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Ⅱ     

　
聖
書
読
む
妻
の
姿
や
瓦
斯
煖
爐 

 

　
大
正
時
代
に
類
句
が
あ
っ
た
の
だ
が
思
い
出
せ
な
い

の
で
、私
が
捏
造
し
た
。 

　
場
所
は
、玄
関
脇
に
設
け
ら
れ
た
洋
館
の
応
接
間

で
あ
る
に
違
い
な
い
。 

　
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス（
※
１
）に
設
置
し
た
瓦
斯
（
※
２
）
煖

爐
（
※
３
）
に
は
、林
の
梢
の
よ
う
に
象
っ
た
ス
ケ
ル
ト 

ン（
※
４
）に
、青
い
炎
が
ま
つ
わ
り
、梢
を
赤
く
輝
か
せ

た
だ
ろ
う
。 

　
瓦
斯
煖
爐
に
暖
を
と
る
妻
は
、洋
装
に
洋
髪
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、倚
る
椅
子
は
ウ
ヰ
ン
ザ
ア
の
ロ
ッ
キ
ン

グ
な
ど
で
あ
っ
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
瓦
斯
煖

爐
は
英
国
製
の
直
輸
入
＝
舶
来
品
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン

様
式
の
重
厚
華
麗
な
鋳
金
工
芸
の
粋
を
こ
ら
し
た
製

品
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。 

　
瓦
斯
の
火
は
舶
来
の
文
明
の
火
で
あ
っ
た
か
ら
、そ

れ
を
置
く
に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
を
と
と
の
え
る
に
は
、

洋
館
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
和
式
の
邸
宅
で
は
、

玄
関
脇
に
西
洋
館
を
寄
せ
て
建
て
る
風
が
大
正
時
代
、

中
産
階
級
に
流
行
し
た
。
後
に
日
本
文
化
の
模
倣
癖

を
批
判
す
る
向
き
で
は
、こ
れ
は
和
洋
折
衷
の
典
型

例
と
し
て
貶
さ
れ
た
。 

　
京
都
・
金
沢
な
ど
戦
災
で
焼
け
な
か
っ
た
都
市
で
、

こ
の
和
洋
折
衷
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
が
、私
は
今
ど

き
の
住
ま
い
の
デ
ザ
イ
ン
の
不
確
か
さ
に
較
べ
て
、な
か

な
か
堂
に
入
っ
た
意
匠
だ
と
見
惚
れ
る
ほ
う
で
あ
る
。 

　
そ
の
洋
館
の
急
勾
配
赤
瓦
の
向
こ
う
に
煙
突
な
ど

立
っ
て
い
る
と
、家
の
中
に
煖
爐
の
炎
が
も
て
は
や
さ

れ
た
時
代
を
想
い
起
こ
し
、薪
焚
き
が
瓦
斯
煖
爐
に

替
わ
り
、さ
ら
に
は
火
の
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
、住
ま

い
の
中
の
火
の
文
化
史
に
想
い
を
致
す
の
で
あ
る
。 

　
火
の
あ
る
風
景
、火
の
か
た
ち
に
イ
ン
テ
リ
ア
か
ら

建
物
ま
で
が
動
員
さ
れ
る
、そ
れ
は
遙
か
な
る
昔
の
一

景
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
、私
た

ち
の
未
来
は
、ず
い
ぶ
ん
貧
乏
た
ら
し
い
も
の
で
し
か

な
く
な
る
だ
ろ
う
。 

      

　
薪
の
火
を
手
に
と
っ
て
見
る
町
の
子
ら 

 

　
去
る
秋
の
こ
と
、東
京
か
ら
遙
か
な
武
蔵
野
を
彷

徨
し
て
い
る
と
、い
ま
は
珍
し
い
茅
葺
き
民
家
の
狐
格

子
（
※
５
）か
ら
、ほ
の
か
に
紫
煙
の
漂
い
出
る
の
を
見
つ

け
た
。
囲
炉
裏
が
活
き
て
い
る
家
か
と
、咄
嗟
に
木
戸

を
叩
い
た
。 

　
叢
林
の
中
の
孤
家
に
置
き
去
り
さ
れ
た
よ
う
な
白

寿（
※
６
）の
媼（
※
７
）が
、裏
の
畑
に
菜
を
つ
く
り
、林
の

枯
れ
枝
を
集
め
て
火
を
焚
き
、自
給
し
な
が
ら
の
余

生
を
送
っ
て
い
た
。 

　
炎
を
見
て
い
る
と
、お
れ
（
※
８
）は
ち
い
と
も
飽
き

ん
、と
い
う
。
米
寿
を
待
た
ず
に
逝
っ
た
爺
さ
ま
が
炎

に
現
れ
て
く
る
。
町
へ
行
ん
で
し
も
う
た
娘
や
息
子
や 

ガ

ス 

こ
ず
え 

よ 

ふ
う 

け
な 

チ
ム
ニ
ー 

と
っ
さ 

お
う
な 

い 

・
・ 

山口　昌伴 
Written by
Masatomo Yamaguchi

煖爐と調理の火の文化誌 

煖
爐
の
あ
る
風
景 

火
の
安
全
の
創
造
を 
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孫
ひ
孫
も
炎
の
中
か
ら
顔
を
見
せ
る
し
の
う
。 

　
数
年
前
に
、近
く
の
小
学
校
の
女
先
生
が
私
と
同

じ
よ
う
に「
煙
た
つ
見
つ
」
と
驚
い
て
、ほ
ん
と
の
火
を

子
ど
も
た
ち
に
見
せ
な
く
て
は
と
、課
外
授
業
と
や

ら
で
、一
団
ひ
き
つ
れ
て
や
っ
て
き
た
、と
い
う
。
薪
柴

を
用
意
し
て
お
い
た
の
に
新
聞
紙
を
丸
め
て
、燐
寸
を

擦
っ
た
ら
、火
だ
、ヒ
ダ
ァ
と
、ど
よ
め
い
た
と
い
う
。
炎

が
柴
に
移
り
太
枝
に
移
る
と
、上
を
下
へ
の
大
騒
ぎ
。

枝
の
切
り
口
か
ら
樹
脂
が
泡
吹
く
。
あ
わ
、ア
ワ
が
吹

い
て
ル
ゥ
、ど
っ
と
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
る
。
生
き
た
火

の
、も
の
燃
や
す
姿
を
見
た
こ
と
の
な
い
子
ど
も
た
ち

に
は
、一
部
始
終
が
ラ
イ
ブ
の
ド
ラ
マ
な
の
で
あ
っ
た
。 

　
突
然
向
こ
う
で
悲
鳴
が
起
こ
っ
た
。
子
ど
も
の
一
人

が
青
く
な
っ
て
震
え
て
い
る
。
手
で
口
を
押
さ
え
て
い

る
の
で
先
生
が
腕
づ
く
で
手
を
離
す
と
、唇
に
火
傷

を
し
て
い
る
。
舌
も
焼
い
た
と
い
う
。
赤
く
燠
に
な
っ
た

小
枝
の
先
を
、舐
め
て
み
た
の
だ
と
い
う
。 

 

