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日
本
社
会
は
、終
戦
直
後
の
焼
け
跡
の
何
も
な
い
貧
し
い
時
代
か
ら
、六
○
年

代
を
中
心
と
す
る
高
度
経
済
成
長
時
代
を
経
て
、短
期
間
の
間
に
未
曾
有
の
発

展
を
遂
げ
、物
質
的
に
き
わ
め
て
豊
か
な
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
れ

に
伴
っ
て
日
本
人
の
生
活
も
、あ
ら
ゆ
る
面
で
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
き
た
が
、

食
生
活
の
面
で
も「
い
つ
で
も
好
き
な
時
に
、好
き
な
も
の
を
、好
き
な
だ
け
食
べ

る
こ
と
が
で
き
る
」夢
の
よ
う
な
状
態
を
実
現
し
た
。世
界
の
あ
ら
ゆ
る
食
物
や

食
材
が
容
易
に
入
手
で
き
、世
を
あ
げ
て
グ
ル
メ・
ブ
ー
ム
や
飽
食
の
時
代
と
い
わ

れ
る
反
面
で
、残
留
農
薬
や
食
品
添
加
物
な
ど
食
の
安
全
の
問
題
、年
間
の
米

生
産
量
に
相
当
す
る
千
ト
ン
余
り
の

残
飯
や
食
べ
残
し
、低
い
食
物
自
給
率
、

拒
食
・
巨
食
な
ど
の
病
的
な
食
物
摂
取
、

栄
養
過
多
や
運
動
不
足
か
ら
の
肥
満

や
生
活
習
慣
病
の
増
加
、個
食
・
孤
食

な
ど
の
家
族
バ
ラ
バ
ラ
の
食
事
の
時
間

や
内
容
と
い
っ
た
新
た
な
問
題
も
現

出
し
て
い
る
。ま
た
最
近
で
は
、フ
ァ
ー

ス
ト
フ
ー
ド
や
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
、冷

凍
食
品
な
ど
の
画
一
的
な
味
や
大
量

生
産
の
加
工
食
品
を
見
直
し
、ゆ
と

り
の
あ
る
生
き
方
や
自
然
食
品
・
有

機
農
法
な
ど
に
高
い
関
心
を
示
す
ス

ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
も
先
進
国
を
中
心

に
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
。�

  

山
口
昌
伴
は
、一
九
五
五
年
に
台
所

と
呼
ば
れ
て
い
た
場
所
が
キ
ッ
チ
ン
と

呼
び
替
え
ら
れ
た
こ
と
に
生
活
景
観
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の
変
容
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
い
、こ
の
要
因
が
道
具
の
電
化
の
み
に
と

ど
ま
ら
ず
、食
べ
る
営
み
の
シ
ス
テ
ム
や
台
所
空
間
の
成
り
立
ち
自
体
を
異
な

る
も
の
に
し
て
き
た
と
論
じ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、「
土
間
が
な
く
な
っ
た
。土
間

と
高
床
の
中
間
に
あ
っ
た
段
板
や
中
の
床
も
な
く
な
っ
た
。そ
れ
は
台
所
の
土

離
れ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。半
屋
外
空
間
で
あ
っ
た
台
所
は
、土
と
、風
や
太
陽

と
の
関
係
を
断
っ
て
、居
室
の
一
隅
を
占
め
る
キ
ッ
チ
ン
と
な
っ
た
。
多
く
の
台

所
が
勝
手
口
を
失
い
、調
理
の
ス
ペ
ー
ス
を
失
っ
て
い
る
。
台
所
は
も
と
生
産
の

場
で
あ
っ
た
。そ
の
ま
ま
で
は
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
の
食
品
化
と
、食
い
の
ば
す

た
め
の
保
存
食
加
工
の
た
め
に
土
間
が
要
っ
た
。い
ま
は
生
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
去

っ
て
い
る
部
分
に
手
を
加
え
て
食
品
化
す
る
小
ま
め
な
調
理
は
広
い
板
の
間
で

行
わ
れ
て
い
た
。そ
う
し
た
加
工
に
も
風
や
太
陽
が
要
っ
た
。い
ま
や
完
全
に
屋

内
化
さ
れ
た
キ
ッ
チ
ン
は
、消
費
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
食
べ
る
営
み
の
装
置
と
な

っ
た
の
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る（
山
口
昌
伴「
道
具
」、高
度
成
長
期
を
考
え
る

会
編
『
家
族
の
生
活
の
物
語
』日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、一
九
八
五

年
、六
七
頁
）。�

  

