
 

第
四
章

竜
が
も
た
ら
す
洪
水

前
章
で
は
、
竜
が
雨
や
暴
風
雨
・
言
雨
を
呼
ぶ
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
そ
し
て
竜
は
場
合
に
よ
る
と
党
鐘
に
変
身
す
る
と
想
像
さ

れ
、
党
鐘
が
竜
と
の
関
係
も
あ
っ
て
雨
乞
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
き
た

こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
本
章
で
は
既
に
第
一
章
の
(
一
)

や
(
一
七
)
の
伝
説
を
は
じ
め
と
し
て
、
何
度
か
触
れ
て
き
た
洪
水

な
ど
の
原
因
と
し
て
竜
が
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
引
き

続
き
伝
説
を
素
材
に
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

( 

一、-'

辰
野
と
樋
口
(
長
野
県
上
伊
那
郡
辰
野
町
)

昔
朝
臼
村
の
荒
神
山
が
伊
那
の
東
西
両
山
、
肱
の
聞
を
繋
い
で
居

た
為
め
に
、
諏
訪
湖
は
此
処
ま
で
一
ぱ
い
に
水
を
湛
え
て
居
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
中
に
ヌ
シ
の
大
蛇
が
住
ま
っ
て
居
た
。
あ
る
年
大
洪

水
の
折
、
荒
神
山
の
途
中
が
切
れ
て
湖
水
の
水
は
一
時
に
天
龍
川

へ
流
れ
出
し
、
其
の
跡
が
次
第
に
潤
れ
て
や
が
て
平
地
に
な
っ
た
。

そ
し
て
ヌ
シ
の
蛇
は
居
所
を
失
く
し
て
そ
れ
も
此
鹿
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
。
辰
野
と
云
ふ
名
前
は
そ
の
た
め
に
出
来
た
の
だ
と
云
つ

て
居
る
。
そ
し
て
荒
神
山
が
崩
れ
て
水
が
流
れ
出
し
た
所
が
今
の

樋
口
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
ー
(
岩
崎
清
美
『
伊
那
の
伝
説
』
二

三
九
頁
・
歴
史
図
書
社
・
一
九
七
九
)

伝
説
に
よ
れ
ば
、
昔
は
荒
神
山
が
伊
那
の
東
西
の
山
脈
を
つ
な
い

で
い
て
、
諏
訪
湖
は
現
在
の
辰
野
町
の
あ
た
り
ま
で
水
を
た
た
え
、

そ
の
中
に
主
の
大
蛇
が
い
た
。
あ
る
年
の
洪
水
で
荒
神
山
の
途
中
が

切
れ
、
諏
訪
湖
の
水
は
天
竜
川
に
流
れ
出
し
、
そ
の
あ
と
が
次
第
に

か
れ
て
平
地
に
な
っ
た
。
大
蛇
は
い
る
場
所
が
な
く
な
り
、
こ
こ
で

死
ん
だ
。
辰
野
と
い
う
地
名
は
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
。
い
わ

ば
地
名
の
成
立
の
伝
説
で
す
。

こ
こ
で
も
湖
の
主
の
大
蛇
と
洪
水
と
が
、
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
語
ら

れ
て
い
ま
す
。
諏
訪
大
明
神
が
蛇
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
す
し
、

既
に
見
た
伝
説
の
な
か
で
も
、
明
神
様
が
大
蛇
・
竜
と
し
て
語
ら
れ

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
辰
野
に
住
ん
だ
と
い
う
大
蛇
は
諏
訪
大
明

神
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
審
族
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ワーワ白

〆'、

一、-'

辰
野
の
由
来
(
上
伊
那
郡
辰
野
町
)

大
昔
、
こ
こ
に
大
き
な
海
が
あ
っ
て
底
に
竜
が
住
ん
で
い
た
。

あ
る
年
の
夏
、
大
雨
が
降
っ
て
大
水
が
出
て
一
角
が
く
ず
れ
、
海

の
水
が
流
れ
出
し
て
だ
ん
だ
ん
水
が
少
な
く
な
り
、
底
が
見
え
る

く
ら
い
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
一
天
に
わ
か
に
か
き
曇
り
、
竜
巻



き
が
起
き
て
竜
が
天
へ
上
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。
水
が
ひ
け
て
し

ま
う
と
海
は
一
大
野
原
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
こ
こ
の
こ
と
を
竜

野
(
辰
野
)
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ー
(
『
長
野
県
史
』
民
俗

編
・
第
二
巻
(
三
)
六
二
ハ
頁
・
長
野
県
史
刊
行
会
・
一
九
八
九
)

こ
の
伝
説
は
先
の
伝
説
と
同
じ
も
の
で
す
。
ま
た
第
二
章
の
(
一
)

