
第
二
章

虫色

抜

Ij 

第
一
章
で
は
、
天
竜
川
の
洪
水
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
災
害
の
伝

説
を
見
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
伝
説
の
内
容
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

子
泣
き
石
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
洪
水
の
際
に
大
き
な
石
が
運
ば

れ
た
こ
と
で
す
。
天
竜
川
が
大
洪
水
を
記
こ
す
よ
う
な
時
に
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
大
雨
が
降
り
ま
し
た
。
こ
の
雨
は
周
屈
の
山
々
に

も
降
り
、
天
竜
川
の
支
流
か
ら
本
流
に
向
か
っ
て
洪
水
が
起
き
ま
し

た
が
、
そ
の
多
く
の
場
合
、
水
だ
け
で
な
く
土
石
流
と
な
り
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
伊
那
谷
の
東
西
に
は
南
ア
ル
プ
ス
と
中
央
ア
ル
プ
ス

の
高
山
が
連
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
最
も
低
い
天
竜
川
を
め

が
け
て
周
囲
に
降
っ
た
雨
が
流
れ
込
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
上
、
南
ア

ル
プ
ス
は
花
商
岩
質
で
保
水
性
に
乏
し
い
た
め
、
水
の
出
は
急
で
し

た
。
そ
れ
に
花
関
岩
の
風
化
し
た
も
の
は
崩
れ
や
す
く
、
土
石
流
に

な
り
や
す
か
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
天
竜
川
が
洪
水
に
見
舞
わ

れ
る
よ
う
な
時
に
は
、
た
い
て
い
土
石
流
が
伴
い
ま
し
た
。
む
し
ろ

天
竜
川
の
支
流
の
洪
水
の
被
害
の
ほ
と
ん
ど
は
、
土
石
流
と
い
っ
て

も
よ
い
ぐ
ら
い
な
の
で
す
。
天
竜
川
の
水
害
を
考
え
る
に
は
、
土
石

流
災
害
を
欠
く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

じ
ゃ
ぬ

こ
の
土
石
流
の
こ
と
を
、
こ
の
地
方
で
は
蛇
抜
け
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
本
意
を
通
じ
て
考
察
す
る
よ
う
に
、
こ
の
名
前
自
体
に
大
き
な

意
味
が
臆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
の

掌
で
は
天
竜
川
の
洪
水
と
と
も
に
、
そ
の
支
流
か
ら
も
た
ヨ
り
さ
れ
た

蛇
抜
け
の
伝
説
を
、
北
か
ら
南
へ
と
追
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

r-、

一、--'

沢
底
の
蛇
の
池
(
長
野
県
上
伊
那
郡
辰
野
町
朝
日
沢
底
)

沢
底
の
山
寺
に
堂
平
と
い
う
所
が
あ
り
、
昔
こ
こ
に
お
寺
が
あ
っ

た
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
廃
寺
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
堂
平
に
蛇
の
池
と
よ
ぶ
小
さ
い
が
底
無
し
の
池
が
あ
る
。

昔
、
こ
の
池
に
大
蛇
が
住
ん
で
い
た
が
、
大
雷
爵
で
山
抜
け
し
た

と
き
、
一
緒
に
流
れ
て
行
衛
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
池
か
ら
七
、

八
間
離
れ
た
と
こ
ろ
に
蛇
ヌ
ケ
と
い
っ
て
、
蛇
の
抜
け
出
し
た
跡

だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
池
を
掻
き
ま
わ
す
と
雨
が
降
る

と
言
っ
て
、
誰
も
普
か
ら
手
を
出
し
た
者
が
い
な
い
と
い
う
。
ー

(
『
長
野
県
上
伊
那
誌
』
民
俗
篇
上
一
四
三
一
頁
・
上
伊
那
誌
刊

行
会
・
一
九
八

O
)

辰
野
町
の
沢
底
の
堂
平
に
蛇
の
池
と
呼
ぶ
小
さ
い
底
無
し
の
沼
が

あ
り
、
昔
こ
こ
に
大
蛇
が
住
ん
で
い
た
が
、
大
雷
雨
で
山
抜
け
し
た

時
、
一
緒
に
流
れ
て
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
池
か
ら
七
、
八