　
　
　
　 

 

　
そ
こ
に
原
始
の
片
鱗
が
突
如
現
出
し
た
の
だ
。ソ
レ

が
何
か
、を
確
か
め
る
の
に
、動
物
は
本
能
的
に
鼻
を

近
づ
け
、舌
で
確
か
め
る
。
子
ど
も
は
ま
っ
赤
に
な
っ
て

い
る
小
枝
の
先
を
、と
り
あ
え
ず
舐
め
て
み
た
の
だ
。

自
然
を
知
る
本
能
に
し
た
が
っ
て
。と
こ
ろ
が
枝
先
に

現
象
し
て
い
た
の
は
文
明
の
火
だ
っ
た
。 

　
子
ど
も
が
火
を
、口
へ
持
っ
て
い
っ
た
と
い
う
話
を
き

い
て
、火
を
知
ら
な
い
と
は
、そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の

か
と
、改
め
て
知
っ
た
。
火
が
熱
い
こ
と
を
、今
の
子
ど

も
た
ち
は
知
ら
な
い
の
か
。 

　
住
ま
い
の
中
に
は
形
を
変
え
た
火
熱
が
ふ
ん
だ
ん

に
あ
る
。
火
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
こ
と
は
、た
い
へ

ん
危
険
で
あ
る
。
相
手
を
知
る
ほ
ど
、安
全
は
高
め
ら

れ
る
。 

　
近
代
の
子
ど
も
は
い
ろ
い
ろ
の
危
険
な
こ
と
を
禁

じ
ら
れ
て
き
た
。
半
世
紀
ほ
ど
前
の
、私
の
子
ど
も
の

頃
は
火
あ
そ
び
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
火
は
知
っ

て
い
た
。
家
の
中
の
火
鉢
、炬
燵
、行
火
、焜
炉
、竈
、

お
燈
明
で
。
そ
し
て
落
葉
焚
き
で
。
火
の
面
白
さ
を

知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、火
を
い
た
ぶ
る
危
険
を
戒
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。一
方
、刃
物
は
禁
じ
ら
れ
た
覚
え

が
な
い
。
男
の
子
は
折
り
畳
み
ナ
イ
フ
・
肥
後
之
守
を

必
ず
携
行
し
て
い
た
。
商
品
と
し
て
売
っ
て
い
る
玩
具

な
ど
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、遊
び
道
具
は
み
な
手

づ
く
り
し
た
。
刃
物
が
な
け
れ
ば
、ち
ょ
っ
と
ど
う
に

も
な
ら
な
か
っ
た
。
お
の
ず
か
ら
刃
物
の
怖
さ
は
知
っ

て
い
た
の
で
、危
険
な
所
持
品
で
は
な
か
っ
た
。
今
の

子
ど
も
は
、刃
物
の
所
持
を
禁
じ
ら
れ
、火
も
知
ら

な
い
。そ
の
せ
い
で
火
と
刃
の
危
険
は
限
り
な
く
広
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

　
火
が
あ
る
こ
と
が
危
険
な
の
で
は
な
い
。
火
を
知
る

こ
と
が
安
全
な
の
で
あ
る
。 

　
私
は
、電
磁
加
熱
Ｉ
Ｈ
ヒ
ー
タ
ー
が
、炎
が
無
い
か
ら

安
全
だ
と
宣
伝
文
句
に
し
て
い
る
の
が
怖
い
。
鍋
は
一

〇
〇
℃
を
越
え
る
か
ら
だ
。
炎
が
あ
っ
て
、危
険
が
あ
っ

て
、人
の
方
に
構
え
が
で
き
て
、安
全
が
成
り
立
つ
。そ

の
構
え
が
で
き
な
い
限
り
、台
所
に
近
づ
く
資
格
は
な

い
。そ
う
い
う
意
味
で
は
、ガ
ス
の
立
ち
消
え
、消
し
忘

れ
へ
の
自
動
対
応
装
置
も
危
険
を
拡
大
し
て
い
く
の

が
怖
い
。
火
を
つ
け
て
、あ
と
は
放
っ
て
お
い
て
出
か
け

よ
う
が
寝
て
し
ま
お
う
が
―
と
い
う
心
構
え
に
な
っ
て

い
く
よ
う
な
安
全
の
あ
り
方
は
、文
明
の
あ
り
方
と
し

て
危
険
で
あ
る
、と
断
定
し
な
お
す
こ
と
か
ら
、住
ま
い

の
火
の
未
来
を
考
え
た
い
。 

 

　
　 

 

　
そ
の
具
体
的
方
法
の
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、

火
を
知
り
な
お
す
た
め
に
は
、原
始
時
代
の
発
火
法

を
実
験
し
て
み
る
の
が
い
い
、と
思
っ
て
い
る
。
じ
つ
は

錐
揉
み
で
火
起
こ
し
を
練
習
し
て
い
る
の
だ
が
、な
か

な
か
火
は
起
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
私
は「
子
ど

も
に
刃
物
を
持
た
せ
な
い
運
動
」
を
危
険
と
み
て
、新

潟
県
三
条
市
の「
子
ど
も
に
刃
物
を
つ
く
ら
せ
る
運

動
」に
賛
成
し
て
い
る
。火
は
、よ
く
知
る
ほ
か
に
安
全

対
策
を
立
て
て
は
な
ら
な
い
し
、刃
物
に
は
つ
く
る（
こ

し
ら
え
る
）、使
う
、こ
と
以
上
の
安
全
対
策
は
な
い
。 

　
二
〇
世
紀
の「
安
全
」の
と
ら
え
方
は
、危
険
に
満

ち
て
い
る
。二
一
世
紀
に
は
、も
う
す
こ
し
自
然
態
の

安
全
性
を
つ
き
つ
め
た
住
ま
い
を
実
現
す
べ
き
だ
、と

思
っ
て
い
る
。 

　
「
安
全
」の
議
論
は
複
雑
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
一

方
的
意
見
を
も
っ
て
、本
当
の
議
論
の
起
こ
る
よ
う
焚

き
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
火
の
安
全
性
の
問
題
に
、

ま
っ
と
う
な
議
論
の
起
こ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

     

