
炉
に
つ
き
っ

き
り
で
火
を
調
整
す
る
が
、
危
険
な
方
法

を
変
え
な
い
の
は
「
も
っ
と
も
お
い
し
く

す
る
や
り
方
」
と
の
自
信
ゆ
え
だ
っ
た
。

　

干
物
づ
く
り
が
盛
ん
な
静
岡
県
の
網
代

地
区
で
は
、
天
日
干
し
と
無
添
加
に
こ
だ

わ
る
人
が
多
い
が
「
親
の
代
か
ら
や
っ
て

き
た
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
」
と
さ
ら
り
と

言
う
。
そ
し
て
「
地
域
の
名
物
な
の
で
守

っ
て
い
き
た
い
」
と
も
。
す
べ
て
の
取
材

先
で
同
じ
よ
う
に
強
い
誇
り
を
感
じ
た
。

　

し
か
し
、
事
業
と
し
て
続
け
る
た
め
に

は
プ
ラ
イ
ド
だ
け
で
は
難
し
い
。
支
え
て

い
る
も
の
は
何
か
。
カ
ネ
サ
鰹
節
商
店
の

芹
沢
安
久
さ
ん
は
こ
う
言
っ
た
。

「
か
つ
お
ぶ
し
な
ら
田
子
節
。
そ
う
お
っ

し
ゃ
る
お
客
さ
ま
が
い
る
か
ら
」

　

そ
の
味
に
惚
れ
こ
ん
で
買
い
つ
づ
け
る

人
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
歯
を
食
い
し
ば
っ

て
で
も
つ
く
る
の
だ
。

　

ク
リ
タ
の
栗
田
晋
一
さ
ん
は
、
山
形
の

置
賜
地
方
の
取
引
先
か
ら
「
な
く
な
る
と

困
る
」
と
言
わ
れ
、
凍
み
こ
ん
に
ゃ
く
最

後
の
職
人
か
ら
製
法
を
受
け
継
い
だ
。
こ

れ
ほ
ど
多
様
な
食
べ
も
の
が
生
ま
れ
て
も

置
賜
地
方
の
人
々
は
今
も
凍
み
こ
ん
に
ゃ

く
を
食
べ
つ
づ
け
て
い
る
。
宮
本
が
言
う

よ
う
に
、
人
の
生
活
や
習
慣
に
根
ざ
す
地

域
性
は
そ
う
簡
単
に
は
変
わ
ら
な
い
。
だ

「
水
を
抜
く
食
べ
も
の
」
を
支
え
る
プ
ラ
イ
ド
と
ニ
ー
ズ

食物保存の水抜き加減　文化をつくる

編
集
部

か
ら
こ
そ
次
代
に
受
け
継
ぐ
に
は
、
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
そ
の
食
べ
も
の
に
慣
れ
親

し
む
環
境
が
必
要
と
な
る
。
現
代
風
の
レ

シ
ピ
を
考
案
す
る
ゆ
で
ぼ
し
大
根
や
市
田

柿
な
ど
各
産
地
の
努
力
は
尊
い
。

進
化
し
て
い
く
保
存
食

　

天
日
干
し
を
「
気
候
風
土
に
合
わ
な

い
」
と
判
断
し
、
最
初
か
ら
機
械
で
乾
燥

野
菜
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
野
菜
農
家
の

女
性
グ
ル
ー
プ
「
つ
む
ぎ
屋
」
だ
。
干
し

野
菜
と
い
う
先
人
の
知
恵
に
、
乾
燥
機
と

い
う
技
術
の
進
歩
を
組
み
合
わ
せ
た
乾
燥

野
菜
は
、
子
育
て
中
の
働
く
女
性
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
一
人

暮
ら
し
の
若
者
や
単
身
赴
任
者
、
重
い
も

の
が
運
び
に
く
い
高
齢
者
に
も
ニ
ー
ズ
が

高
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
興
味
深
い
。

　

今
、
結
婚
を
し
な
い
若
者
と
一
人
暮
ら

し
の
高
齢
者
が
増
え
て
い
る
。
つ
ま
り
生

活
様
式
が
変
わ
っ
て
い
く
な
か
で
、
保
存

食
は
、
従
来
に
は
な
い
新
た
な
役
割
を
担

う
可
能
性
が
あ
る
。
海
外
に
販
路
を
求
め

る
挑
戦
者
が
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
保
存

食
と
い
う
古
来
の
文
化
の
な
か
に
「
新
し

い
芽
」
が
育
っ
て
い
る
と
感
じ
た
。