間
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
蛇
抜
け
と
い
っ
て
、
蛇
の
抜
け
出
し
た
あ
と
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だ
と
い
う
所
が
あ
る
、
こ
れ
が
低
説
の
内
容
で
す
。

伝
説
で
は
大
雷
雨
で
山
抜
け
し
た
時
、
大
蛇
は
一
緒
に
流
れ
出
し
、

し
か
も
蛇
の
抜
け
出
し
た
あ
と
は
蛇
抜
け
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ

の
山
抜
け
は
土
石
流
で
す
。
そ
し
て
そ
の
跡
が
蛇
抜
け
な
の
で
す
。

こ
の
伝
説
で
は
あ
ま
り
明
確
に
出
て
は
お
り
ま
せ
ん
が
、
蛇
が
池
か

ら
抜
け
出
し
た
の
で
蛇
抜
け
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
蛇
抜
け
と
い

う
名
称
か
ら
も
わ
か
る
理
解
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
蛇
抜
け
を
す

る
た
め
に
、
大
蛇
は
大
雷
雨
を
呼
ん
だ
の
で
す
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
大
蛇
は
水
を
司
り
、
雷
雨
を
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
特
別
な
能
力

を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
伝
説
の
後
半
部
に
、
こ
の
池
を
掻
き
回
す

と
雨
が
降
る
か
ら
と
い
っ
て
、
誰
も
昔
か
ら
手
を
出
さ
な
い
と
い
っ

て
い
る
の
は
、
こ
の
大
蛇
の
持
っ
て
い
た
水
神
と
し
て
の
能
力
に
つ

な
が
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

こ
の
話
は
、
前
章
で
見
た
天
竜
川
の
災
害
伝
説
の
(
一
)
(
一
一
二
)

と
も
関
係
し
て
い
ま
す
。
大
蛇
、
竜
は
水
の
神
で
あ
り
、
水
を
可
り
、

場
合
に
よ
る
と
蛇
抜
け
や
洪
水
な
ど
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
す
。

〆'、、

一一、-../

澗
ケ
入
鐘
楼
堂
(
上
伊
那
郡
辰
野
町
上
平
出
)

上
平
出
部
落
の
南
端
、
地
名
大
門
を
東
の
山
の
谷
間
に
入
る
こ

と
約
二
町
、
山
の
中
腹
が
鐘
楼
堂
の
あ
っ
た
所
で
あ
る
。
昔
、
そ

の
所
か
ら
山
抜
け
を
し
て
、
鐘
楼
堂
は
泥
砂
と
共
に
押
し
流
さ
れ
、

釣
鐘
は
天
竜
川
の
百
々
の
淵
に
こ
ろ
び
こ
ん
で
大
蛇
と
な
り
、
淵

の
主
と
な
っ
た
と
い
う
。
(
『
長
野
県
上
伊
那
誌
』
民
俗
篇

上
一
四
四
九
頁
・
上
伊
那
誌
刊
行
会
・
一
九
九

O
)

こ
の
伝
説
で
は
山
按
け
と
出
て
く
る
だ
け
で
、
蛇
抜
け
と
は
出
て

き
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
鐘
楼
堂
が
山
抜
け
に
よ
り
泥
砂
と
と

も
に
押
し
流
さ
れ
、
釣
鐘
は
天
竜
川
の
百
々
の
淵
に
転
び
込
ん
で
竜

に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
明
ら
か
に
竜
と
洪
水
と
の
関
係
が
読
み
取

れ
ま
す
。
(
一
)
の
伝
説
が
あ
る
辰
野
町
と
い
う
こ
と
を
も
加
味
す

れ
ば
、
こ
の
伝
説
も
蛇
抜
け
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

ワー

淵
に
鐘
が
あ
る
の
は
先
に
見
た
第
一
章
(
ニ
)
の
伝
説
と
も
つ
な

が
り
ま
す
。
さ
ら
に
竜
と
錨
と
が
深
い
関
係
に
あ
り
、
鐘
が
雨
乞
な

ど
に
使
わ
れ
る
事
例
は
広
く
全
国
に
見
ら
れ
ま
す
(
笹
本
正
治
「
中

世
の
音
・
近
世
の
音
l
鐘
の
音
の
結
ぶ
世
界

i
b
一
一
一
二
頁
以
下
・
名

著
出
版
・
一
九
九

O
)。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
も
触
れ

ま
す
。
(
一
)
の
伝
説
で
は
、
大
蛇
が
住
ん
で
い
た
池
の
水
を
撞
き

回
す
と
、
雨
が
降
る
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
も
竜
は
雨
の
神