　
近
代
の
住
ま
い
。そ
れ
は
住
ま
い
の
中
か
ら
活
き
た

火
、炎
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
歴
史
で
あ
っ
た
。 

　
だ
が
、人
間
の
身
体
は
―
味
覚
の
構
造
を
も
ふ
く

マ
ッ
チ 

・
・
・ 

や
け
ど 

こ

た
つ 

あ
ん
か 

こ
ん
ろ 

か
ま
ど 

と
う
み
ょ
う 

ひ    

ご     

の  

か
み 

お
き 

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ 

火
の
味
の
創
造
を 
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も
た
ち
は
知
ら
な
い
の
か
。 

　
住
ま
い
の
中
に
は
形
を
変
え
た
火
熱
が
ふ
ん
だ
ん

よ
う
が
寝
て
し
ま
お
う
が
―
と
い
う
心
構
え
に
な
っ
て

い
く
よ
う
な
安
全
の
あ
り
方
は
、文
明
の
あ
り
方
と
し

火
、炎
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
歴
史
で
あ
っ
た
。 

　
だ
が
、人
間
の
身
体
は
―
味
覚
の
構
造
を
も
ふ
く

め
て
、人
類
文
明
の
開
化
一
万
年
の
歴
史
を
越
え
て
、

自
然
態
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。 

　
文
明
人
と
し
て
の
お
と
な
し
い
生
活
の
中
で
、と
き

に
原
始
の
狂
暴
を
放
発
す
る
。バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
・
パ
ー
テ

ィ
が
あ
る
。
最
近
は
そ
の
、原
初
の
魂
を
誘
発
す
る
火

の
か
た
ち
も
、火
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
飼
い
馴
ら
さ
れ
た
オ

イ
ル
含
浸
チ
ャ
コ
ー
ル
ブ
リ
ケ
ッ
ト
な
ど
の
商
品
開
発

に
よ
っ
て
、結
局
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
至
る
舞
台
の
自

動
照
明
の
ご
と
き
に
、成
り
さ
が
っ
て
し
ま
っ
た
。 

　
い
ま
台
所
で
は
、刃
物
は
さ
す
が
危
険
な
存
在
で
あ

る
。
強
盗
が
昔
は
出
刃
包
丁
を
揮
っ
た
の
が
、い
ま
ど

き
文
化
包
丁
で
脅
す
、な
ど
は
み
っ
と
も
な
い
が
、利

器
が
凶
器
に
一
転
で
き
る
危
険
性
こ
そ
、私
は
大
事
な
、

人
と
道
具
の
か
か
わ
り
の
原
点
で
あ
る
と
思
う
。 

　
火
の
方
は
、前
述
の
立
ち
消
え
、消
し
忘
れ
対
応
な

ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
メ
ー
カ
ー
が
安
全
へ
の
苛
責
に
応
じ

た
こ
と
で
、自
縄
自
縛
に
よ
る
業
界
自
己
破
壊
の
道

を
歩
ん
で
い
る
、と
私
は
見
る
。 

　
火
は
も
っ
と
、あ
ぶ
な
い
火
で
あ
っ
て
こ
そ
、火
の
創

造
力
が
発
揮
で
き
る
の
に
、業
界
こ
ぞ
っ
て
火
の
活
力

を
削
ぐ
努
力
を
し
て
い
る
。 

　
こ
こ
で
は
Ｉ
Ｈ
の
安
全
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
対
応
す
る
ガ