(
二
)
と
も
共
通
性
を
も
ち
ま
す
。
こ
こ
で
は
大
雨
が
降
っ
て
、
大

水
が
出
て
か
ら
、
竜
巻
が
起
き
て
竜
が
天
に
上
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
各
地
に
竜
が
天
に
上
る
時
に
は
大
洪
水
を
起
こ
し

て
、
そ
の
力
を
利
用
し
て
天
に
上
る
と
い
う
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
ま

す
(
『
日
本
伝
説
大
系
』
第
一
巻
一
一
一
一
頁
・
み
ず
う
み
書
房
・
一

九
八
五
、
同
第
八
巻
一

O
O頁
な
ど
〉
。
こ
の
伝
説
は
そ
う
し
た
も

の
に
つ
な
が
り
、
こ
の
洪
水
が
本
来
的
に
天
に
上
ろ
う
と
す
る
竜
に

よ
っ
て
も
た
胃
り
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
想
定
さ
せ
ま

す。
こ
れ
ま
で
の
話
で
、
諏
訪
明
神
と
竜
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
に
つ

い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
念
の
た
め
に
そ
う
し
た
こ
と
を
示
す

伝
説
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

f句、

一一一、J

尾
掛
松
(
諏
訪
郡
下
諏
訪
町
)

う
ん
と
大
む
か
し
は
、
神
様
の
世
の
中
だ
っ
た
ち
ゅ
う
。
そ
の

こ
ろ
の
神
様
た
ち
は
、
一
年
に
い
っ
ぺ
ん
十
月
に
な
り
ゃ
あ
、
白

本
中
か
ら
、
ひ
と
り
残
ら
ず
出
雲
の
国
(
島
根
県
)
に
集
ま
っ
ち
ゃ

話
し
合
い
を
し
た
だ
と
。
日
本
中
の
神
様
が
、
日
本
の
ぼ
う
ぼ
う

を
、
る
す
に
す
る
も
ん
で
、
十
月
の
こ
と
を
、
神
様
が
、
い
ね
え
っ

ち
?
つ
こ
と
か
ら
、
神
無
月
と
い
う
だ
つ
て
。

出
雲
に
集
ま
る
時
、
神
様
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
ん
な
姿
に

な
っ
て
、
で
か
け
た
だ
っ
て
。
諏
訪
の
お
明
神
様
は
、
う
ん
と
り
っ

ぱ
な
竜
の
姿
に
な
っ
て
、
で
か
け
た
だ
っ
ち
?
っ
。

あ
る
年
の
十
月
の
神
様
の
話
し
合
い
の
時
だ
っ
た
。
日
本
中
か

ら
集
ま
っ
た
神
様
た
ち
が
、
口
を
そ
ろ
え
て
、
お
明
神
様
に
、

「
諏
訪
の
お
明
神
様
。
お
明
神
様
の
姿
は
、
い
つ
も
、
頭
だ
け
し

か
見
え
な
い
が
、
体
ゃ
、
尾
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
だ
ね
己

っ
て
、
き
い
た
っ
て
。
そ
し
た
ら
、
お
明
神
様
は
、
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
ツ

-28-

と
時
夫
っ
て
、

「
お
れ
の
体
は
な
あ
、
こ
の
家
を
七
巻
半
し
て
、
そ
し
て
、
尾
は
、

諏
訪
湖
の
そ
ば
の
、
高
い
木
に
掛
け
て
あ
る
ぞ
え
。
」

っ
て
、
す
ま
し
て
、
こ
た
え
た
っ
ち
ゅ
う
。

「
へ
え
て
こ
の
家
を
七
巻
半
も
し
て
:
:
:
尾
が
、
諏
訪
湖
の
そ

ば
の
高
い
木
に
。
」

っ
て
、
ま
わ
り
の
神
様
た
ち
ゃ
、
目
を
白
黒
さ
せ
て
、
た
ま
げ
た
っ

て
。
体
が
出
雲
か
ら
、
諏
訪
湖
ま
で
続
い
て
い
る
っ
ち
?
つ
こ
と



 

は
、
い
ま
の
中
園
地
方
の
島
根
県
か
ら
、
近
畿
地
方
を
こ
え
て
、

そ
し
て
、
諏
訪
湖
ま
で
、
え
ん
え
ん
と
続
い
て
る
ち
ゅ
う
こ
と
だ

0

だ
い
た
い
日
本
の
閣
の
一
殺
さ
の
は
ん
ぶ
ん
ち
か
く
に
な
る
も
ん
で
、

と
て
つ
も
な
い
、
で
っ
か
い
混
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
中
の

