
      

　
火
は
人
間
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、人
間
の
文
化
の
発
達
は
、火
を
人
間
が
管
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
依
っ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
火
が
作
り
出
す
熱
と

光
が
今
日
の
文
明
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
人
は

火
に
よ
っ
て
、闇
を
追
い
払
い
、寒
冷
地
へ
の
進
出
を

果
た
し
、害
獣
を
追
い
払
い
、調
理
し
た
食
物
を
作

り
出
し
、自
然
を
開
発（
あ
る
意
味
で
は
破
壊
）し
て

人
間
の
側
に
取
り
込
み
、そ
の
周
囲
に
人
を
集
め
て

仲
間
を
作
り
、そ
の
結
果
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
文

化
物
を
作
り
出
し
て
き
た
。こ
の
こ
と
は
、も
し
現
代

人
が
火
を
管
理
す
る
能
力
を
失
っ
た
状
態
を
想
定

す
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
。
地
球
上
の
ほ
と
ん
ど
の
人
々

が
た
ち
ど
こ
ろ
に
死
滅
し
、生
き
残
っ
た
者
も
そ
の
行

動
を
大
幅
に
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
火
は
人
間
の
生
命
を
根
本
的
な
と
こ

ろ
か
ら
支
え
る
も
の
な
の
で
あ
り
、文
化
の
創
造
の

基
礎
な
の
で
あ
る
。 

　
火
は
、暖
を
取
る
、灯
り
と
す
る
、害
獣
を
追
い
払

う
、と
い
っ
た
実
用
的
な
側
面
だ
け
で
は
な
く
、そ
う

し
た
側
面
を
背
景
に
し
て
、象
徴
的
あ
る
い
は
宗
教

的
な
意
味
や
役
割
も
担
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
火
を
め

ぐ
る
想
像
力
の
産
物
と
し
て
の
文
化
と
い
っ
て
も
い

い
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
が
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い

の
は
、こ
う
し
た
火
を
め
ぐ
る
信
仰
の「
語
り
」と「
実

践
」で
あ
る
。 

　
火
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の
は
、人
間
だ
け
で
あ

る
。
人
間
だ
け
が
火
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、原
初
の
火
は
人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
が
生
ま
れ
る
以
前
か
ら
、生

物
が
こ
の
地
球
上
に
誕
生
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
て

い
た
。
自
然
の
な
か
に
存
在
す
る
火
を
生
活
の
な
か

に
持
ち
込
ん
で
、暖
を
取
っ
た
り
、灯
り
に
し
た
り
、

食
物
の
調
理
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

世
界
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
・
文
化
集
団
に
伝
わ

る
、火
の
起
源
を
め
ぐ
る
神
話
に
は
、そ
う
し
た
記

憶
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

　
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、古
代
ギ
リ
シ

ャ
の
神
話
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
物
語
で
あ
る
。
天
の
神

ゼ
ウ
ス
が
隠
し
持
つ
火
を
、知
恵
に
長
け
た
プ
ロ
メ
テ

ウ
ス
が
盗
み
出
し
て
地
上
の
ウ
イ
キ
ョ
ウ
と
い
う
木
の

幹
に
隠
し
た
。
こ
の
罰
の
た
め
に
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
コ

ー
カ
サ
ス
の
山
頂
に
縛
り
付
け
ら
れ
、そ
の
肉
体
を

毎
日
ゼ
ウ
ス
が
派
遣
し
た
鷲
に
よ
っ
て
食
い
荒
ら
さ

れ
る
、と
い
う
責
め
苦
を
受
け
、ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
よ
っ
て

よ
う
や
く
解
放
さ
れ
る
の
は
そ
れ
か
ら
三
十
年
後
で

あ
っ
た
。
ま
た
、プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
火
を
隠
し
た
ウ
イ
キ

ョ
ウ
の
幹
の
内
部
で
は
、火
が
燃
え
さ
か
っ
て
い
て
、そ

の
木
か
ら
人
々
は
火
を
取
り
出
し
て
利
用
す
る
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、そ
の
方
法
を
教
え
た
神
は
、

火
を
作
る
棒
の
保
持
者
ヘ
ル
メ
ス
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。こ
う
し
た
神
話
に
は
、雷
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
火
事
を
人
間
の
世
界
に
持
ち
込
ん
で
管
理
・