ス
の
内
炎
バ
ー
ナ
ー
、と
い
っ
た
さ
さ
い
な
い
さ
か
い
の

場
面
、姑
息
な
戦
い
を
超
え
て
、火
の
創
造
力
へ
の
期

待
を
述
べ
よ
う
。 

　
台
所
の
火
熱
は
、煮
炊
き
な
ら
ど
ん
な
火
形
で
も

火
勢
の
量
が
あ
れ
ば
よ
い
。か
っ
た
る
い
ラ
ジ
エ
ン
ト
も

よ
し
、Ｉ
Ｈ
も
よ
し
―
ま
て
よ
、煮
炊
き
に
は
Ｉ
Ｈ
は
い

か
ん
ナ
。
煮
物
で
は
、鍋
底
に
火
力
が
働
い
て
、湯
が
廻

る
、味
が
廻
る
。
鍋
全
体
が
熱
く
な
っ
て
は
、鍋
の
中
に

動
き
が
起
こ
ら
な
い
。こ
れ
は
も
う
火
と
は
云
っ
て
は

い
け
な
い
。
熱
で
し
か
な
い
。
た
だ
の
熱
は
、化
成（
化

学
的
変
成
）で
あ
っ
て
、調
理
で
は
ナ
イ（nai

）（
※
９
）。 

　
Ｉ
Ｈ
ヒ
ー
タ
ー
は
そ
の
意
味
で
、欠
点
は
あ
る
に
し

て
も
、湯
わ
か
し
や
酒
の
燗
つ
け
に
は
使
え
る
し
、煮

物
に
も
、数
歩
ゆ
ず
っ
て
、ま
ぁ
使
え
な
い
と
い
う
こ
と

は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。 

　
し
か
し
パ
キ
ッ
と
云
っ
て
し
ま
え
ば「
火
速
」
を
要
す

る
炒
め
も
の
に
は
難
が
あ
り
「
火
創
」
火
の
創
出
力
に

か
か
わ
る
焼
き
も
の
に
は
、ま
っ
た
く
駄
目
で
あ
る
。 

　
火
味
の
食
文
化
は
、煮
味
、炊
き
味
、炒
め
味
、蒸
味
、

焼
き
味
、燻
味
な
ど
に
類
型
化
さ
れ
よ
う
。
煮
味
は
ポ

ト
フ
の
フ
ラ
ン
ス
が
上
手
か
も
し
れ
な
い
。
炒
め
味
は
中

国
だ
ろ
う
。蒸
味
も
、蒸
籠
包
や
ら
魚
介
の
清
蒸
ま
で
、

中
国
が
究
め
て
い
る
と
思
う
。
炊
き
味
は
、半
オ
ー
ブ

ン
状
加
熱
方
式
で
米
の
飯
を
め
ぐ
っ
て
優
越
し
た
日

本
の
火
術
と
い
っ
て
よ
い
。
燻
味
は
煖
爐
の
煙
導
の
中

で
育
ち
あ
が
っ
た
西
欧
の
手
の
内
、だ
ろ
う
。 

　
焼
き
味
は
、板
前
修
業
の
ス
テ
ッ
プ
に「
焼
き
も
の
三

年
」と
あ
る
よ
う
に
奥
が
あ
る
。
創
造
の
余
地
が
際
限

な
く
あ
る
。 

　
火
に
創
造
力
を
問
う
な
ら
、水
を
沸
騰
さ
せ
る
に

芸
は
い
ら
な
い
。
炒
め
る
に
は
火
力
が
あ
れ
ば
い
い
。
焼

き
も
の
に
は
焼
く
方
に
も
芸
が
い
る
し
、火
の
方
に
も

芸
が
い
る
。 

　
日
本
の
食
文
化
を
支
え
る
火
の
力
は
、焼
き
味
の

創
出
が
八
割
を
占
め
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。い
や

八
割
だ
、と
断
言
す
る
。そ
れ
に
し
て
は
、い
ま
ど
き
の

台
所（
キ
ッ
チ
ン
の
こ
と
、私
は
台
所
を
キ
ッ
チ
ン
と
呼

び
た
く
な
い
口
で
あ
る
）。
―
日
本
の
台
所
の
火
の
か

た
ち
は
、な
ん
と
い
う
こ
と
だ
。 

　
ま
ず
レ
ン
ジ（
和
語
で
こ
ん
ろ〈
焜
炉
〉）が
、平
面
に

へ
ば
り
つ
い
て
、む
や
み
に
限
定
さ
れ
て
、ガ
ス
四
五
〇

〇
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
一
口
、ラ
ジ
エ
ン
ト
プ
ラ
ス
Ｉ
Ｈ
と
か
の

組
み
合
わ
せ
で
ビ
ル
ト
イ
ン
。こ
れ
で
一
生
―
と
は
い

わ
な
い
ま
で
も
、一
〇
年
や
っ
て
い
け
と
い
う
の
か
。 

　
し
か
も
火
口
の
位
置（
離
れ
か
た
）は
、鍋
が
置
け
る

寸
法
で
し
か
な
く
、鍋
を
扱
う
寸
法
で
は
な
い
。
中
華

鍋
が
踊
れ
る
か
、を
考
え
て
み
れ
ば
、座
席
指
定
の
、ジ

ッ
と
し
て
い
る
鍋
の
居
場
所
で
し
か
な
い
。 

　
火
ま
わ
り
、鍋
ま
わ
り
と
い
う
。そ
の「
ま
わ
り
」が

無
い
の
が
、今
ど
き
の
台
所
の
火
ま
わ
り
で
あ
る
。 

　
ど
う
も
ビ
ル
ト
イ
ン
・レ
ン
ジ
と
い
う
西
欧
の「
ケ
チ
」

な
発
想
を
真
に
う
け
て
日
本
に
も
ち
こ
ん
だ
の
が
よ

く
な
い
。も
っ
と
も
西
欧
の
人
は
調
理
が
好
き
で
な
い
。

鍋
を
う
ご
か
す
気
も
な
い（
南
欧
の
フ
ラ
イ
パ
ン
食
文

化
は
別
で
あ
る
―
彼
等
は
南
欧
人
で
あ
っ
て
西
欧
人

で
は
な
い
）。 

　
台
所
の
火
口
は
、四
角
い
小
卓
の
頂
部
に
セ
ッ
ト
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
は
も
と
も
と
な
い
。し
か
る
べ
き
広

さ
の
台
さ
え
あ
れ
ば
、そ
こ
へ
適
当
に
コ
ン
ロ
を
置
け

ば
済
む
話
で
あ
る
。ビ
ル
ト
イ
ン
・レ
ン
ジ
か
ら
コ
ン
ロ
を

解
放
せ
よ
。こ
れ
が
二
〇
世
紀
キ
ッ
チ
ン
の
三
点
セ
ッ
ト

の
ひ
と
つ
、レ
ン
ジ
台
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。 

 

　
　
　
　 

 

　
さ
て
、レ
ン
ジ
・
コ
ン
ロ
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、日
本
の
火

味
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
焼
き
味
は
創
出
で
き

な
い
。ガ
ス
焜
炉
以
下
焼
き
味
に
は
適
す
る
工
夫
は
出

来
て
ナ
イ（nai

）と
い
っ
て
よ
い
。電
磁
調
理
器
Ｉ
Ｈ
は
、

炎
が
な
い
の
で
安
全
、を
売
り
も
の
に
し
て
い
る
が
、危

険
に
こ
そ
創
造
力
で
あ
る
。そ
れ
は
と
も
か
く
、オ
ー 

 