神
様
が
、
び
っ
く
り
す
る
の
も
む
り
な
い
。
神
様
た
ち
は
、
背
く

な
っ
て
、

「
お
明
神
様
。
は
る
ば
る
信
濃
の
諏
訪
か
ら
、
出
笠
ま
で
は
遠
い

の
で
、
こ
れ
か
ら
は
、
話
し
合
い
に
こ
な
ん
で
く
だ
さ
れ
。
話
し

合
い
の
よ
う
す
や
、
き
ま
っ
た
こ
と
は
、
こ
ち
ら
か
ら
で
か
け
て
、

お
し
ら
せ
に
ま
い
り
ま
す

っ
て
、
い
っ
た
っ
て
。

「
そ
り
ゃ
、
お
あ
り
が
た
い
。
そ
う
し
て
く
り
ょ

J

っ
て
、
お
明
神
様
は
、
で
っ
か
い
郊
で
い
っ
て
か
ら
、
み
る
み
る

う
ち
に
、
開
雨
雲
に
の
っ
て
、
諏
訪
湖
へ
か
え
っ
て
、
深
く
も
ぐ
っ

た
っ
中
り
ゅ
・
つ
。

そ
の
あ
と
、
諏
訪
に
は
、
十
月
も
神
様
、
が
い
る
も
ん
で
、
神
無

月
っ
ち
ゅ
う
も
ん
は
な
い
だ
っ
て
。

ま
た
、
お
明
神
織
が
、

(
大
和
)
諏
訪
湖
の
そ
ば
の
高
い
木

に
、
掛
け

で
あ
る
ぞ

ぐ2

い
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
あ
と
、
大
和
〈
諏
訪
市
大
和
〉

尾掛松

ハ同
υ

り白

(
下
諏
訪
町
高
木
〉
と
い
う
地
名
が
、
生
ま
れ
た
だ
っ
て
。

尾
を
掛
け
た
高
い
木
は
、
い
ま
も
高
木
に
、
尾
掛
松
と
し
て
残
っ

て
い
る
ぞ
え
。
(
竹
村
良
信
事
似
訪
の
む
か
し
話
』
一
五
じ
民
e

信
濃
教
育
会
出
版
部
・
一
九
八
一
)

伝
説
の
世
界
で
は
、
諏
訪
大
明
神
の
姿
は
大
き
な
蛇
、
竜
だ
っ
た

の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
時
に
滋
が
隠
を
掛
け
た
と
い
う
隠
掛
松
は
現

て
い

に
関
し
て
は
、

諏
訪
信
仰
の
一
応
に
な
っ
た
も
の

様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
か
ら
竜
に
関
悔
し
そ
う
な
も
の



 

だ
け
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
宮
地
直
一
は
諏
訪
地
方
の
原
始

信
仰
と
し
て
、
居
住
民
の
環
境
を
基
調
と
し
て
自
ら
に
発
達
し
た
自

然
信
仰
の
中
に
、
山
と
水
の
崇
拝
、
石
と
木
と
の
崇
拝
、
雨
と
風
と

の
崇
拝
、
竜
神
信
仰
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
最
後
の
例
と

し
て
い
わ
ゆ
る
泉
小
太
郎
と
甲
賀
三
郎
の
伝
説
に
触
れ
、
後
者
で
は

「
神
道
集
」
に
収
め
る
諏
訪
縁
起
の
竜
神
の
問
題
。
ま
た
「
諏
訪
大

明
神
画
詞
」
に
明
神
が
竜
の
形
に
て
現
わ
れ
た
と
出
て
く
る
事
な
ど

を
示
し
て
い
ま
す
(
宮
地
直
一
『
諏
訪
史
』
第
二
巻
前
編
二
二
頁
以

下
・
信
濃
教
育
会
諏
訪
部
会
・
一
九
一
三
)
。
金
井
典
美
は
諏
訪
神

社
が
非
常
に
早
い
段
階
か
ら
「
蛇
を
象
徴
動
物
と
す
る
水
神
」
と
し

て
中
央
政
府
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
ま

す
(
金
井
典
美
『
諏
訪
信
仰
史
』
四
頁
・
名
著
出
版
・
一
九
八
二
)
。

こ
う
し
た
指
摘
で
も
わ
か
る
よ
う
に
よ
う
に
、
諏
訪
の
明
神
様
が
竜

の
姿
を
し
て
い
た
事
、
竜
神
様
が
水
の
信
仰
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い

た
事
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

再
び
水
と
関
係
の
深
い
竜
の
伝
説
に
帰
り
ま
し
ょ
う
。
上
伊
那
郡

長
谷
村
に
は
次
の
よ
う
な
大
蛇
に
関
す
る
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

(
四
)

黒
河
内
長
者
屋
敷
(
上
伊
那
郡
長
谷
村

黒
河
内
)

黒
河
内
門
気
坂
に
さ
し
か
か
る
所
一
帯
を
長
者
屋
敷
と
呼
ぶ
。

昔
、
こ
の
地
に
長
者
の
住
居
が
あ
り
、
そ
の
長
者
に
一
人
の
美
し

い
娘
が
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
屋
敷
に
毎
夜
の
如
く
遊
び
に
通
う

若
者
が
あ
っ
て
近
郷
近
在
の
評
判
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
そ
の