活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
記
憶
、あ
る
い
は
乾

い
た
木
の
枝
が
摩
擦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
火
す
る

現
象
を
観
察
す
る
こ
と
か
ら
発
火
法
を
学
ん
だ
と

い
う
、太
古
の
人
々
の
記
憶
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。 

【写真６】と

に
よ
っ
て
こ
そ
、そ
し
て
人
が
火
の

世
話
を
す
る
こ
と
で
、内
観
と
表

森
社
）
を
刊
行
。
著
書
は
『
焚
き
火
大
全
』（
共
著
・
創
森
社
）

な
ど
。 

● ● ● ●

● ● ● ●

「
火
」
を
め
ぐ
る
神
話
と
祭
り 

小松　和彦 
Written by
Kazuhiko Komatsu

CEL Mar. 2004

Ⅱ
　
生
活
の
中
の
「
火
」
の
力 



か

も
わ
け
い
か
づ
ち
じ
ん
じ
ゃ 

か

も

た
け
つ
ぬ

み 

た
ま
よ
り
の 

か

も 

わ
け
い
か
つ
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ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
ヤ
ッ
プ
島
に
も
、同
様
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
託
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
神
話
が
伝
え
ら
れ

て
い
た
。ヤ
ラ
フ
ァ
ッ
ト
神（
地
域
に
よ
っ
て
は
オ
ロ
フ
ァ

ッ
ト
と
か
ヨ
ロ
フ
ァ
ス
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
）は
、ミ
ク

ロ
ネ
シ
ア
の
神
話
・
伝
説
的
世
界
で
は
広
く
見
出
せ

る
神
で
、プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
同
様
に
、天
の
神
で
あ
り

な
が
ら
、人
間
の
側
に
立
っ
て
行
動
す
る
ト
リ
ッ
ク
ス

タ
ー
＝
文
化
英
雄
的
な
神
話
形
象
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、遠
洋
航
海
用
の
大
型
カ
ヌ
ー
を
収
納
す
る
カ
ヌ

ー
庫
を
倒
壊
し
に
く
く
す
る
工
法
を
人
間
に
教
え

た
と
か
、魚
を
捕
る
筌
を
教
え
た
と
か
い
っ
た
話
は
、

そ
う
し
た
性
格
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。こ
の
ヤ
ラ
フ
ァ

ッ
ト
神
話
群
の
一
つ
に
、火
の
起
源
に
関
わ
る
話
が
あ

る
。 

　
昔
、ヤ
ッ
プ
の
島
民
は
ヤ
ム
イ
モ
や
タ
ロ
イ
モ
を
も
っ

て
い
た
が
料
理
す
る
火
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、海
辺

の
砂
の
上
に
お
い
て
太
陽
の
陽（
天
の
火
）で
焼
い
て

い
た
。
し
か
し
、そ
の
仕
事
が
つ
ら
か
っ
た
の
で
、天
に

住
む
ヤ
ラ
フ
ァ
ッ
ト
に
助
け
を
求
め
た
。
す
る
と
、雷

の
神
が
タ
コ
の
木
に
落
ち
て
き
た
。
雷
神
は
女
に
、土

か
ら
鍋
を
作
り
、棒
を
擦
っ
て
火
を
起
こ
し
、そ
の
火

で
料
理
す
る
方
法
を
教
え
た
。 

      

　
火
の
起
源
を
物
語
る
神
話
は
世
界
各
地
か
ら
報

告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、日
本
に
は
、前
述

の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
内
容
を
も
っ
た
火
の
起

源
を
物
語
る
神
話
は
な
い
。
も
っ
と
も
、上
に
述
べ
た

神
話
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、か
つ
て
は
火
の
起
源

神
話
の
相
貌
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
神
話
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、雷
神
降
臨
を
物
語
る
神
話
は
そ
う
し
た