'
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「
火
」
の
力 



ル
電
化
台
所
便
乗
の
Ｉ
Ｈ
は
、焼
き
味
を
日
本
の
食
文

化
か
ら
削
除
す
る
暴
挙
を
標
榜
し
て
い
る
。
私
は
そ

れ
が
許
せ
な
い
が
、皆
さ
ん
は
ど
う
か
。
焼
き
味
の
勝

負
ど
こ
ろ
を
喪
失
し
た
料
理
な
ん
て
、と
私
は
こ
だ
わ

る
の
だ
が
―
。Ｉ
Ｈ
批
判
に
は
、火
力
の
速
度
味
と
し

て
の
炒
め
味
の
点
も
加
え
た
い
。
日
本
の
食
文
化
、味

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の「
過
半
」
を
占
め
る
焼
き
味
、炒

め
味
の
喪
失
を
、一
商
品
売
り
上
げ
の
為
に
損
じ
て
よ

い
の
か
と
問
い
た
い
。 

　
住
ま
い
の
中
の
火
、こ
と
さ
ら
調
理
の
火
は
、文
明

の
火
で
あ
り
な
が
ら
、原
始
の
火
を
越
え
て
い
な
い
。 

　
た
と
え
ば
、レ
ン
ジ
の
下
に
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る

ロ
ー
ス
タ
ー（
魚
焼
き
器
）。
包
ま
れ
た
火
が
活
き
て
い

な
い
。魚
を
炙
る
と
脂
が
し
た
た
り
落
ち
て
身
が
軽
く

な
る
。
焼
き
魚
の
妙
味
で
あ
る
。
た
だ
し
火
の
上
で
炙

れ
ば
脂
が
火
に
落
ち
て
燃
え
、煙
で
味
が
お
ち
る
。
さ

ら
に
炙
れ
ば
脂
に
火
が
つ
い
て
、魚
は
焼
き
魚
で
は
な

く
、た
ん
に
焼
け
死
ん
だ
魚
に
な
る
。
焼
き
も
の
三
年

の
、調
理
さ
れ
た
味
の
創
出
で
は
な
く
、た
だ
焼
け
死

ん
だ
屍
体
で
し
か
な
い
。ロ
ー
ス
タ
ー
内
で
も
同
じ
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
る
。
魚
の
焼
死
体
に
す
ぎ
な
い
。そ
れ
を

避
け
る
た
め
に
フ
ォ
イ
ル
で
包
め
ば
、下
手
な
蒸
し
煮

状
態
に
な
る
。 

　
日
本
の
火
味
は
、西
欧
に
お
け
る
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
越
え
る
繊
細
な
味
覚
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

体
系
を
な
し
て
い
る
。 

　
焼
き
味
は
、火
の
創
造
力
で
あ
る
。 

　
そ
の
、火
の
創
造
力
は
二
〇
世
紀
の
台
所
近
代
化
の

潮
流
の
中
で
、す
っ
か
り
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。そ
の

結
果
が
、あ
の
か
っ
た
る
い
ラ
ジ
エ
ン
ト
や
、オ
ー
ル
電
化
や
、

高
齢
者
の
着
物
に
火
が
つ
か
な
い
安
全
、と
い
う
大
義
を

盾
に
、焼
き
味
消
去
と
い
う
食
文
化
破
壊
を
も
た
ら
す

Ｉ
Ｈ
の
専
横
を
、許
し
か
ね
な
い
状
況
を
招
い
て
い
る
。 

   

　
火
の
か
た
ち
、火
の
風
景
の
創
造
と
、火
の
安
全
文

化
の
創
造
、そ
の
上
に
立
っ
た
火
の
振
る
舞
い
、火
が
果

た
し
て
い
る
味
の
創
造
力
の
具
現
。こ
の
三
つ
の
創
造

は
、私
は
、ひ
と
つ
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

　
そ
の
火
が
、い
ま
、住
ま
い
の
中
で
、見
え
な
く
な
っ
て

い
る
。見
え
な
い
火
は
、熱
に
す
ぎ
な
い
。火
は
炎
と
な
っ

て
揺
れ
、　
と
化
し
て
踊
る
。そ
れ
を
制
御
し
て
安
全

に
掌
中
に
す
る
の
が
、文
明
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。 

  （
※
１
）マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
―
壁
付
煖
爐
の
前
飾
り
の
大
き
な
額
縁
。

m
a
n
te
lp
ie
ce

。
本
式
の
煙
導
に
直
結
す
る
「
煖
爐
」
で
は
な
く
、

そ
の
形
を
真
似
た
煖
爐
風
に
造
っ
た
ア
ル
コ
ー
ヴ
に
、ス
ト
ー
ブ
を

置
い
た
。 

（
※
２
）
瓦
斯
―g

a
s

器
具
な
ど
の
歴
史
的
記
述
で
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
以
前
は
瓦
斯
、
戦
後
は
ガ
ス
、と
書
き
分
け
る
こ
と
に
し
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
戦
前
の
記
事
で
は
瓦
斯
の
字
が
ご
く
フ
ツ
ー
に
使

わ
れ
て
い
る
の
で
、調
子
を
合
わ
せ
た
く
な
る
の
で
あ
る
。 

（
※
３
）
煖
爐
―
ダ
ン
ロ
は
「
暖
炉
」
と
書
く
の
が
現
代
で
は
一
般
だ
が
、目

に
見
え
る
火
の
ぬ
く
も
り
の
あ
っ
た
時
代
の
ダ
ン
ロ
に
は
火
偏
の

「
煖
」
の
字
を
用
い
た
い
。 

（
※
４
）ス
ケ
ル
ト
ン
―
珪
藻
土
を
硬
く
焼
成
し
た
固
形
物
。
炎
を
あ
て
る
と
赤

熱
し
、輻
射
熱
を
発
す
る
。ガ
ス
・
ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
バ
ー
ナ
ー
の
炎
が
あ

た
る
よ
う
に
置
き
、あ
る
い
は
ガ
ス
の
炎
に
か
ぶ
せ
て
灼
熱
光
を
生
じ
さ

せ
る
網
状
の
筒
、白
熱
套
の
類
。ス
ケ
ル
ト
ン
は
骸
骨
、白
骨
の
意
。 

（
※
５
）
狐
格
子
―
入
母
屋
屋
根
の
両
端
の
棟
木
直
下
の
三
角
の
部
分
に

格
子
を
は
め
た
煙
出
し
。 

（
※
６
）
白
寿
―
九
九
歳
。 

（
※
７
）
媼
―
白
髪
の
老
女
。
老
爺
は
翁
。 

（
※
８
）
多
摩
方
言
で
は
女
も
「
お
れ
」
で
あ
る
。 

（
※
９
）
関
西
弁
の
ナ
イ
、と
い
う
尻
上
が
り
が
、否
定
力
が
あ
る
。
そ
れ
を
表
現

す
る
の
に
、中
国
の
発
音
の
四
声
表
記
を
、ち
ょ
っ
と
応
用
し
て
み
た
。 

 

山
口
　
昌
伴
（
や
ま
ぐ
ち
・
ま
さ
と
も
） 

 