若
者
は
戸
倉
山
池
の
谷
山
中
に
棲
む
池
の
主
、
即
ち
大
蛇
の
化
身

で
あ
る
と
の
噂
が
伝
わ
っ
た
。
娘
は
真
偽
を
検
め
そ
う
と
、
あ
る

夜
一
男
の
油
断
を
う
か
が
い
、
着
物
の
裾
に
針
を
刺
し
て
帰
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
次
の
夜
若
者
は
姿
を
見
せ
ず
、
天
地
の
震
動
せ
ん
ば

か
り
の
大
暴
風
雨
と
な
り
、
た
ち
ま
ち
三
峯
川
は
大
洪
水
を
起
こ

し
、
翌
朝
大
蛇
の
屍
が
激
流
を
流
さ
れ
て
ゆ
く
の
を
見
た
と
い
う
。

l

q
長
野
県
上
伊
那
誌
』
第
五
巻
民
俗
篇
上
一
四
四
七
頁
・

、
上
伊
那
誌
刊
行
会
・
一
九
八

O
)

長
谷
村
の
三
峰
川
に
か
か
わ
る
伝
説
で
す
。
長
者
の
娘
の
と
こ
ろ

に
通
う
若
者
が
あ
っ
た
。
彼
は
大
蛇
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
噂
が
た
つ

た
の
で
、
娘
は
真
偽
を
確
か
め
よ
う
と
、
男
の
着
物
に
針
を
刺
し
て

帰
し
た
。
次
の
日
若
者
は
姿
を
見
せ
ず
、
天
地
が
振
動
す
る
よ
う
な

大
暴
風
と
な
り
、
三
峰
川
は
大
洪
水
と
な
っ
た
。
翌
朝
大
蛇
の
屍
が

激
流
に
流
さ
れ
て
い
く
の
が
見
ら
れ
た
と
い
う
内
容
で
す
。

伝
説
の
筋
か
'
り
し
て
、
こ
の
時
の
洪
水
が
娘
に
針
を
刺
さ
れ
た
大

蛇
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
す
。
こ
こ
で
も
大
蛇
日
竜

は
大
暴
風
を
起
こ
す
特
別
な
能
力
を
も
っ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
洪
水
と
と
も
に
、
こ
こ
で
は
屍
で
は
あ
り
ま
す
が
、
竜
が
流
れ
て

nu 



 

い
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
ま
で
何
度
も
触
れ
て
き
た
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
竜
が
水
害
の
原
因
を
な
し
て
い
る
と
い
う

理
解
が
あ
っ
た
の
で
す
。

(
五
)

熱
田
神
社
と
大
蛇
の
骨
(
長
野
県
上
伊
那
郡
長
谷
村
)

昔
日
本
武
尊
が
東
夷
征
伐
の
帰
り
に
、
甲
斐
の
酒
折
宮
か
ら
山

坂
を
越
え
て
美
和
村
の
溝
口
へ
お
い
で
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
三
峰

川
の
上
流
に
大
蛇
が
住
ま
ひ
、
折
々
出
て
来
て
人
を
害
し
、
百
姓

の
難
儀
は
一
と
通
り
で
は
な
か
っ
た
。
尊
は
此
の
話
し
を
聞
し
百

し
て
大
へ
ん
に
気
の
毒
に
思
は
れ
、
あ
る
日
噂
の
あ
る
川
上
へ
行

っ
て
見
る
と
、
案
の
じ
よ
う
大
蛇
が
鎌
首
を
挙
げ
て
尊
を
た
だ
一

と
呑
み
と
向
か
っ
て
来
た
。
尊
は
直
ち
に
剣
を
抜
い
て
立
ち
所
に

此
れ
を
退
治
な
さ
れ
た
庫
、
大
蛇
の
血
が
河
原
を
真
赤
に
染
め
た

と
云
っ
て
、
今
其
鹿
を
赤
河
原
と
称
ん
で
居
る
。
百
姓
達
は
其
の

後
尊
の
恩
沢
を
慕
ひ
、
此
慮
に
尾
張
の
熱
田
神
社
を
勧
請
し
て
立

派
な
お
宮
を
建
て
た
。
そ
の
時
境
内
の
揮
の
大
樹
の
下
か
ら
大
蛇

の
白
骨
が
現
は
れ
た
の
で
、
一
し
ょ
に
お
宮
に
納
め
て
お
祭
り
を

し
た
。
今
日
お
宮
の
宝
物
と
な
っ
て
居
る
の
が
却
は
ち
そ
れ
で
あ

る
。
(
岩
崎
清
美
『
伊
那
の
伝
説
』
八
五
頁
)

