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農
耕
社
会
の
日
本
で
水
不
足
は
最
大
の

悩
み
で
す
。
思
い
つ
く
限
り
の
手
段
・
方

法
で
雨
乞
い
祈
願
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

太
鼓
踊
り
は
、
太
鼓
や
鉦か

ね

の
音
で
悪
霊
を

威
嚇
し
、
踏
み
鎮
め
る
信
仰
か
ら
疫
病
送

り
や
虫
送
り
に
用
い
ら
れ
、
雷
鳴
に
似
る

こ
と
か
ら
、
打
ち
鳴
ら
す
と
雨
の
神
が
錯

覚
し
て
降
雨
を
も
た
ら
す
と
い
う
趣
向
で

す
。太

鼓
踊
り
が
多
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
滋

賀
県
で
も
、
伊
吹
・
山
東
地
域
は
と
く
に

そ
の
分
布
が
濃
密
で
、
現
在
で
も
九
つ
の

地
区
で
太
鼓
踊
り
が
踊
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

伊
吹
山
を
挟
ん
だ
岐
阜
県
西
濃
地
方
で
も

同
様
の
太
鼓
踊
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
、

揖
斐
郡
の
太
鼓
踊
り
に
は
「
江
州
か
ら
習

っ
た
」
と
い
わ
れ
る
も
の
や
、
か
つ
て
山

を
越
え
て
太
鼓
の
貸
し
借
り
を
し
て
い
た

こ
と
な
ど
、
伊
吹
山
を
と
り
ま
く
「
太
鼓

踊
文
化
圏
」
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

秋
晴
れ
の
九
月
二
三
日
、
春す

い

照じ
ょ
う

の
八
幡

神
社
で
太
鼓
踊
り
（
県
選
択
文
化
財
）
が

五
年
ぶ
り
に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
寛か

ん

文ぶ

ん

十

一
年
（
一
六
七
一
）
の

干
ば
つ
か
ら
始
め
ら
れ

た
と
い
わ
れ
る
、
農
民

た
ち
の
雨
乞
い
由
来
の

踊
り
で
す
。
た
だ
し
、

現
在
踊
ら
れ
て
い
る
の

は
、
豊
作
に
対
す
る
返

礼
の
踊
り
で
す
。
伊
吹

山
麓
の
太
鼓
踊
り
は
踊

り
手
が
多
い
の
が
特
徴

で
、
と
く
に
春
照
と
上

野
は
総
勢
二
〇
〇
人

に
も
な
り
ま
す
。
春

照
で
は
大
名
行
列
を

模
し
た
奴
振
り
や
、

雨
乞
い
に
関
係
す
る

山
伏

や

ま

ぶ

し

や
法
印

ほ

う

い

ん

、
大お

お

団
扇

う

ち

わ

な
ど
が
参
加
す

る
道
行

み

ち

ゆ

き

は
壮
観
で
、

神
社
境
内
で
は
太
鼓

踊
り
が
盛
大
に
奉
納

さ
れ
ま
し
た
。

太
鼓
踊
り
の
中
心
は
太
鼓
や
鉦
、
音
頭

で
す
が
、
奴
振ふ

り
な
ど
は
、
明
治
以
降
に

人
目
を
驚
か
す
趣
向
と
し
て
加
わ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
春
照
は
北
国

ほ

っ

こ

く

脇わ

き

往
還

お

う

か

ん

の
宿
場
町
で
、
江
戸
時
代
に
は
北
陸
や
湖

西
の
大
名
が
参
勤
交
代
で
通
っ
て
い
ま
す
。

奴
振
り
は
、
小
粋
で
見
栄
を
飾
っ
た
大
名

行
列
の
先
払
い
役
で
、
多
く
の
村
で
祭
礼

に
奴
振
り
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
お
腹
に

絵
を
か
く
の
は
全
国
的
に
も
春
照
だ
け
だ

そ
う
で
、
昭
和
四
二
年
の
奉
納
か
ら
始
め

ら
れ
た
よ
う
で
す
。

山
伏
や
法
印
は
、
あ
る
干
ば
つ
の
年
に

数
人
の
山
伏
が
春
照
宿
を
通
り
合
わ
せ
、

村
人
に
雨
乞
い
を
依
頼
さ
れ
た
と
こ
ろ
、

雨
が
降
っ
た
こ
と
か
ら
行
列
に
参
加
し
ま

し
た
。
ま
た
、
伊
吹
山
の
弥や

高た

か

寺じ

の
山
伏

と
の
関
連
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

寺
社
奉
行
は
、
幕
府
の
宗
教
行
政
司
法
機

関
で
す
。
昭
和
四
〇
年
ご
ろ
に
的
場
松
平

さ
ん
の
発
案
で
く
わ
え
ら
れ
た
役
方
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

な
か
な
か
注
目
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
道
行

の
最
後
尾
を
「
返
礼
踊
」
と
大
書
さ
れ
た

大
団
扇
が
行
き
ま
す
。
明
治
二
六
年
の
記

録
に
は
、
団
扇
二
五
人
と
六
種
類
の
寸
法

が
示
さ
れ
、
最
大
は
長
さ
一
丈
六
尺
（
約

四．

八
メ
ー
ト
ル
）、
幅
四
尺
二
寸
（
約
一．

二
メ
ー
ト
ル
）
の
六
本
で
す
。
赤
地
の
渋

紙
が
張
ら
れ
、
銀
紙
で
縁
取
り
を
し
、
五

色
の
布
を
て
っ
ぺ
ん
か
ら
垂
ら
し
、
白
布

で
背
中
と
腰
に
く
く
り
、
前
に
太
鼓
を
つ

け
て
踊
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
て
、

こ
の
大
団
扇
は
、
太
鼓
打
ち
が
前
後
に
体

を
振
っ
て
踊
る
こ
と
で
、
団
扇
が
風
を
起

こ
し
、
雨
を
よ
ぶ
趣
向
で
す
。
こ
の
大
団

扇
は
、
か
つ
て
大
野
木
や
藤
川
、
い
ま
で

も
揖
斐
郡
の
谷
汲

た

に

ぐ

み

踊お

ど

り
な
ど
で
背
負
う

「
ホ
ー
ロ
ー
」「
シ
ナ
イ
」「
バ
ン
バ
ラ
」
な

ど
の
鮮
や
か
な
背
負
い
物
に
変
化
し
な
が

ら
伝
播
し
て
い
き
ま
す
。
太
鼓
踊
り
は
趣

向
を
凝
ら
し
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。

（
歴
史
文
化
財
保
護
課
）
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史
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五
年
ぶ
り
に
盛
大
に
奉
納

▲ 奴振り

▲ 大団扇

太
鼓
踊
り
に
加
わ
る
趣
向

や
っ
こ