一
九
六
三
年
早
稲
田
大
学
建
築
学
科
卒
業
。一
〇
年
間
、
建
築

設
計
監
理
の
実
務
に
従
事
の
後
、
生
活
学
・
住
居
学
・
道
具
学

研
究
の
道
に
入
る
。
現
在
、
道
具
学
会
事
務
局
担
当
理
事
、
日

本
生
活
学
会
編
集
担
当
理
事
、
日
本
産
業
技
術
史
学
会
副
会

長
。
著
書
は
、『
台
所
の
一
〇
〇
年
』
編
著
（
ド
メ
ス
出
版
）
神
戸

市
・
消
費
者
協
会
「
神
戸
賞
」
受
賞
、『
図
面
を
引
か
な
い
住
ま

い
の
設
計
術
』（
王
国
社
）
、『
日
本
人
の
住
ま
い
方
を
愛
し
な

さ
い
』（
王
国
社
）
、『
台
所
空
間
学
』（
エ
ク
ス
ナ
レ
ッ
ジ
）
、『
世

界
一
周
「
台
所
」
の
旅
』（
角
川
O
n
e
テ
ー
マ
２１
）
な
ど
。 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
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囲炉裏端には人が集まり家族の団欒があった 

     

　「
住
ま
い
の
火
」は
、大
別
し
て
、暖
房
用
と
調
理
用
、

そ
し
て
灯
火
用
に
分
け
ら
れ
る
。 

　
今
日
の
よ
う
に
暖
房
器
具
が
さ
ま
ざ
ま
に
発
達
す

る
以
前
、日
本
の
民
家
に
は
、囲
炉
裏
が
設
け
ら
れ
て
い

た
。こ
と
に
寒
冷
な
東
北
日
本
に
あ
っ
て
は
、そ
れ
は
生

活
に
必
要
不
可
欠
な
装
置
で
あ
っ
た
。 

　
囲
炉
裏
は
、そ
の
炎
も
と
も
か
く
で
あ
る
が
、煙
が

室
内
に
こ
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
、よ
り
広
範
に
暖
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
。し
た
が
っ
て
、東
北
日
本
の
各
地
で

は
、囲
炉
裏
の
火
種
を
昼
夜
た
や
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。 

　
厳
冬
期
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、

年
間
を
通
し
て
火
種
を
た
や
さ
ず
に
燃
や
し
た
と
こ

ろ
も
少
な
く
な
い
。と
い
う
の
も
、囲
炉
裏
の
煙
は
、高

温
多
湿
の
夏
場
に
、屋
根
茅
の
湿
気
を
取
り
除
く
た
め

の
燻
蒸
の
役
割
も
果
た
し
た
か
ら
で
あ
る
。薩
南
諸
島

や
伊
豆
諸
島
な
ど
に
囲
炉
裏
が
分
布
し
た
の
も
、夏
場

の
燻
蒸
の
た
め
で
あ
っ
た
。 

　
囲
炉
裏
の
火
は
、同
時
に
調
理
に
も
用
い
ら
れ
た
。

竈
と
併
用
し
て
、そ
れ
は
お
も
に
鍋
も
の
の
調
理
に
使

わ
れ
た
。『
酒
飯
論
』
な
ど
中
世
の
絵
図
を
見
る
と
、

す
で
に
五
徳（
土
器
）や
鉄
輪（
鉄
器
）を
用
い
、そ
の
上

に
鉄
鍋
を
乗
せ
て
煮
て
い
る
よ
う
す
が
た
し
か
め
ら
れ

る
。 

　
や
が
て
、自
在
鉤
が
広
ま
っ
た
。
自
在
鉤
は
、そ
の
名

の
と
お
り
、囲
炉
裏
の
火
は
そ
の
ま
ま
に
鍋
の
高
さ
を

自
由
自
在
に
調
節
す
る
こ
と
で
火
力
を
加
減
で
き
る

便
利
な
補
助
道
具
で
あ
る
。自
在
鉤
の
出
現
に
よ
っ
て
、

囲
炉
裏
で
の
調
理
が
さ
ら
に
容
易
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

　
静
か
な
静
か
な
里
の
秋 

　
お
背
戸
に
木
の
実
の 

　
落
ち
る
夜
は 

　
あ
あ
母
さ
ん
と
た
だ
二
人 

　
栗
の
実
煮
て
ま
す
囲
炉
裏
端 

 

