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私
達
、人
間
に
と
っ
て„
水
“は
な
ぜ
か
安
心

感
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。
水
が
な
け
れ
ば

私
達
は
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、か
ら
だ
の
大
部
分
は
水
か
ら
で
き
て
い
る

か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、水
と
い
う

こ
と
を
大
き
な
テ
ー
マ
に
し
て
、い
に
し
え
の

人
の
暮
ら
し
、そ
し
て
土
地
の
名
に
考
え
を
馳

せ
て
み
ま
し
た
。
 

　
今
、私
達
の
暮
ら
し
は
日
進
月
歩
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、地
名
は
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
残

し
て
い
ま
す
。
地
名
は
古
代
の
語
源
を
あ
り
の

ま
ま
に
伝
え
て
い
る
と
い
っ
た
の
は
、徳
川
時

代
の
学
者
新
井
白
石
で
し
た
。
私
の
住
ん
で
い

る
「
関
屋
」
は
大
和
と
河
内
を
結
ぶ
関
所
が
あ

っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

近
鉄
関
屋
駅
の
あ
た
り
は
、今
か
ら
二
十
五
年

く
ら
い
前
か
ら
大
が
か
り
な
住
宅
が
つ
く
ら

れ
始
め
、小
高
い
丘
が
、新
し
い
町
に
な
り
ま

し
た
。
駅
の
北
側
の
閑
静
な
住
宅
地
に
足
を

踏
み
入
れ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
過
去
は
美
化
さ

れ
る
と
い
い
ま
す
が
、少
し
昔
に
か
え
っ
て
み

る
と
・・・
。
関
屋
の
あ
た
り
は
、た
く
さ
ん
の
さ

つ
ま
芋
畑
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
地
が
肥
え
て

い
な
か
っ
た
た
め
米
づ
く
り
に
は
あ
ま
り
適
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、そ
れ
が
、さ
つ
ま
芋

に
は
最
適
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
関
屋
芋
と
し

て
、手
車
に
芋
を
の
せ
て
深
夜
に
若
い
衆
は
大

坂
の
焼
芋
屋
に
も
っ
て
い
き
、大
変
人
気
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
今
や
美
し
い
街
並
み
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
中
に
、籏
尾
池
を
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
遠
く
か
ら
こ
の
池
を
ゆ
っ
く
り
と
眺
め

て
み
ま
し
ょ
う
。
手
を
広
げ
た
よ
う
に
み
え
ま

す
。
香
芝
市
内
で
は
一
番
大
き
な
池
で
、市
内

は
勿
論
、上
牧
方
面
で
も
灌
漑
用
水
に
用
い
ら

れ
て
い
ま
す
。
面
積
六
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
、周
囲

約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
こ
の
池
は
、聖
徳
太
子

の
築
造
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
隆
寺
の
記

録
に
よ
る
と
元
来
、こ
の
池
の
近
く
は
、水
不

足
の
た
め
に
米
が
と
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
農
民
た
ち
の
困
惑
に
心
を
悩
ま
さ
れ

た
太
子
は
、推
古
天
皇
十
五
（
五
六
九
年
）
年

に
一
夜
の
う
ち
に
掘
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。こ
の
池
の
水
の
恩
恵
は
い
か
ば
か
り
か

は
か
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太

子
の
徳
を
偲
ん
で
春
に
は
香
芝
市
で
は
水
米

を
奉
納
し
、会
式
に
参
拝
す
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
生
物
に
と
っ
て
の
水
の
存
在
の
重
要
さ

を
痛
感
せ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
毎
年
の
岳
登

り
の
四
月
十
三
日
に
は
、法
隆
寺
か
ら
来
ら
れ

た
僧
侶
と
、関
係
者
の
方
々
と
で
、安
全
祈
願

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
池
が
で
き
た
こ
と

に
よ
り
水
田
開
発
が
、飛
躍
的
に
お
し
す
す
め

ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
し
ょ

う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
も
「
こ
の
池
の
風
景

は
素
晴
ら
し
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、桜
や
柳
の

木
々
が
水
辺
に
張
り
出
し
、憩
い
の
風
景
を
醸

し
出
し
て
い
ま
す
。
池
の
南
側
へ
ま
わ
っ
て
み

ま
し
ょ
う
。
遊
歩
道
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

池
辺
を
散
策
す
る
と
、雑
念
を
払
い
無
の
境
地

に
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
私
達
が
今
あ
る
の
は
過

去
の
営
み
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
決

し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
地
に

人
が
住
み
は
じ
め
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で

の
あ
い
だ
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
流
動
・
変
遷

が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、人
々
の
生

き
た
あ
か
し
の
ひ
と
つ
が
こ
の
籏
尾
池
な
の
で

す
。
今
日
も
ま
た
、池
か
ら
真
赤
に
映
え
る
二

上
山
を
眺
め
に
き
ま
し
た
。こ
の
他
に
も
水
に

関
す
る
言
い
伝
え
は
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
こ
と
は
水
の
少
な
い
土
地
柄
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
水
へ
の

感
謝
の
気
持
ち
は
強
か
っ
た
と
考
え
ま
す
。
ま

た
、反
対
に
こ
う
し
た
水
に
関
す
る
昔
話
が
あ

る
の
は
水
が
そ
れ
だ
け
大
切
な
も
の
で
あ
り
、

人
々
に
と
っ
て
生
活
し
て
い
く
う
え
で
死
活
に

か
か
わ
る
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。「
ふ

た
か
み
や
ま
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
二
上
山
。

旧
石
器
文
化
を
生
み
出
し
た
石
、サ
ヌ
カ
イ
ト
。

二
上
山
麓
に
香
芝
市
が
誕
生
し
て
十
年
が
過

ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
京
阪
神
の
ベ
ッ
ド
タ

ウ
ン
と
し
て
、新
し
い
街
と
し
て
発
展
し
て
い

る
香
芝
市
で
す
が
、ふ
る
さ
と
「
や
ま
と
」
の

顔
を
忘
れ
て
は
今
後
の
繁
栄
を
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
の
香
芝
市

の
歴
史
を
築
い
て
い
く
の
は
私
達
市
民
一
人

一
人
な
の
で
す
。
 