ま
た
黒
田
節
子
も
、高
度
経
済
成
長
に
よ
る
生
活
水
準
の
急
激
な
上
昇
に
よ

っ
て
食
生
活
の
内
容
に
も
、か
つ
て
の
歴
史
上
に
な
か
っ
た
ほ
ど
の
変
化
を
も
た
ら

し
た
と
い
う
。黒
田
は
、「
食
品
の
買
物
の
し
か
た
、主
婦
の
料
理
の
し
か
た
、家
庭

で
の
食
事
風
景
、学
校
給
食
と
い
う
新
し
い
制
度
、一
般
庶
民
に
は
か
つ
て
な
か
っ

た
外
食
の
日
常
化
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。新
し
い
か
た
ち
の
食
品
や
商
店
が

次
々
と
出
現
し
、台
所
も
様
変
り
し
た
。新
し
い
設
備
や
器
具
に
囲
ま
れ
た
キ
ッ

チ
ン
、テ
ー
ブ
ル
に
並
ぶ
食
べ
も
の
も
、座
り
方
も
、食
べ
方
に
も
め
く
る
め
く
変

化
が
あ
っ
た
。人
び
と
は
、次
々
と
新
し
い
経
験
を
く
り
返
し
、興
奮
の
渦
の
中
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。人
び
と
を
そ
の
よ
う
に
駆
り
た
て
た
も
の
は
何

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。あ
ま
り
に
も
激
し
い
変
化
の
中
で
、い
ま
思
え
ば
、そ
れ
以

前
に
身
に
つ
け
て
い
た
食
品
の
選
び
方
や
料
理
態
度
や
食
事
の
し
か
た
を
あ
ま

り
に
無
雑
作
に
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」と
述
べ
、わ
れ
わ
れ
が

次
の
時
代
に
ど
ん
な
食
事
文
化
を
残
す
べ
き
か
、ま
た
高
度
成
長
と
は
何
だ
っ
た

の
か
の
見
直
し
を
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る（
黒
田
節
子「
食
事
」、高
度
成

長
期
を
考
え
る
会
編『
家
族
の
生
活
の
物
語
』日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版

部
、一
九
八
五
年
、一
○
七
頁
）。高
度
成
長
期
を
経
験
し
た
結
果
、最
も
大
き

な
変
化
は
、家
庭
で
食
卓
を
囲
む
人
数
が
減
っ
た
こ
と
と
、テ
レ
ビ
が
仲
間
に
加

わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。高
度
成
長
以
前
に
は
五
〜
六
人
、あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の

人
が
ち
ゃ
ぶ
台
を
囲
ん
で
い
た
の
に
、高
度
成
長
と
と
も
に
三
人
か
せ
い
ぜ
い
四

人
と
な
り
、さ
ら
に
一
人
暮
ら
し
や
老
夫
婦
だ
け
の
食
卓
風
景
が
増
加
し
、減
っ

た
家
族
の
分
を
テ
レ
ビ
が
補
う
形
で
家
庭
に
入
り
込
み
、同
時
に
上
下
の
座
の
秩

序
も
不
安
定
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。�

  

テ
レ
ビ
が
な
か
っ
た
貧
し
い
時
代
に
は
あ
っ
た
、「
食
べ
物
を
分
か
ち
あ
う
こ
と
を

通
じ
て
あ
っ
た
親
子
、夫
婦
、家
族
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、今
日
あ
っ
た
こ

と
の
報
告
、家
族
の
健
康
状
態
や
気
分
の
確
認
、食
べ
物
の
味
、食
べ
方
に
関
す

る
躾
け
や
マ
ナ
ー
」と
い
っ
た
も
の
を
、D
K
を
中
心
と
し
た
均
質
化
さ
れ
た
住

居
空
間
の
中
で
い
つ
の
間
に
か
失
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、何
を
失
っ
た
の

か
と
い
う
問
い
自
体
も
、も
は
や
毎
日
の
生
活
の
中
で
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。�

  

一
つ
の
火
を
家
族
み
ん
な
で
囲
ん
で
団
欒
の
時
を
過
ご
す
の
は
、イ
ロ
リ
の
火

が
家
族
生
活
の
中
心
で
あ
っ
た
時
代
に
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
、家
族
は
黙
っ
て