こ
れ
は
日
本
武
尊
に
か
か
わ
る
伝
説
で
す
。
三
峰
川
の
上
流
に
大

蛇
が
住
い
、
時
々
出
て
き
て
人
に
害
し
て
い
た
。
日
本
武
尊
が
そ
れ

を
退
治
し
た
。
こ
の
た
め
に
大
蛇
の
血
が
流
れ
た
の
で
、
今
そ
の
場

所
を
赤
河
原
と
呼
ん
で
い
る
。
村
人
た
ち
は
彼
の
患
を
慕
っ
て
、
こ

こ
に
熱
田
社
を
勧
請
し
た
お
宮
を
建
て
た
が
、
そ
の
と
き
境
内
か
ら

大
蛇
の
白
骨
が
出
た
。
大
体
こ
う
い
う
筋
で
す
。

先
に
見
た
伝
説
が
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
峰
川
は
度
々

水
害
を
も
た
ら
す
荒
れ
川
で
す
。
そ
の
上
流
、
水
の
出
て
く
る
場
所

に
大
蛇
が
住
ん
で
い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
時
々
出
て
人
に
害
を
な

し
た
と
い
う
蛇
の
行
為
は
、
あ
る
い
は
洪
水
の
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

(
ム
ハ
)
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悪
い
滝
の
主
を
退
治
し
た
勇
士
(
下
伊
那
郡
喬
木
村
)

瀬
戸
の
滝
の
主
は
大
蛇
で
し
た
。
水
の
底
の
渦
の
中
か
ら
出
て

く
る
大
蛇
の
姿
は
大
変
恐
ろ
し
く
、
こ
の
た
め
人
々
は
決
し
て
瀬

戸
の
滝
に
は
近
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
蛇
は
毎
年
八
月
に
な
る

と
大
水
を
出
し
て
阿
島
の
水
田
を
流
し
て
し
ま
う
の
で
し
た
。
阿

島
の
人
々
は
ぜ
ひ
こ
の
大
蛇
を
退
治
し
て
し
ま
い
た
い
と
思
い
、

毎
年
勇
士
が
出
か
け
て
行
っ
た
が
、
ど
う
し
た
も
の
か
一
人
も
帰
っ

て
来
る
者
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
年
の
こ
と
、

旅
の
武
士
が
通
り
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の
武
士
は
腕
が
強
そ
う
に

見
え
た
の
で
、
村
の
人
々
は
大
蛇
退
治
を
頼
ん
だ
と
こ
ろ
「
お
任

せ
願
い
た
い
。
必
ず
退
治
し
て
進
ぜ
よ
う
」
と
引
受
け
て
く
れ
ま



し
た
。
翌
朝
、
武
士
は
瀬
戸
の
滝
へ
と
向
い
大
蛇
を
退
治
し
一
戻
っ

て
来
ま
し
た
。
武
士
は
大
蛇
を
退
治
し
た
様
子
を
村
人
に
話
し
ま

し
た
。
村
人
は
感
謝
し
武
士
を
も
て
な
し
ま
し
た
。
後
に
な
っ
て
、

こ
の
武
士
は
上
郷
の
野
底
山
の
姫
宮
で
ヒ
ヒ
退
治
で
有
名
な
岩
見

重
太
郎
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
大
水
も
な

く
な
っ
て
阿
島
の
水
田
は
秋
に
な
る
と
稲
穂
が
黄
金
の
波
を
打
つ

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ー
(
『
喬
木
村
誌
』
下
巻
七

九

O
頁
・
喬
木
村
誌
刊
行
会
・
一
九
七
九
)

こ
の
伝
説
は
、
瀬
戸
の
滝
に
住
ん
だ
と
い
う
大
蛇
に
ま
つ
わ
る
も

の
で
す
。
こ
の
大
蛇
は
毎
年
八
月
に
な
る
と
、
阿
島
の
水
田
を
流
し

て
し
ま
う
の
で
、
勇
士
を
頼
ん
で
退
治
し
よ
う
と
し
た
。
強
そ
う
な

武
士
を
見
つ
け
て
依
頼
し
て
引
き
受
け
て
も
ら
い
、
大
蛇
は
退
治
さ

れ
た
。
後
に
、
退
治
し
た
の
は
岩
見
重
太
郎
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
そ
れ
か
ら
は
大
水
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
話
で
は
大
蛇
が
洪
水
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

必
然
的
に
大
蛇
を
退
治
す
れ
ば
、
洪
水
は
な
く
な
り
水
田
は
流
さ
れ

な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
大
蛇
が
洪
水
を
も
た
ら

す
の
だ
と
い
う
理
解
が
こ
こ
に
も
み
え
ま
す
。

(七)

池
口
の
大
蛇
(
下
伊
那
郡
南
信
濃
村
)