で
あ
り
、
こ
れ
を
怒
ら
せ
れ
ば
雨
が
跨
る
と
い
う
意
識
が
見
ら
れ
ま

す
。
こ
の
伝
説
に
現
わ
れ
る
竜
に
化
身
し
た
党
鐘
に
は
、
本
来
雨
を



降
ら
せ
る
能
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

3

0

 

，ヵ
，-、

一一、J

お
や
子
石
(
上
伊
那
郡
高
遠
町
御
堂
垣
外
・
中
条
)

ず
う
っ
と
む
か
し
の
こ
と
だ
。
大
じ
し
ん
で
な
、
地
山
が
く
ず

れ
て
、
ド
ド
ド

i
ッ
と
土
砂
が
、
お
し
だ
し
た
と
。

地
山
に
は
、
お
や
子
の
山
犬
が
す
ん
ど
っ
た
が
、
お
っ
た
ま
げ

て
逃
げ
だ
し
た
と
さ
。
さ
き
に
母
犬
が
、
小
犬
を
つ
れ
て
な
。

あ
と
か
ら
追
い
か
け
て
き
た
父
犬
は
、
ワ
ン
、
ワ
ン
、
ほ
え
な

が
ら
逃
げ
て
い
っ
た
。
が
、
御
堂
垣
外
ま
で
き
た
時
に
、
藤
沢
の

蛇
ぬ
け
に
お
し
な
が
さ
れ
て
、
石
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
な
。

母
犬
と
小
犬
は
、
キ
ャ
ン
、
キ
ャ
ン
、
な
き
な
が
ら
、
ど
ん
ど
ん

逃
げ
た
。
け
れ
ど
も
、
お
っ
か
な
く
て
、
せ
つ
な
く
て
、
と
う
と

う
中
条
で
な
、
べ
っ
た
り
す
わ
り
こ
ん
だ
ま
ま
、
一
一
つ
の
石
に
な
っ

ゃ
ん
み
)
キ
C
O

そ
れ
だ
も
ん
で
、
父
犬
の
石
を
「
犬
石
」
と
い
い
、
母
犬
と
小

犬
の
石
を
「
子
つ
れ
石
」
と
よ
ん
だ
そ
う
な
。
そ
れ
か
ら
、

地
山
お
し
だ
す

犬
石
ほ
え
る
。

な
い
て
に
げ
る
は
、
子
つ
れ
石
。

と
、
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
。

そ
れ
ら
の
石
は
、
今
は
な
い
。
道
一
ぷ
し
ん
に
で
も
つ
か
わ
れ
て
し

ま
っ
た
の
か
な
。
!
(
塚
田
正
公
『
伊
那
の
民
話
j
信
濃
の
民
話

5
』
一
四
五
頁
・
信
濃
教
育
会
出
版
部
・
一
九
七
六
)

伝
説
は
地
震
の
た
め
に
山
が
崩
れ
、
山
に
住
ん
で
い
た
親
子
の
山

犬
が
逃
げ
出
し
た
。
父
犬
は
御
堂
垣
外
ま
で
来
た
と
き
に
蛇
抜
け
に

押
し
流
さ
れ
て
、
石
に
な
っ
た
。
母
犬
と
小
犬
は
逃
げ
た
け
れ
ど
も
、

恐
怖
と
切
な
さ
で
中
条
に
お
い
て
二
つ
の
石
に
な
っ
た
と
い
う
内
容

で
す
。災

害
の
本
来
の
原
因
は
地
震
で
す
が
、
話
の
展
開
か
'
り
し
て
そ
れ

が
引
き
金
に
な
っ
て
蛇
抜
け
が
起
こ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
蛇
抜
け

に
よ
っ
て
、
山
犬
が
犠
牲
に
な
り
、
そ
の
象
徴
と
し
て
彼
ら
が
石
に

な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
伝
説
は
、
先
に
見
た
洪
水
の
伝
説
の
第
一
章