い
て
も
明
か
り
や
暖
を
求
め
て
火
の
周
り
に
集
ま
っ
て
き
た
。し
か
し
、薪
か
ら

木
炭
に
燃
料
が
変
化
し
て
い
く
と
、家
の
火
は
分
裂
を
は
じ
め
る
。
火
鉢
な
ど

で
採
暖
の
火
は
移
動
し
、煮
炊
き
も
一
つ
の
火
や
大
鍋
で
調
理
し
て
皆
が
同
じ

物
を
食
べ
て
い
た
の
に
、や
が
て
小
鍋
や
七
厘（
カ
ン
テ
キ
）な
ど
で
小
鍋
立
て
も

可
能
に
な
っ
て
い
っ
た
。日
常
の
炊
事
は
イ
ロ
リ
の
火
で
行
っ
て
い
て
も
、ハ
レ
の
正

式
な
食
事
は
普
段
使
わ
な
い
大
竃
な
ど
で
作
る
こ
と
は
新
し
い
こ
と
で
は
な

い
。ハ
レ
の
食
事
と
い
っ
て
も
、大
鍋
の
ご
っ
た
煮
が
主
で
あ
っ
た
。イ
ロ
リ
に
最
後

に
残
さ
れ
た
炊
事
機
能
も
、や
が
て
台
所
の
竃
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
生
活
の
合

理
化
や
燃
料
の
変
化
に
よ
っ
て
、イ
ロ
リ
の
火
か
ら
照
明
、採
暖
、炊
事
と
次
々

と
火
が
分
裂
し
て
い
く
と
と
も
に
、家
族
の
絆
も
個
人
中
心
に
傾
い
て
い
っ
た
の

は
時
代
の
流
れ
で
あ
っ
た
。か
つ
て
は
伝
統
的
な
生
活
習
慣
に
従
っ
て
生
活
し
て

い
れ
ば
、無
意
識
の
う
ち
に
保
つ
こ
と
が
で
き
た
家
族
の
絆
も
、共
通
の
火
を
囲

む
暮
ら
し
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、そ
れ
を
意
識
的
に
生
み
出
し
維
持
す
る

よ
う
な
工
夫
と
努
力
が
必
要
と
な
る
。
何
で
も
容
易
に
入
手
で
き
る
豊
か
な

時
代
に
は
、そ
れ
な
り
に
知
恵
を
働
か
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。�
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の
か
の
見
直
し
を
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る（
黒
田
節
子「
食
事
」
高
度
成

長
期
を
考
え
る
会
編『
家
族
の
生
活
の
物
語
』日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版

部
、一
九
八
五
年
、一
○
七
頁
）。高
度
成
長
期
を
経
験
し
た
結
果
、最
も
大
き

よ
う
な
工
夫
と
努
力
が
必
要
と
な
る

何
で
も
容
易
に
入
手
で
き
る
豊
か
な

時
代
に
は
、そ
れ
な
り
に
知
恵
を
働
か
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。�

����  
家
屋
の
中
心
に
あ
っ
た
火
所
は
、照
明
、採
暖
、炊
事
、休
息
、団
欒
な
ど
多
様

な
機
能
を
も
ち
、家
族
生
活
に
必
要
な
基
本
的
な
も
の
は
す
べ
て
具
備
し
て
お

り
、家
族
生
活
の
最
も
重
要
な
場
と
さ
れ
て
き
た
。し
か
し
、生
活
様
式
が
複
雑

化
す
る
に
つ
れ
、次
第
に
火
の
も
つ
各
機
能
も
独
立
し
分
裂
し
て
い
く
よ
う
に
な

っ
た
。�

　
イ
ロ
リ
は
一
般
に
、土
間
に
接
し
た
部
屋
の
床
上
に
切
ら
れ
、土
間
の
隅
に
設

置
さ
れ
て
い
る
竃
と
は
対
照
を
な
し
、両
者
の
関
係
は
時
代
や
地
域
に
よ
る
相

違
も
あ
っ
て
複
雑
な
も
の
が
あ
る
。煙
、竃
、自
在
鉤
な
ど
は
古
く
か
ら
家
の
単

位
と
さ
れ
、家
を
象
徴
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、単
に
火
所
を
も
つ
だ
け
で

は
な
く
、さ
ら
に
主
家
に
隷
属
し
た
状
態
か
ら
小
農
と
し
て
分
立
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
は
じ
め
て
、竃
神
も
家
族
生
活
全
般
を
司
る
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。�

　
岐
阜
の
山
村
や
福
島
な
ど
に
は
、か
つ
て
は
同
族
の
本
家
な
ど
に
一
族
の
共
食

の
た
め
に
の
み
使
う
大
き
な
カ
ザ
リ
ク
ド
や
大
竃
を
設
け
て
い
た
。こ
う
し
た
大

竃
は
、日
常
の
竃
と
は
区
別
し
て
、祝
儀
不
祝
儀
を
含
め
て
、ハ
レ
の
日
の
共
同
飲

食
を
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
、こ
の
竃
で
調
理
し
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
で
、共

通
の
一
族
や
家
に
所
属
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。や
が
て
一
族
の
大

竃
か
ら
各
家
の
竃
へ
と
、竃
は
分
家
な
ど
に
よ
っ
て
次
第
に
分
け
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。�

　
京
大
阪
の
町
家
で
も
、

竃
を
オ
ク
ド
サ
ン
と
か
オ

カ
マ
サ
ン
、三
宝
サ
ン
な

ど
と
呼
ん
で
神
聖
視
し
、

刃
物
や
汚
物
を
置
く
こ

と
を
禁
じ
、ま
た
三
竃
・

五
竃
・
七
竃
の
う
ち
、端

の
普
段
使
わ
ぬ
最
も
立

派
な
竃
自
体
を
荒
神
棚

と
し
て
荒
神
松
を
祀
る

例
が
み
ら
れ
た
。�

　
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、

同
じ
竃
の
火
で
調
理
し

た
も
の
を
と
も
に
食
べ

る
こ
と
を
通
し
て
人
々

の
結
束
を
強
化
し
て
き

た
長
い
歴
史
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。炉
端
で
の
家
族
揃
っ
て
の
食
事
は
、そ
れ
自
体
が
宗
教
的
な
意
味
を
も

っ
た
呪
的
な
行
為
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
食
事
の
時
は
、正
座
し
て
黙
っ
て
静
か
に
食

べ
る
の
が
作
法
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。�

　
イ
ロ
リ
の
カ
カ
ザ
に
は
主
婦
が
シ
ャ
モ
ジ
を
も
っ
て
座
り
、家
族
に
食
物
の
分
配

を
す
る
の
が
き
ま
り
で
あ
っ
た
。高
取
正
男
は
こ
の
こ
と
を
、「
食
事
ど
き
に
は
家

族
全
員
が
揃
っ
て
同
じ
釜
の
御
飯
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、家
族
の
す
べ
て
が

一
心
同
体
と
な
っ
て
乏
し
き
を
分
か
ち
あ
い
、と
も
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

火
の
機
能
と
象
徴�

「火」のある暮らしの現在�

特集�

Ⅰ�
現
代
の
暮
ら
し
と
「
火
」�

現
代
の
暮
ら
し
と
「
火
」�

特 集   「火」のある暮らしの現在�



シュロで陰毛をつけた女陰の�
「火伏せ」�
（南会津郡南郷村歴史民俗�
  資料館）� 男根の「火伏せ」（同館）�

6CEL Mar.  2005

っ
た
。だ
が
一
方
、米
麦
の
混
炊
や
ら
蔬
菜
類
を
ま
ぜ
た
カ
テ
飯
を
常
食
と
し
、ス

イ
ト
ン
な
ど
を
日
常
の
食
物
に
し
て
い
た
時
代
に
、お
な
じ
一
椀
の
御
飯
や
汁
で

も
、盛
り
つ
け
る
相
手
の
家
庭
内
で
の
地
位
と
か
、そ
の
日
の
仕
事
の
量
や
質
に

応
じ
、御
飯
の
ば
あ
い
は
お
米
の
多
い
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
、ス
イ
ト
ン
な
ら

ば
団
子
の
量
を
微
妙
に
加
減
し
、家
族
全
体
の
共
同
と
、家
族
員
個
々
の『
ワ
タ

ク
シ
』と
い
う
、と
も
す
れ
ば
相
互
に
反
発
し
あ
う
も
の
の
バ
ラ
ン
ス
を
巧
み
に
と

る
の
が
、主
婦
の
手
に
す
る
シ
ャ
モ
ジ
の
威
力
で
あ
り
、そ
の
気
働
き
で
あ
っ
た
。カ

カ
ザ
も
ま
た
、食
事
と
い
う
家
族
員
全
体
が
集
っ
て
す
る
大
切
な
儀
式
、オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
の
指
揮
者
の
台
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る（
高
取
正
男『
民

俗
の
こ
こ
ろ
』朝
日
新
聞
社
、一
九
七
二
年
、二
一
五
頁
）。�

  

家
族
生
活
の
中
心
を
な
す
常
用
の
火
は
、日
常
性
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
っ