性
格
を
も
っ
た
話
で
、京
都
の
賀
茂
別
雷
神
社（
上

賀
茂
神
社
）の
祭
神
に
つ
い
て
の
神
話
な
ど
は
そ
の
一

例
で
あ
ろ
う
。 

　
賀
茂
建
角
身
の
神
に
は
二
人
の
子
が
い
た
。
玉
依

姫
と
玉
依
彦
で
あ
る
。
姫
が
小
川
の
堤
で
遊
ん
で
い

た
と
こ
ろ
、丹
塗
の
矢
が
流
れ
寄
っ
て
き
た
。
拾
っ
て

家
に
持
ち
帰
り
、寝
床
に
置
い
た
と
こ
ろ
、姫
は
妊

娠
し
、男
の
子
を
産
ん
だ
。こ
の
子
が
成
長
す
る
に
つ

れ
、賀
茂
建
角
身
は
こ
の
子
の
父
が
誰
か
知
り
た
く

な
り
、多
く
の
者
を
招

い
て
宴
会
を
催
し
、そ

の
子
に
向
か
っ
て
、
自

分
の
父
と
思
う
者
に

酒
を
注
げ
、と
命
じ
た
。

す
る
と
、子
ど
も
は
酒

杯
を
も
っ
て
、宴
の
場

の
屋
根
を
突
き
破
っ
て

天
に
昇
っ
て
い
っ
た
。そ

こ
で
、そ
の
子
は
賀
茂

別
雷
（
若
い
雷
）と
名

づ
け
ら
れ
た
。
父
は
天

の
雷
神
（
火
雷
）で
丹

塗
の
矢
に
変
じ
て
、玉

依
姫
と
契
っ
た
の
で
あ

っ
た
。 

　
こ
の
神
話
は
明
ら

か
に
水
神
信
仰
的
な
変
形
を
蒙
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

大
胆
に
推
測
す
れ
ば
、こ
の
話
は
元
来
、天
の
雷（
火
）

神
が
地
上
に
雷
の
子（
地
上
の
火
）を
も
た
ら
す
と

い
う
神
話
で
あ
り
、ま
た
丹
塗
矢
と
玉
依
姫
の
契
り

は
火
を
起
こ
す
棒
に
よ
る
発
火
法
の
神
話
的
表
現

で
あ
っ
て
、そ
う
考
え
る
と
、今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
、

闇
の
な
か
で
行
わ
れ
る
別
雷
神
の
降
臨
を
擬
し
た

も
の
と
い
う
「
御
阿
礼
神
事
」
の
原
型
も
、鑽
火
と

そ
れ
に
よ
る
神
饌
、つ
ま
り
火
の
起
源
と
そ
れ
に
よ

る
料
理
の
起
源
の
記
憶
に
関
わ
る
神
事
で
あ
っ
た
と

も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

　
火
の
起
源
を
め
ぐ
る
想
像
力
は
、太
陽（
天
の
火
）

―
天
の
雷
―
落
雷
―
天
の
火
の
地
上
の
落
下
―
火

事（
制
御
さ
れ
な
い
火
）―
人
間
の
使
う
火（
制
御
さ

ひ
め 

み

あ

れ 

し
ん
せ
ん 

じ
ん
じ 

き
り
び 

イラスト：大場　康弘 

う
け 
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告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、日
本
に
は
、前
述

の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
内
容
を
も
っ
た
火
の
起

っ
た
。 

　
こ
の
神
話
は
明
ら

れ
た
火
）と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
連
関
の
な
か
で
他
の
自

然
や
文
化
諸
要
素
と
も
関
係
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま

な
膨
ら
み
か
た
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

　
人
間
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
火
は
、神
秘
的
も
し

く
は
象
徴
的
な
意
味
・
役
割
を
付
与
さ
れ
た
。
そ
う

し
た
思
想
は
、世
界
各
地
で
み
ら
れ
る
火
祭
り
に
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
っ
と
も
一
般

的
な
火
祭
り
は
、春
に
行
わ
れ
る
共
同
体
的
な
火

祭
り
で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
子
ど
も
た
ち
が
町
や
村
を
回
っ
て
薪
を
集
め
る
。

薪
を
出
す
の
を
拒
む
と
そ
の
家
に
は
不
幸
が
襲
う

と
さ
れ
て
い
る
。
祭
り
の
当
日
に
な
る
と
、広
場
や
村

は
ず
れ
な
ど
公
共
の
場
に
薪
が
積
み
上
げ
ら
れ
て

火
が
点
け
ら
れ
る
。
炎
が
盛
ん
な
ほ
ど
そ
の
年
の
作

物
は
豊
作
だ
と
さ
れ
る
。
火
は
新
婚
の
男
女
が
点
け

る
。
春
と
豊
饒
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
家
々
の
炉
の
火
は
い
っ
た
ん
消
さ
れ
、こ
の
祝
火
の