遠
山
郷
の
池
口
は
、
大
昔
凡
そ
二
、

三
千
年
前
ま
で
は
池
で
あ

り
、
大
蛇
が
主
と
し
て
住
ん
で
居
た
。
明
神
様
の
主
で
あ
っ
た
。

下
の
方
の
地
ば
ん
の
弱
い
処
が
大
地
震
か
何
か
の
は
ず
み
で
崩
れ
、

池
が
一
挙
に
押
出
し
て
、
大
島
、
漆
平
島
、
屋
の
島
、
松
島
七
島

が
其
の
時
出
来
た
と
言
伝
え
ら
れ
、
大
蛇
は
其
の
時
諏
訪
湖
に
上
っ

た
。
然
る
に
池
に
居
た
大
蛇
を
祭
る
事
に
な
っ
た
の
は
、
池
の
底

に
大
蛇
の
か
く
れ
場
が
有
っ
た
。
こ
れ
は
大
事
と
言
う
の
で
、
諏

訪
明
神
と
し
て
底
の
処
に
明
神
様
と
し
て
社
を
造
り
、
現
在
も
祭

り
続
け
て
い
る
。

i
(『
高
齢
者
の
語
り
第
一
輯
ふ
る
さ
と

へ
の
伝
言
』
一

O
七
頁
・
南
信
濃
村
教
育
委
員
会
・
一
九
八
三
)

既
に
第
二
章
(
一
)
以
降
の
伝
説
で
触
れ
た
よ
う
に
、
諏
訪
湖
の

主
は
、
そ
の
ま
ま
諏
訪
大
明
神
で
あ
り
、
そ
の
体
は
竜
の
姿
を
し
て

い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
伝
説
も
そ
れ
に
関
わ
り
ま
す
。
遠
山

郷
の
池
口
は
、
大
昔
は
池
で
、
大
蛇
が
主
と
し
て
住
ん
で
い
た
。
大

蛇
は
明
神
様
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
下
の
方
の
地
盤
が
弱
い
と
こ
ろ

が
崩
れ
て
、
池
が
一
挙
に
押
し
出
し
た
。
こ
の
時
に
大
蛇
は
諏
訪
湖

に
上
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
も
池
が
一
挙
に
押
し
出
し
た
こ
と
と
、
竜
の
移
動
と
が
関

連
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
池
の
主
は
、
諏
訪
大
明
神
で
あ
る
大
蛇
だ

と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
伝
説
の
内
容
と
の
重
な
り
が

見
て
取
れ
る
で
し
ょ
う
。



〈
八
)

と
う
ぢ
や
げ
の
池
(
下
伊
那
郡
天
竜
村
)

「遠III奇談Jに見える大蛇(山村書院版〉

下
伊
那
の
南
端
神
原
村
字
唐
沢
の
奥
の
入
り
、
俗
に
ト
ウ
ヂ
ヤ

ゲ
と
呼
ぶ
所
に
昔
大
池
が
あ
っ
た
。
ヌ
シ
の
大
蛇
、
時
々
出
で
h

水
の
出
口
を
塞
ぎ
、
そ
の
た
め
に
河
の
水
の
干
上
が
る
こ
と
が

度
々
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
一
刊
の
あ
る
所
を
、
か
ら
沢
と
称
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
。
あ
る
年
大
雨
の
時
、
池
の
堤
が
流
れ
て
河
水
汎
濫
、

池
の
水
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
為
に
大
蛇
は
居
所
を
失
ひ
、
深

見
の
池
へ
逃
げ
て
行
っ
た
。

深
見
の
池
へ
ヌ
シ
が
来
て
か
ら
、
近
く
の
寺
で
は
錨
を
熔
く
こ

と
を
止
め
た
。
鐘
の
音
を
聞
く
と
ヌ
シ
が
暴
れ
出
す
か
ら
だ
と
云
っ

て
居
る
。

i
(岩
崎
清
美
『
伊
那
の
伝
説
』
一

O
二
頁
・
臨
史
図

書
社
・
一
九
七
九
)

天
竜
村
神
原
字
成
沢
の
奥
の
入
の
ト
ウ
ジ
ャ
ゲ
に
大
池
が
あ
っ
た
。

こ
の
池
の
主
の
大
蛇
は
時
々
水
の
出
口
を
ふ
さ
い
だ
た
め
に
、
川
の

水
が
干
上
が
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
川
の
あ
る
と
こ
ろ
を
か

ら
沢
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
年
の
大
雨
で
、
池
の
堤
が
流
れ

て
、
川
は
大
氾
濫
を
し
た
。
池
の
水
が
流
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

性
む
と
こ
ろ
を
失
っ
た
大
蛇
は
、
深
見
の
池
(
阿
南
町
)
へ
逃
げ
た
。

深
見
へ
大
蛇
が
来
て
か
ら
近
く
の
キ
で
は
、
錨
の
音
を
聞
く
と
大
蛇

が
暴
れ
だ
す
か
ら
と
鐘
を
つ
く
の
を
止
め
た
と
い
う
内
容
で
す
。
前
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半
は
か
ら
沢
の
地
名
由
来
、
後
半
は
深
見
の
池
の
近
辺
で
鐘
を
つ
か

な
い
理
由
説
明
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
大
池
の
主
は
、
川
の
水
源
に
住
し
、
川
の
水
を
出
し
た
り
止