た
。こ
の
火
は
、家
族
生
活
の
要
と
し
て
家
族
の
生
命
を
守
り
、家
の
安
寧
な
存

続
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、家
族
は
同
じ
火
で
調
理
さ
れ
た
食
物
を
通
し

て
、生
活
を
と
も
に
す
る
人
々
の
絆
を
強
め
た
の
で
あ
る
。し
か
し
、安
定
し
た
日

常
性
も
、知
ら
ぬ
間
に
外
部
か
ら
穢
れ
を
持
ち
込
ま
れ
た
り
し
て
、穢
れ
や
厄

災
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、ま
た
日
々
の
繰
り
返
し
の
生
活
の
惰
性
か
ら
、そ
の
秩

序
は
衰
退
し
腐
食
し
て
い
く
。そ
こ
で
、誕
生
、婚
姻
、葬
式
な
ど
の
人
生
の
各
節

目
や
一
年
の
生
活
の
中
で
、定
期
的
に
ま
た
は
時
に
応
じ
て
、古
い
秩
序
や
身
分
、

死
や
病
気
と
い
っ
た
穢
れ
や
厄
災
を
払
っ
て
、新
し
い
秩
序
や
身
分
を
創
出
す
る

儀
礼
が
必
要
と
な
る
。こ
の
よ
う
に
火
の
儀
礼
は
、火
の
も
つ
媒
介
作
用
や
浄
化

作
用
を
利
用
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。火
は
、物
質
と
し
て
の
レ
ベ
ル
か
ら
象
徴

的
な
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
、他
の
要
素
に
働
き
か
け
て
意
味
あ
る
も
の

に
変
換
す
る
と
い
う
媒
介
作
用
を
基
本
的
に
有
し
て
お
り
、自
然
を
文
化
に
、

外
を
内
に
、不
浄
を
清
浄
に
、生
の
も
の
を
火
に
か
け
た
も
の
に
変
換
す
る
で
あ

る
。腐
食
し
衰
退
し
た
日
常
性
に
新
た
な
生
命
力
を
付
与
し
て
甦
ら
せ
た
の
も
、

こ
の
火
の
媒
介
作
用
に
よ
る
の
で
あ
る
。火
は
そ
れ
自
体
が
光
明
と
燃
焼
、精
神

と
物
質
、創
造
と
破
壊
、結
合
と
分
離
な
ど
両
義
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、こ

の
こ
と
が
新
と
旧
、浄
と
穢
、神
と
人
、異
界
と
こ
の
世
な
ど
二
つ
の
異
な
っ
た
項

の
間
を
、火
が
媒
介
す
る
作
用
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。さ
ら
に
火
は
、光
や
熱

の
源
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、人
の
五
感
全
体
を
刺
激
し
、あ
ら
ゆ
る
情
感
を
受

け
と
め
癒
す
と
い
う
不
思
議
な
力
も
有
し
て
い
た
。�

����� 

　
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、社
会
や
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
公
的
な
も
の
に
対

し
て
私
的
な
も
の
は
抑
圧
さ
れ
無
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。住
居
の
私
的
な
生

活
部
分
の
改
善
は
、主
に
衛
生
や
健
康
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
、土
間
で
生
活

す
る
土
座
形
式
や
万
年
床
の
追
放
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、そ
れ
は

住
民
の
た
め
と
い
う
よ
り
、む
し
ろ
管
理
の
上
か
ら
で
あ
っ
た
。さ
ら
に
の
ち
は
、

快
適
、便
利
、清
潔
さ
な
ど
と
い
う
機
能
面
の
ほ
か
、豊
か
な
経
済
や
技
術
の
進

歩
、家
族
構
成
の
変
化
な
ど
社
会
的
経
済
的
側
面
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
改
善
が
進

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、い
ず
れ
も
精
神
の
面
よ
り
も
身
体
や
物
質
の
面
で
の

快
適
さ
や
便
利
さ
を
求
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。�

  

高
取
正
男
は
、明
治
以
後
の
庶
民
の
生
活
史
の
大
き
な
特
色
と
し
て
、「
私
た

ち
の
父
祖
は
、明
治
以
降
、生
計
に
少
し
で
も
余
裕
が
で
き
る
と
、住
む
家
の
改

�

「火伏せ」の呪物�

台
所
の
改
善
と
食
文
化
の
あ
り
方�

民家にみられる「火伏せ」（南会津郡南郷村鴇巣）�
福島県では新築時に、屋根裏に性器型の呪物を「火伏せ」
として祀る�

現
代
の
暮
ら
し
と
「
火
」�

特 集   「火」のある暮らしの現在�
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の
間
を
火
が
媒
介
す
る
作
用
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
さ
ら
に
火
は
光
や
熱