燃
え
さ
し
で
付
け
か
え
ら
れ
る
。
燃
え
さ
か
る
祝
火

の
周
り
で
人
々
が
歌
い
踊
り
、果
て
は
乱
痴
気
騒
ぎ

と
な
る
。
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、「
魔
女
」
の
人

形
を
町
中
や
村
中
を
引
き
回
し
た
あ
と
、こ
の
火
の

な
か
に
投
げ
入
れ
る
場
面
で
あ
る
。こ
の
人
形
は
冬

や
災
厄
を
象
徴
し
て
い
る
。
厳
し
い
冬
が
終
わ
り
を

告
げ
、生
命
が
芽
生
え
再
生
し
て
く
る
春
の
到
来
を

人
々
は
祝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
火
は
よ
み
が
え
っ
て

き
た
太
陽
を
象
徴
す
る
と
と
も
に
、共
同
体
を
脅
か

す
邪
悪
な
る
も
の
を
焼
き
殺
す
清
め
の
火
で
も
あ

る
。
読
者
の
な
か
に
は
記
憶
し
て
い
る
方
も
お
ら
れ

る
だ
ろ
う
が
、フ
ェ
リ
ー
ニ
監
督
の
名
作
『
ア
マ
ル
コ
ル

ド
』の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
飾
る
シ
ー
ン
は
、ま
さ
し
く

そ
う
し
た
火
祭
り
を
生
々
し
く
描
き
出
し
て
い
た
。 

　
こ
の
祭
り
に
お
い
て
行
わ
れ
る
家
々
の
炉
の
火
の

更
新
は
、こ
れ
ま
で
の
一
年
と
い
う
時
間
の
終
わ
り
と
、

こ
れ
か
ら
の
一
年
の
始
ま
り
を
象
徴
し
て
い
る
。そ
れ

は
一
年
と
い
う
時
間
の
死
と
再
生
で
も
あ
る
。こ
う

し
た
意
味
合
い
を
も
っ
た
鑽
火
の
神
事
は
日
本
で
も

見
出
さ
れ
る
。
元
旦
の
朝
、京
都
の
人
々
は
京
都
の
八

坂
神
社
の
鑽
火
を
分
け
て
も
ら
い
、そ
の
火
で
調
理

し
た
雑
煮
を
食
べ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
き
た
。い
わ

ゆ
る
「
お
け
ら
詣
り
」で
あ
る
が
、そ
こ
に
見
出
さ
れ

る
の
は
、火
を
時
間
の
象
徴
と
み
な
す
思
想
で
あ
る
。 

      
　
火
に
は
ま
た
、共
同
体
や
国
家
や
王
つ
ま
り「
世
界
」

の
象
徴
と
い
う
意
味
合
い
も
込
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。ア
フ
リ
カ
の
バ
ン
ツ
ー
系
の
王
国
で
は
、王
宮
に
は

王
が
在
位
中
は
け
っ
し
て
絶
や
し
て
は
な
ら
な
い
聖
な

る
火
が
灯
し
守
ら
れ
て
い
て
、王
が
亡
く
な
る
と
王
宮

の
聖
火
を
は
じ
め
と
し
て
国
中
の
炉
の
火
が
消
さ
れ

る
。そ
し
て
新
王
の
即
位
に
よ
っ
て
新
し
く
鑽
ら
れ
た

火
で
家
々
の
火
が
点
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
こ
で

は
火
は「
王
」で
あ
り
、「
国
家
」で
あ
り
、「
世
界
」（
秩

序
）あ
る
い
は「
時
間
」の
象
徴
な
の
で
あ
る
。「
時
間
」

と
い
う
点
で
い
え
ば
、日
本
で
は
、国
家
を
越
え
た「
永

遠
」
を
象
徴
す
る
火
が
尊
ば
れ
た
。
延
暦
寺
の
創
建

以
来
絶
や
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
「
不
滅
の
火
」

な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。 

　
と
こ
ろ
で
、日
本
で
も
火
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、日
本
の
火
祭
り
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
火
祭