　
と
歌
っ
た
童
謡『
里
の
秋
』が
あ
る
。も
う
口
ず
さ
む

人
も
少
な
く
な
っ
た
が
、農
山
村
で
の
生
活
経
験
の
あ

る
人
た
ち
に
は
な
つ
か
し
い
風
景
で
あ
ろ
う
。　 

　
か
つ
て
、囲
炉
裏
端（
炉
端
）は
、鍋
を
囲
ん
で
の
家

族
の
食
事
の
場
で
あ
り
、団
欒
の
場
で
も
あ
っ
た
。夜
と 

い

ろ

り
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ざ
る
か
ご 

せ
っ
ち
ん 

も
な
る
と
、遅
く
ま
で
家
族
が
囲
炉
裏
端
で
時
間
を

過
ご
し
た
も
の
だ
。 

　
囲
炉
裏
端
で
は
、家
族
の
坐
る
場
所
が
き
ち
ん
と

決
ま
っ
て
お
り
、た
と
え
ば
、土
間
の
水
場
や
竈
に
近
い

と
こ
ろ
が
主
婦
の
座
と
さ
れ
た
。そ
れ
を
カ
カ
ザ
と
か

オ
ン
ナ
ザ
と
い
う
。
主
人
の
坐
る
ヨ
コ
ザ
や
客
人
用
の

キ
ャ
ク
ザ
、ゲ
ザ
な
ど
も
定
め
ら
れ
て
い
た
。
火
の
管
理

は
、す
べ
て
一
家
の
主
婦
に
委
ね
ら
れ
る
例
が
多
く
、

主
婦
は
、カ
カ
ザ
に
坐
っ
て
火
の
調
節
か
ら
給
仕
ま
で

す
べ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

　
ち
な
み
に
、夜
鍋
仕
事
が
行
わ
れ
た
の
も
、囲
炉
裏

端
や
そ
こ
に
続
く
土
間
で
で
あ
っ
た
。 

　
「
母
さ
ん
が
夜
鍋
を
し
て
　
手
袋
編
ん
で
く
れ
た

…
」（
『
母
さ
ん
の
歌
』
）と
い
う
歌
も
、よ
く
知
ら
れ

る
。こ
こ
で
も
、「
ふ
る
さ
と
の
便
り
は
届
く
　
囲
炉

裏
の
に
お
い
が
し
た
」
と
い
う
歌
詞
が
続
く
。
そ
う
し

た
夜
鍋
風
景
も
、昭
和
三
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
は
、多
く

の
人
び
と
が
共
有
し
て
い
た
も
の
だ
。 

　
た
と
え
ば
、土
間
で
は
、藁
細
工
や
竹
細
工
が
行
わ

れ
た
。か
つ
て
は
、縄
や
草
履
、笊
籠
な
ど
を
自
製
自

給
し
て
い
た
農
家
も
多
か
っ
た
の
だ
。そ
れ
は
、お
も
に

男
の
作
業
で
あ
っ
た
が
、女
や
子
ど
も
た
ち
も
藁
打
ち

や
竹
ひ
ご
づ
く
り
を
手
伝
っ
て
い
た
。 

　
囲
炉
裏
端
で
は
、老
女
や
娘
た
ち
が
縫
い
も
の
に
精

を
だ
し
た
。
以
前
は
、普
段
着
や
作
業
着
は
ま
め
に
繕

い
な
が
ら
着
古
し
て
い
た
の
で
、そ
れ
も
日
常
的
な
作

業
と
な
っ
て
い
た
。 

　
そ
の
囲
炉
裏
に
は
、鍋
が
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
。

鍋
の
な
か
は
、汁
や
雑
炊
、煮
芋
な
ど
。そ
れ
を
夜
食

に
ま
わ
す
。「
夜
鍋
」
と
い
う
語
源
は
、む
ろ
ん
そ
こ
に

あ
る
。 

　
い
ま
現
在
か
ら
す
る
と
、夜
鍋
に
励
む
よ
う
な
生
活

は
貧
し
か
っ
た
時
代
の
象
徴
、と
見
る
む
き
も
あ
ろ
う
。

一
面
で
は
そ
う
と
も
い
え
る
。
だ
が
、そ
れ
に
よ
っ
て
家

族
の
き
ず
な
は
、現
在
よ
り
も
数
段
強
か
っ
た
。
人
と

人
と
の
信
頼
を
深
め
る
に
は
、時
間
・
空
間
を
共
有
す

る
だ
け
で
な
く
、労
働
を
共
に
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど

大
事
で
あ
る
か
。「
子
ど
も
は
、親
の
後
姿
を
見
て
育

つ
」と
い
う
の
も
、そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。 

　
と
く
に
、子
ど
も
た
ち
は
、個
室
も
な
く
寝
所
が
寒

い
せ
い
も
あ
っ
て
、眠
る
ま
で
の
時
間
を
囲
炉
裏
端
で

過
ご
す
の
が
常
で
あ
っ
た
。そ
れ
に
よ
っ
て
、家
業
や
家

事
に
自
然
に
な
じ
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
囲
炉
裏
端
は
、ま
た
、子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
の
し

つ
け
の
場
で
も
あ
っ
た
。た
と
え
ば
、「
三
口
食
べ
た
ら
一

度
箸
を
置
く
」
、「
口
に
も
の
を
含
ん
だ
ま
ま
話
を
し

な
い
」
、あ
る
い
は「
食
べ
る
と
き
騒
が
し
い
音
は
た
て

な
い
」な
ど
、食
事
に
つ
い
て
の
行
儀
や
作
法
が
ご
く
自

然
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

　
そ
し
て
、食
後
の
団
欒
が
ご
く
自
然
に
は
か
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、祖
父
母
か
ら
孫
た
ち
へ
昔
ば
な
し
な
ど
が

語
り
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。い
ま
に
残
る
昔
ば
な
し

の
数
々
は
、そ
う
し
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
な

お
、夜
半
に
な
る
と
、娘
を
訪
ね
て
、村
の
青
年
た
ち
が

囲
炉
裏
端
に
集
ま
り
、お
し
ゃ
べ
り
に
花
を
咲
か
せ
た

り
も
し
た
。 

　
そ
う
し
た
場
合
、囲
炉
裏
の
火
が
よ
り
効
果
を
高

め
た
こ
と
は
、想
像
に
か
た
く
な
い
。
火
を
焚
く
こ
と

に
よ
っ
て
気
分
が
安
ら
ぐ
。そ
し
て
、自
然
に
語
ら
え
る
。

そ
う
し
た
火
の
不
思
議
な
力
は
、囲
炉
裏
に
か
ぎ
ら
ず
、

焚
き
火
や
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
な
ど
か
ら
も
、容
易
に

認
知
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

　
囲
炉
裏
端
は
、い
ま
で
い
う
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
で
あ

り
、リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
で
あ
っ
た
。か
つ
て
は
、囲
炉
裏
端

に
家
族
全
員
が
集
ま
る
時
間
が
い
ま
現
在
よ
り
も
お

し
な
べ
て
長
か
っ
た
。そ
れ
ゆ
え
に
、家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
十
分
に
は
か
ら
れ
て
い
た
、と
見
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。 

     

　
東
北
日
本
の
囲
炉
裏
に
対
し
て
、西
南
日
本
で
は
、

通
年
的
に
暖
房
を
最
優
先
す
る
必
然
が
乏
し
か
っ
た
。

必
要
な
と
き
は
、火
鉢
と
か
、炬
燵
と
か
の
小
型
の
器

具
を
用
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
、そ
れ
よ
り
も
竈
の
火
を

尊
ぶ
傾
向
が
強
か
っ
た
。 

　
竈
は
、調
理
の
専
用
施
設
で
あ
る
。
床
上
に
設
置

す
る
置
竈
の
例
も
あ
る
。そ
れ
は
、移
動
が
可
能
な
単

独
の
竈
で
、の
ち
の
コ
ン
ロ
に
相
当
す
る
。一
方
、西
南

日
本
の
各
地
に
近
年
ま
で
伝
え
ら
れ
た
竈
の
多
く
は
、

連
房
式
の
固
定
装
置
で
土
間
に
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い

た
。 

　
か
つ
て
、「
雪
隠
天
国
、竈
が
極
楽
」と
い
っ
た
。 

　
家
事
や
農
作
業
に
追
い
ま
く
ら
れ
る
主
婦
が
一
人

で
安
ら
げ
る
と
こ
ろ
、と
い
う
意
味
で
あ
る
。と
く
に
、

農
山
村
で
の
女
た
ち
は
、休
め
る
場
所
や
時
間
が
著

し
く
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、現
代
で
も
働
く

女
性
た
ち
は
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、そ
こ
で
は
そ
れ
な
り

の
気
休
め
の
時
間
が
、さ
ま
ざ
ま
工
夫
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。か
つ
て
、竈
で
の
飯
炊
き
は
、主
婦
が
束
の