め
た
り
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
明
ら
か
に
水
を
司
る

神
保
で
す
。
こ
の
大
蛇
が
他
所
へ
移
動
す
る
に
際
し
て
は
大
氾
植
が

契
機
に
な
っ
て
い
ま
す
も
竜
野
の
竜
は
大
洪
水
で
天
に
上
り
ま
し
た
。

遠
山
の
大
蛇
は
池
の
水
の
押
し
出
し
で
諏
訪
湖
に
移
り
ま
し
た
。
大

体
も
と
い
た
場
所
よ
り
広
い
場
所
、
も
し
く
は
も
っ
と
良
い
条
件
の

場
所
に
移
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
伝
説
で
も
唐
沢
の
奥
の
大
池

よ
り
、
深
見
の
池
の
方
が
広
く
て
大
き
い
の
で
、
そ
ち
ら
に
大
蛇
は

意
図
的
に
移
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
洪
水
が
引
き
起

こ
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
や
は
り
洪
水
の
原
因
は
大
蛇
H

竜
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
に
関
係
し
て
、
鐘
を
つ
か
な
い
原
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

既
に
触
れ
て
き
た
よ
う
に
党
鐘
は
竜
の
化
身
で
あ
り
、
こ
れ
を
利
用

し
て
雨
乞
も
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
は

そ
の
ま
ま
、
深
見
の
主
が
大
雨
を
降
ら
す
、
洪
水
が
や
っ
て
来
る
と

い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
だ

か
ら
こ
そ
、
鐘
を
つ
く
の
が
忌
ま
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

深見地の祇園まつり 一泊の主をなぐさめる水まつり
cr山の湖J信濃毎日新開社刊より)
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〈九)

大
蛇
が
池
(
下
伊
那
郡
天
竜
村
)

平
時
村
字
字
連
の
今
小
学
校
の
あ
る
あ
た
り
は
昔
は
大
き
な
池

で
、
青
く
湛
へ
た
水
の
底
に
は
大
蛇
が
住
む
と
云
は
れ
て
人
た
ち

は
怖
が
っ
て
居
た
。
あ
る
年
大
地
震
が
起
っ
て
そ
の
池
の
壌
が
崩

れ
た
時
、
ヌ
シ
の
大
蛇
は
池
を
抜
け
出
て
、
和
知
野
川
を
下
っ
て

天
龍
川
へ
出
て
、
河
の
流
れ
を
遡
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
時
は
水
の

上
に
大
き
な
横
波
が
打
っ
て
、
大
蛇
の
背
中
の
鱗
折
か
ら
の
夕
陽

に
き
ら
き
ら
と
金
色
に
光
っ
た
と
云
ふ
。

天
龍
川
を
上
っ
た
大
蛇
は
大
下
僚
村
の
深
見
へ
行
っ
て
、
其
所

に
大
き
な
池
を
作
り
、
そ
れ
か
ら
は
其
の
池
に
住
む
よ
う
に
な
っ

た
。
今
の
深
見
の
池
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
(
岩
崎
清
美
『
伊

那
の
伝
説
』
一

O
六
頁
・
歴
史
図
書
社
・
一
九
七
九
)

こ
の
伝
説
も
前
の
も
の
に
類
し
ま
す
。
平
岡
小
学
校
が
あ
る
辺
り

は
昔
は
大
き
な
池
で
、
水
の
底
に
は
大
蛇
が
住
む
と
い
わ
れ
て
い
た
。

あ
る
年
大
地
震
が
起
こ
っ
て
池
の
堤
が
崩
れ
た
と
き
、
大
蛇
は
池
を

抜
け
出
て
、
天
竜
川
に
入
り
、
深
見
の
池
に
入
っ
た
、
と
の
こ
と
で

す
。
基
本
的
に
は
前
の
伝
説
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

(

一

O
)

先
途
の
お
池
の
主
(
長
野
県
下
伊
那
郡
天
竜
村
坂
部
)

む
か
し
先
途
っ
て
う
と
こ
は
、
三
軒
あ
っ
て
、
場
の
て
え
ら

(
平
ら
)
の
い
い
と
乙
だ
っ
た
。

そ
こ
に
池
が
あ
っ
て
、
先
途
の
あ
る
娘
が
、
毎
朝
そ
の
池
を
鏡

に
し
て
髪
の
毛
を
す
い
て
お
っ
た
。

そ
こ
を
先
途
の
お
池
の
主
が
見
て
お
っ
て
、
こ
の
娘
を
ど
う
し

て
も
嫁
に
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
。
そ
こ
で
お
池
の

主
は
、
蛇
の
体
を
人
間
の
格
好
に
変
え
て
、
こ
の
娘
と
愛
し
合
う

よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
と
き
、
こ
の
二
人
は
ひ
ょ
ん
な
こ
と
で
仲
が
悪

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
お
池
の
主
は
怒
っ
て
、
こ
の
娘
を
お
池
に