の
源
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、人
の
五
感
全
体
を
刺
激
し
、あ
ら
ゆ
る
情
感
を
受

け
と
め
癒
す
と
い
う
不
思
議
な
力
も
有
し
て
い
た
。�

快
適
さ
や
便
利
さ
を
求
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た

�

  

高
取
正
男
は
、明
治
以
後
の
庶
民
の
生
活
史
の
大
き
な
特
色
と
し
て
、「
私
た

ち
の
父
祖
は
、明
治
以
降
、生
計
に
少
し
で
も
余
裕
が
で
き
る
と
、住
む
家
の
改

造
に
着
手
し
た
。そ
の
や
り
か
た
は
、す
べ
て
の
人
が
土
間
だ
け
の
家
か
ら
床
の
部

分
の
あ
る
家
に
住
む
方
向
に
進
ん
だ
け
れ
ど
も
、そ
の
間
に
、猫
も
杓
子
も
ま
る

で
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
、座
敷
を
建
て
、台
所
の
改
善
、近
代
化
を
あ
と
ま
わ

し
に
し
て
き
た
。家
の
中
で
、座
敷
と
い
う
表
向
き
の『
晴
れ
』の
部
分
を
優
先

し
、台
所
の
よ
う
な
う
ち
う
ち
の『
褻
』の
部
分
、日
常
の
食
生
活
の
改
善
と
表

裏
の
関
係
に
あ
る
部
分
の
改
良
を
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
き
た
」こ
と
を
あ
げ
、上

水
道
と
都
市
ガ
ス
、さ
ら
に
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が
庶
民
の
家
庭
に
ま
で
一
般
化
す
る
に

至
っ
て
も
、台
所
の
改
善
と
食
生
活
の
近
代
化
と
い
え
ば
、コ
ン
ロ
、カ
ン
テ
キ
、シ

チ
リ
ン
の
類
と
せ
い
ぜ
い
フ
ラ
イ
パ
ン
の
普
及
に
と
ど
ま
る
と
述
べ
て
い
る（
高
取
、

前
掲
、二
一
○
頁
）。�

　
木
炭
が
暖
房
や
炊
事
用
の
燃
料
と
し
て
庶
民
の
家
庭
で
使
わ
れ
だ
し
た
の

は
、炭
焼
き
が
全
国
の
山
村
で
行
わ
れ
安
価
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

明
治
も
中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、こ
れ
に
よ
っ
て
都
市
部
か
ら
副
食
物
の
数
が

少
し
ず
つ
増
え
て
い
っ
た
が
、そ
の
歩
み
は
遅
々
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。大
正
か

ら
昭
和
初
め
に
板
の
間
形
式
の
台
所
は
、上
水
道
と
都
市
ガ
ス
の
早
く
普
及
し

た
東
京
の
よ
う
な
大
都
会
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
の
先
駆
け
を
な
す
、伝
統
に
と

ら
わ
れ
な
い
都
市
新
中
間
層
の
家
庭
に
登
場
し
た
。し
か
し
、こ
れ
は
土
間
に
比

べ
て
火
の
用
心
が
悪
い
た
め
、農
山
村
に
は
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
農
作
業
の
関
係

で
近
年
に
至
る
ま
で
容
易
に
普
及
し
な
か
っ
た
。台
所
の
改
善
と
か
食
生
活
の
近

代
化
と
い
う
の
は
、個
々
の
家
庭
で
の
考
え
方
の
変
革
よ
り
も
、む
し
ろ
国
の
経

済
的
発
展
に
よ
っ
て
社
会
資
本
が
あ
る
程
度
充
実
し
て
こ
な
い
と
難
し
い
の
で
あ

る
。そ
の
点
で
、戦
後
五
○
年
の
間
に
、ア
メ
リ
カ
流
の
豊
か
さ
の
実
現
を
目
標
に

ひ
た
す
ら
働
き
つ
づ
け
て
き
た
日
本
で
は
、高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
台
所
の
大

改
革
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
。�

  

今
後
は
、身
体
の
健
康
や
快
適
さ
だ
け
で
な
く
、日
本
の
伝
統
的
な
民
家
に
み

ら
れ
た「
適
度
の
暗
さ
と
快
い
湿
り
気
」や「
外
界
と
の
遮
断
性
」と
い
っ
た
精
神

面
の
安
ら
ぎ
を
保
つ
工
夫
も
正
し
く
評
価
し
、生
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。ま
た
住
居
問
題
を
考
え
る
上
で
も
、民
俗
と
い
う
日
本
人
の
日
常
生
活
の