間
の
休
息
を
と
る
場
で
あ
り
時
間
で
あ
っ
た
の
だ
。 
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京都の八坂神社のおけら参り、正月に使う新しい火を火縄に移して持ち帰る 

通り庭にしつらえられた竈、京都の町家のおくどさん 

ひ
う
ち
い
し 

た
い
ま
つ 

と
し
が
み 

に
ま
わ
す
。「
夜
鍋
」
と
い
う
語
源
は
、む
ろ
ん
そ
こ
に

あ
る
。 

焚
き
火
や
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
な
ど
か
ら
も
、容
易
に

認
知
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

ず
で
あ
る
。か
つ
て
、竈
で
の
飯
炊
き
は
、主
婦
が
束
の

間
の
休
息
を
と
る
場
で
あ
り
時
間
で
あ
っ
た
の
だ
。 

　
は
じ
め
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
な
か
パ
ッ
パ 

　
ジ
ュ
ウ
ジ
ュ
ウ
噴
い
た
ら
火
を
引
い
て 

　
赤
子
が
泣
い
て
も
蓋
と
る
な 

 

　
竈
と
羽
釜
を
用
い
て
の
炊
飯
法
の
コ
ツ
で
あ
る
。
現

在
は
、大
方
の
人
が
真
ん
中
の
フ
レ
ー
ズ
を
欠
落
さ
せ

た
か
た
ち
で
し
か
憶
え
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
飯
が
焦
げ
て
し
ま
う
。か
つ
て
は
、誰
も
が
知

る
炊
飯
の
常
識
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。口
ず
さ
む
が

ご
と
く
に
、母
親
が
娘
へ
、祖
母
が
孫
娘
に
伝
え
た
も

の
で
あ
る
。 

　
一
度
火
を
つ
け
た
ら
、そ
こ
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
竈
の
前
に
は
小
さ
な
床
几
が
置
か
れ
て
い
た
り

も
し
た
。
竈
で
の
飯
焚
き
は
、女
た
ち
が
く
つ
ろ
ぎ
、語

り
あ
う
時
間
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

                

     

　
「
竈
ざ
ら
え
」
と
い
う
行
事
が
古
く
は
見
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、民
間
暦
に
お
け
る
ハ
レ（
非
日
常
）と
ケ（
日

常
）の
区
切
り
を
意
味
し
て
い
た
。 

　
た
と
え
ば
、比
較
的
近
年
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
の

が
年
末
の
竈
ざ
ら
え
で
あ
る
。
江
戸
期
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
み
る
と
、一
二
月
一
三
日
が
そ
の
日
と
さ
れ
て

い
た
。
竈
だ
け
で
な
く
、一
家
総
出
で
家
中
の
掃
除
を

す
る
。む
ろ
ん
、そ
の
陣
頭
指
揮
を
と
っ
た
の
は
主
婦

で
あ
る
。 

　
そ
れ
を
「
事
は
じ
め
」
と
も
い
っ
た
。つ
ま
り
、正
月

行
事
が
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
。 

　
い
う
ま
で
も
な
く
、正
月
は
、歳
神
や
祖
霊
を
迎
え

て
新
年
を
祝
う
行
事
で
あ
る
。そ
し
て
、そ
の
神
々
を

迎
え
る
た
め
に
大
掃
除
を
す
る
。そ
の
と
き
、と
く
に

竈
を
さ
ら
え
る
の
は
、そ
れ
を
境
に
火
を
か
え
る
意
味

が
あ
っ
た
の
だ
。だ
か
ら
、そ
れ
を
「
お
火
替
」と
も
い
っ

た
。そ
れ
か
ら
後
、正
月
の
あ
い
だ
の
供
物
や
ご
ち
そ

う
を
調
理
す
る
の
に
、清
浄
な
火
を
使
う
わ
け
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、燃
料
を
そ
れ
ま
で
の
雑
木
か
ら
松
割

木
に
か
え
た
り
も
し
た
。
松
は
、火
力
は
弱
い
が
煤
が

で
な
い
。そ
う
し
た
こ
と
で
神
聖
な
燃
料
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
竈
を
松
の
割
木
に
か
え
た
後
、酒
づ
く
り
や

餅
つ
き
が
は
じ
ま
る
の
が
、古
来
の
決
ま
り
で
あ
っ
た
。 

　
一
方
で
、「
若
火
迎
え
」
と
い
っ
て
、正
月
に
使
う
新

し
い
火
を
お
こ
し
持
ち
帰
る
行
事
が
各
地
に
伝
え
ら

れ
て
い
た
。
近
く
の
河
原
や
四
つ
角
な
ど
で
燧
石
を
使

っ
て
、松
明
や
火
縄
に
火
を
灯
す
。あ
る
い
は
、神
社
で

大
き
な
か
が
り
火
を
焚
い
た
り
、民
家
で
も
屋
根
裏

に
届
く
ほ
ど
の
大
き
な
火
を
焚
き
、そ
こ
か
ら
火
種

を
と
っ
た
。そ
の
と
き
も
、火
の
ま
わ
り
に
は
人
び
と

が
集
ま
り
、さ
ま
ざ
ま
な
語
ら
い
を
も
っ
た
こ
と
は
、い

う
を
ま
た
な
い
。
だ
が
、若
火
迎
え
の
行
事
が
廃
れ
て

久
し
く
、い
ま
で
は
京
都
の
八
坂
神
社
の「
お
け
ら
参

り
」
あ
た
り
に
残
る
ば
か
り
と
な
っ
て
い
る
。 

　
お
け
ら
参
り
は
、社
の
前
で
キ
ク
科
の
植
物
で
あ
る

オ
ケ
ラ
を
燃
や
し
、そ
の
煙
の
た
な
び
く
方
角
で
一
年

の
吉
凶
を
占
う
神
事
で
あ
る
。
参
拝
者
は
、こ
の
火
を

火
縄
に
移
し
て
家
に
持
ち
帰
り
、歳
神
を
祀
る
祭
壇 

ひ
が
え 
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Ⅱ
　
生
活
の
中
の
「
火
」
の
力 