引
っ
ぱ
り
こ
ん
だ
っ
て
。

お
池
は
荒
れ
た
く
っ
て
、
一
面
に
ナ
ギ
(
地
す
べ
り
)
に
な
り
、

池
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
に
は
、
ナ
ギ
の
石
が
、

こ
の
蜂
山
越
え
て
、
富
山
の
大
谷
っ
て
と
こ
ま
で
落
ち
た
っ
て
。

こ
の
虫
川
も
、
そ
れ
ま
で
は
ず
っ
と
浅
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
そ
れ

か
ら
は
お
そ
ろ
し
く
深
く
な
っ
て
、
今
で
は
ず
う
っ
と
下
を
水
が

通
っ
と
る
。
先
途
に
三
軒
あ
っ
た
家
も
、
ナ
ギ
で
流
さ
れ
て
、
一

軒
き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
っ
て
。
ー
(
『
長
野
県
下
伊
那
郡
天

竜
村
坂
部
民
俗
誌
稿
』
三
二
頁
・
長
野
県
史
刊
行
会
・
一
九

八
五
)

同
じ
天
竜
村
に
残
る
伝
説
で
す
。
昔
先
途
に
は
池
が
あ
っ
た
。
娘

が
そ
の
池
を
鏡
に
し
て
髪
の
毛
を
す
い
た
。
池
の
主
の
蛇
は
こ
の
娘

を
嫁
に
し
た
い
と
考
え
、
若
者
に
変
身
し
て
愛
し
合
う
よ
う
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
二
人
は
仲
が
悪
く
な
り
、
池
の
主
は
娘
を
池
に
引
き



込
ん
だ
。
池
は
荒
れ
、
一
面
に
地
滑
り
が
起
き
、
池
は
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
付
近
の
虫
川
は
こ
の
時
か
ら
深
く
な
り
、
先
途
に
三
軒

あ
っ
た
家
も
一
軒
に
な
っ
た
。

伝
説
は
虫
川
が
深
く
な
っ
た
こ
と
と
、
先
途
の
家
数
が
少
な
い
説

明
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
池
の
主
の
蛇
が
原
因
で
ナ
ギ
が
起

き
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
滑
り
の
原
因
は
池
の
水
が

流
れ
た
た
め
で
す
。
こ
れ
は
蛇
抜
け
災
害
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
伝
説
な
ど
か
ら
、
大
雨
を
も
た
ら
す
こ
と
が

で
き
る
、
池
や
川
な
ど
の
水
を
統
御
で
き
る
神
の
化
身
と
し
て
大
蛇
H

竜
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
水
を
統
御
す
る
能
力
の

ゆ
え
に
、
洪
水
も
竜
が
引
き
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
竜

が
洪
水
を
引
き
起
こ
す
理
由
と
し
て
は
、
竜
の
個
人
的
な
人
間
と
の

関
係
と
と
も
に
、
竜
そ
の
も
の
が
住
家
を
か
え
た
り
、
天
に
上
ろ
う

と
す
る
よ
う
な
と
き
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

も
し
洪
水
や
蛇
抜
け
が
こ
の
よ
う
に
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
だ

と
す
る
と
、
そ
の
対
策
は
竜
に
対
処
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

く
な
り
ま
す
。
と
も
か
く
、
天
竜
川
沿
い
に
洪
水
な
ど
は
竜
が
も
た

ら
す
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
色
濃
く
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
す
。

第
五
章

水
害
へ
の
対
処

こ
れ
ま
で
、
天
竜
川
沿
い
の
水
害
に
つ
い
て
、
伝
説
を
素
材
に
し

て
考
察
し
て
き
ま
し
た
。
で
は
、
天
竜
川
沿
い
に
住
ん
だ
人
々
は
水

害
に
ど
の
よ
う
に
し
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
代

で
は
治
水
と
い
え
ば
堤
防
の
構
築
な
ど
が
主
体
で
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
前
章
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
竜
H
大
蛇
が
水
害
の
原
因
だ
と
い

う
よ
う
な
考
え
方
が
強
か
っ
た
時
代
に
は
、
堤
防
以
上
に
重
要
だ
っ

た
の
は
そ
う
し
た
竜
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
押
え
る
か
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
最
後
に
同
じ
く
伝
説
な
ど
を

通
じ
て
天
竜
川
沿
い
の
人
々
が
い
か
に
し
て
水
害
を
避
け
よ
う
と
し

た
か
を
、
主
と
し
て
住
民
の
精
神
的
な
面
に
光
を
当
て
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
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[
水
神
を
祭
る
]

水
害
が
水
を
司
る
神
で
あ
る
竜
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
な
ら
ば
、
水
害
に
対
処
す
る
に
は
私
達
と
は
異
な
る
世
界
の

住
人
で
あ
る
竜
を
も
従
え
う
る
力
の
あ
る
も
の
が
必
要
に
な
り
ま
す
。