最
も
基
本
的
で
私
的
な
部
分
に
宿
さ
れ
保
持
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、本
来
の
あ

り
方
や
意
義
に
つ
い
て
は
、今
後
十
分
に
確
認
し
評
価
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

家
屋
構
造
の
近
代
化
に
伴
っ
て
、台
所
が
改
善
さ
れ
、電
気
釜
や
ガ
ス
炊
飯
器
、ガ

ス
レ
ン
ジ
が
登
場
す
れ
ば
、竃
の
神
の
住
む
場
所
は
な
く
な
る
。ま
た
イ
ロ
リ
も
掘

り
炬
燵
に
改
造
さ
れ
た
ら
火
の
神
は
い
な
く
な
る
。家
の
火
所
に
神
性
を
み
と

め
、そ
の
火
を
媒
介
に
し
て
一
定
の
秩
序
や
リ
ズ
ム
を
も
っ
た
生
活
様
式
は
、住

居
空
間
を
ひ
た
す
ら
明
る
く
近
代
的
な
も
の
に
変
え
、闇
の
空
間
が
影
を
ひ
そ

め
後
退
す
る
に
つ
れ
て
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
魂
の
拠
り
所
で

あ
る「
ワ
タ
ク
シ
」
を
育
ん
で
き
た
の
は
、家
屋
の
私
的
領
域
で
あ
る
。こ
う
し
た

あ
い
ま
い
な
境
界
的
場
所
に
は
、精
霊
的
な
い
ま
だ
神
に
は
な
り
き
れ
な
い
竃

神
、厠
神
、納
戸
神
な
ど
が
ひ
っ
そ
り
と
祀
ら
れ
家
族
や
生
命
を
守
っ
て
き
た
。近

代
社
会
は
、家
や
ム
ラ
の
神
に
守
ら
れ
て
き
た
個
々
の
成
員
を
切
り
離
し
て
無
媒

介
に
世
間
の
荒

波
の
中
に
放
り�

出
し
た
の
で
あ
る
。�

　
一
方
、大
地
や

生
産
か
ら
遊
離
し
、

消
費
中
心
の
不

安
定
な
今
日
の

生
活
で
は
、物
に

依
拠
す
る
し
か

な
く
な
っ
て
い
る
。

道
具
や
物
は
収

納
で
き
な
い
ほ
ど

あ
ふ
れ
、次
々
に

廃
棄
さ
れ
顧
み

ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
。
世
界
三
十

か
国
の
家
財
道

具
や
暮
ら
し
を

紹
介
し
た『
地
球

家
族
』（
Ｔ
Ｏ
Ｔ

「火」のある暮らしの現在�

特集�

Ⅰ�
現
代
の
暮
ら
し
と
「
火
」�

現
代
の
暮
ら
し
と
「
火
」�

特 集   「火」のある暮らしの現在�



天
理
大
学
教
授
。
一
九
五
一
年
生
ま
れ
。
民
俗
学
専
攻
。
日
本
の
民
間
信
仰
を
主
要
な
研
究

テ
ー
マ
と
し
、特
に
家
屋
の
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
竈
神
、厠
神
、納
戸
神
な
ど
民
俗
神
の
調
査

の
他
、子
供
・
笑
い
・
現
代
伝
説
・
ア
メ
リ
カ
民
俗
学
史
な
ど
の
研
究
に
従
事
。
著
書
は
、『
竈
神

と
厠
神:

異
界
と
此
の
世
の
境
』（
人
文
書
院
）
、『
子
供
の
民
俗
学
』（
新
曜
社
）
、『
民
話
の

世
界
』（
有
精
堂
出
版
）、『
笑
い
と
異
装
』（
海
鳴
社
）な
ど
。�

◎
飯
島
　
吉
晴
（
い
い
じ
ま
・
よ
し
は
る
）�
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Ｏ
出
版
、一
九
九
四
年
）を
み
る
と
、日
本
が
家
財
や
物
の
多
さ
で
は
突
出
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。た
だ
、縄
文
弥
生
時
代
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
最
も
シ

ン
プ
ル
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
国
で
は
、食
器
や
食
糧
な
ど
食
生
活
に
関
す
る
道