(
七
)
で
市
田
の
出
砂
原
に
か
か
わ
る
市
田
駅
前
の
山
三
魚
癌
の
裏

庭
の
大
石
、
第
一
章
(
八
)
の
子
泣
き
石
と
共
通
性
を
も
ち
ま
す
。

特
に
子
泣
き
石
と
こ
の
伝
説
で
は
、
蛇
抜
け
の
記
念
碑
と
し
て
、
蛇

抜
け
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
大
石
が
犠
牲
者
の
供
養
と
一
緒
に
な
り
、

災
害
を
記
憶
す
る
手
段
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
ま
す
。
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(
四
)

犬
石
〈
上
伊
那
郡
高
遠
町
御
堂
垣
外
)

昔
、
池
山
が
押
し
出
し
て
き
た
と
き
、
大
石
、
犬
石
、
子
犬
石

の
三
個
の
犬
石
が
鳴
い
て
逃
げ
た
。
大
石
(
親
石
)
は
強
い
の
で



地
山
一
の
す
ぐ
下
に
止
ま
り
、
女
親
石
は
五

0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離

れ
た
と
こ
ろ
に
止
ま
W
J
、
子
供
石
は
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た

長
藤
村
の
中
条
と
い
う
所
に
止
ま
っ
た
と
い
う
。

i
(『
長
野
県

史
』
民
俗
編
・
第
二
巻
(
三
)
五
八
三
頁
・
長
野
県
史
刊
行
会
・

一
九
八
九
)

こ
の
伝
説
は
先
の
伝
説
の
異
な
る
形
態
の
も
の
で
す
。
基
本
的
内

容
は
変
わ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
意
義
も
同
じ
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
蛇
抜
け
の
伝
説
は
、
蛇
抜
け
が
天
竜
川
の
支

流
部
分
で
い
か
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
か
を
伝
え
て
い
る
と
患
い
ま
す
。

蛇
抜
け
と
い
う
語
の
説
明
は
色
々
あ
り
ま
す
が
、
土
石
流
が
蛇
抜
け

と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
大
蛇
が
抜
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
災
害
は

引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
底
辺
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

前
章
で
洪
水
が
大
蛇
と
関
係
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ

ま
し
た
が
、
蛇
抜
け
も
ま
た
同
様
の
性
格
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
で

す。

第
三
章

竜
と
釣
鐘
と
雨
・
水

こ
れ
ま
で
触
れ
て
き
た
伝
説
に
よ
っ
て
、
天
竜
川
の
洪
水
と
竜
と

が
深
い
関
係
に
あ
り
、
そ
の
支
流
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
土
石
流
、
す

な
わ
ち
こ
の
地
方
で
蛇
抜
け
と
呼
ば
れ
る
災
害
が
、
竜
H
大
蛇
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
洪
水
が
竜
そ
の
も
の
が
原
因
に
な
っ
て
起

こ
る
と
い
う
考
え
方
を
前
面
に
出
し
た
伝
説
を
確
認
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
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〆ー、

一、wノ

功
徳
島
寸
の
鑓
(
茅
野
市
北
山
湯
川
)

こ
の
先
二

0
メ
ー
ト
ル
ば
か
先
に
寺
が
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
の

寺
の
釣
り
鐘
を
、
大
昔
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
話
で
す
が
、
盗
ん
で
、

諏
訪
市
の
向
こ
う
の
岡
ハ
全
巾
で
す
が
、
間
谷
市
の
小
坂
観
音
へ
持
っ

て
行
こ
う
と
し
て
、
ま
、
盗
ん
だ
だ
か
ら
、
寺
の
だ
れ
も
い
な
い

と
き
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
い
っ
て
上
諏
訪
か
ら
諏
訪
湖
を
船
に
載

せ
て
い
く
と
、
近
い
わ
け
。
船
に
載
せ
て
い
っ
た
ら
、
非
常
に
い

い
お
天
気
だ
っ
た
の
に
、
小
坂
の
岸
へ
つ
く
少
し
手
前
に
、
そ
れ

こ
そ
一
天
に
わ
か
に
か
き
曇
り
、
そ
し
て
諏
訪
湖
が
極
端
に
荒
れ