り
と
は
や
や
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。日
本
の
火
祭
り

は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。一
つ
は
真
冬
に
行
わ
れ
る
火

祭
り
で
あ
る
。こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
火
祭
り
に
近
い
祭

り
で
、「
左
義
長
」と
か「
ど
ん
ど
焼
き
」
等
と
称
さ
れ
、

子
ど
も
た
ち
が
村
中
か
ら
集
め
た
正
月
飾
り
な
ど
を

集
め
て
村
は
ず
れ
に
積
み
上
げ
て
燃
や
す
と
い
う
も

の
で
あ
る
。こ
う
し
て
、古
い
年
が
去
り
、新
し
い
年
が

開
始
さ
れ
た
こ
と
を
祝
う
と
と
も
に
、「
お
正
月
さ
ま
」

と
呼
ば
れ
る
来
訪
神
を
そ
の
火
の
炎
で
送
り
、新
し
い

年
の
平
安
・
豊
作
を
祈
る
。 

　
こ
れ
に
対
し
て
、夏
の
火
祭
り
は
家
族
的
な
性
格
が

強
い
。と
い
う
の
は
、夏
の
火
祭
り
は
、家
単
位
で
迎
え

る
先
祖
祭
り
の
一
環
と
し
て
の
火
祭
り
を
基
礎
に
し

て
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

先
祖
を
迎
え
る
た
め
の
焚
き
火
、そ
し
て
そ
れ
を
あ
の

世
へ
送
る
焚
き
火
。そ
れ
は
や
が
て
京
都
の
大
文
字
送

り
火
や
万
灯
会
を
生
み
出
し
、さ
ら
に
は
秋
田
の
竿

灯
や
青
森
の
ね
ぶ
た
の
よ
う
な
派
手
な
飾
り
灯
籠
へ

と
変
化
し
た
場
合
も
あ
る
。し
か
し
、そ
う
し
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、そ
の
基
調
に
は
、先
祖
・
精
霊
た
ち
の
鎮

魂
と
い
う
思
想
が
脈
々
と
流
れ
て
い
る
。こ
こ
で
の
火

は
、燃
え
さ
か
る
火
、何
事
も
焼
き
尽
く
す
よ
う
な
強

い
火
で
は
な
い
。そ
れ
は
闇
の
混
じ
り
合
っ
た
光
景
が

作
り
出
す
幻
想
的
世
界
へ
誘
う
、柔
ら
か
く
揺
れ
る

炎
と
し
て
の
小
さ
な
火
で
あ
る
。
夏
の
火
祭
り
の
特
徴

は
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

　
寒
い
冬
か
ら
暖
か
い
春
に
向
か
う
季
節
の
火
祭
り

は
、燃
え
さ
か
る
火
を
求
め
、暑
い
夏
の
涼
を
求
め
る

季
節
の
火
祭
り
は
、闇
に
浮
か
ぶ
柔
ら
か
い
火
を
求
め

る
。
そ
し
て
、そ
の
い
ず
れ
の
火
で
あ
っ
て
も
、そ
の
運 イラスト：大
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Ⅱ
　
生
活
の
中
の
「
火
」
の
力 



小
松
　
和
彦
（
こ
ま
つ
・
か
ず
ひ
こ
） 

 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
。
一
九
七
〇
年
埼
玉
大
学

教
養
学
部
教
養
学
科
卒
業
、一
九
七
二
年
東
京
都
立
大
学
大
学

院
社
会
科
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
、一
九
七
六
年
東
京
都
立

大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。

専
門
は
文
化
人
類
学
、
民
俗
学
、
口
承
文
芸
論
。
信
州
大
学
教

養
部
講
師
、
助
教
授
、
大
阪
大
学
文
学
部
助
教
授
、
教
授
を
経

て
現
職
。
著
書
は
、『
京
都
魔
界
案
内
』（
光
文
社
）
、『
神
な
き

時
代
の
民
俗
学
』（
せ
り
か
書
房
）
、『
神
に
な
っ
た
人
び
と
』（
淡

交
社
）
な
ど
。 

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
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動
す
る
炎
の
な
か
に
、異
な

る
領
域
を
媒
介
し
た
り
秩

序
の
転
倒
・
変
化
を
見
出
し

て
い
た
り
と
い
う
共
通
点
を

見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
火
の

本
質
と
は
、な
に
よ
り
も
ま

ず
不
定
の
運
動
に
あ
る
の
だ
。

も
っ
と
も
、ゆ
ら
め
く
炎
を

と
も
な
っ
た
生
の
火
に
接
す

る
機
会
は
、現
代
で
は
ほ
と

ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。し
か
し
、わ
た
し
た
ち
は

こ
う
し
た
火
の
本
質
に
関
わ

る
伝
承
を
忘
れ
去
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。 
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