具
が
主
要
な
家
財
で
あ
り
、い
か
に
食
べ
る
こ
と
が
重
要
か
を
物
語
っ
て
い
る
。食

べ
る
こ
と
は
命
の
源
を
育
む
こ
と
で
、生
活
の
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
る
。だ
か

ら
、物
質
的
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
だ
け
、逆
説
的
だ
が
、あ
る
種
の
美
し
さ
や
豊
か

さ
が
感
じ
ら
れ
、む
し
ろ
日
本
の
方
が
食
の
大
切
さ
を
軽
ん
じ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。�

　
日
本
の
一
般
家
庭
で
は
、和
洋
中
の
料
理
ご
と
に
道
具
や
食
器
を
み
な
そ
ろ

え
て
い
る
た
め
、ど
こ
の
家
で
も
収
納
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。少

子
高
齢
社
会
が
目
前
に
迫
り
、一
人
暮
ら
し
世
帯
も
、一
九
九
七
年
に
は
す
で

に
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る
状
況
を
考
え
る
と
、何
で
も
新
し
い
物
を
次
々

に
追
い
求
め
る
こ
と
よ
り
、シ
ン
プ
ル
で
自
分
ら
し
い
豊
か
な
生
活
を
社
会
全
体

で
目
指
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。そ
れ
に
は
台
所
用
具
を
減
量
化
し
、多
様
な

選
択
肢
の
中
か
ら
自
分
が
何
を
ど
れ
だ
け
食
べ
れ
ば
よ
い
の
か
を
選
ぶ
目
を
養

い
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
目
利
き
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。使
い
捨
て
る
の
で

は
な
く
、気
に
入
っ
た
本
当
に
よ
い
物
を
長
く
使
っ
て
、あ
り
の
ま
ま
を
受
け
入

れ
、少
な
い
物
で
個
性
豊
か
に
暮
ら
せ
ば
、心
も
平
安
を
お
の
ず
と
獲
得
で
き
る

で
あ
ろ
う
。　�

　
い
ま
や
日
本
の
キ
ッ
チ
ン
は
、ど
こ
で
も
均
質
化
さ
れ
て
、明
る
く
清
潔
に
な

り
、主
婦
や
女
性
だ
け
が
こ
も
る
場
か
ら
、家
族
み
ん
な
の
集
ま
る
場
に
変
わ
り

つ
つ
あ
る
。最
近
は
、台
所
を
対
面
式
や
ア
イ
ラ
ン
ド
式
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
に
リ

フ
ォ
ー
ム
す
る
こ
と
も
流
行
し
て
い
る
。シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
は
一
九
七
一
年
に
作

ら
れ
た
和
製
英
語
で
あ
る
が
、一
九
七
六
年
に
国
産
第
一
号
を
発
売
し
た
ヤ
マ
ハ

の
あ
る
商
品
企
画
室
長
は
、そ
の
功
罪
に
つ
い
て
、「
功
は
、日
本
の
台
所
を
明
る

い
イ
メ
ー
ジ
に
変
え
た
こ
と
。罪
は
、台
所
を
、あ
ま
り
に
整
然
と
調
え
過
ぎ
た
が

一
因
で
、日
本
の
伝
統
的
な
食
生
活
や
習
慣
を
崩
し
て
し
ま
っ
た
面
が
あ
る
。つ

い
こ
の
間
ま
で
の
農
家
な
ど
で
は
、家
中
が
台
所
と
も
い
え
た
。流
し
で
は
泥
つ
き

の
野
菜
を
洗
っ
て
、土
間
で
漬
物
を
つ
け
た
。も
ち
も
つ
い
た
し
、手
う
ち
う
ど
ん

も
作
っ
た
。縁
側
で
は
豆
を
選
り
分
け
た
り
、軒
に
干
し
柿
を
吊
し
た
り
し
た
も

の
で
す
。便
利
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
、そ
ん
な
四
季
折
々
の
自
然
の
恵
み
を
楽
し

む
豊
か
さ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。時
代
の
流
れ
で
住
ま
い
や
暮
ら
し
が
変
わ
っ
た
の

だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
ば
か
り
は
い
い
切
れ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
」（
朝

日
新
聞
学
芸
部
編『
台
所
か
ら
戦
後
が
見
え
る
』朝
日
新
聞
社
、一
九
九
五
年
、

一
一
八
頁
）と
発
言
し
て
い
る
。今
後
の
日
本
の
食
文
化
や
台
所
の
あ
り
方
を
考

え
る
上
で
、よ
く
味
わ
う
べ
き
発
言
と
い
え
る
。�

�
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