
    

　
道
端
や
川
原
で
火
を
焚
い
て
い
る
と
、

な
ぜ
か
人
が
寄
っ
て
く
る
。ひ
と
こ
と
二

こ
と
言
葉
を
交
わ
し
て
は
、手
を
あ
ぶ

り
、あ
る
い
は
火
の
そ
ば
に
し
ゃ
が
み
込

ん
で
、遠
い
日
を
懐
か
し
む
よ
う
に
じ
っ

と
火
を
見
つ
め
る
。 

　
ゆ
ら
め
き
変
幻
す
る
炎
。か
す
か
に

甘
い
煙
の
匂
い
…
。
火
に
は
人
の
六
感

を
満
た
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を

喚
起
し
、時
に
は
妖
し
い
幻
覚
を
も
呼

び
起
こ
す
不
思
議
な
作
用
が
あ
る
。パ

チ
パ
チ
と
木
が
は
ぜ
る
音
を
聞
い
て
い

る
と
、や
が
て
時
間
感
覚
も
麻
痺
し
て
、

妙
に
ゆ
っ
た
り
と
ひ
そ
や
か
に
安
息
し

た
り
、逆
に
言
い
知
れ
ぬ
興
奮
を
覚
え
、

い
つ
に
な
く
冗
舌
に
な
っ
た
り
も
す
る
。

火
は
、人
間
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
刻
ま
れ
た
根

源
的
な
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
触
媒
で

あ
り
、神
々
や
祖
霊
の
世
界
へ
と
い
ざ

な
う
最
古
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
だ
。 

　
い
ま
目
の
前
で
燃
え
る
火
は
、ア
フ
リ

カ
の
谷
で
猿
人
や
原
人
た
ち
が
見
つ
め

た
火
と
も
、五
千
年
前
に
縄
文
人
が
見

つ
め
た
火
と
も
、基
本
的
に
変
わ
る
こ

と
の
な
い
同
じ
火
だ
。
同
時
に
、今
こ
の

瞬
間
に
燃
え
盛
る
火
は
数
秒
前
の
火

と
も
違
う
し
、一
瞬
後
の
火
と
も
ま
た

違
う
。
古
代
の
神
話
・
伝
説
や
音
楽
の

多
く
も
、火
の
そ
ば
で
生
ま
れ
た
。
火

は
実
に
、人
類
文
化
の
原
点
で
あ
っ
た
。 

     

　
い
ま
、大
学
生
の
多
く
は
、ナ
イ
フ
で

木
や
竹
を
満
足
に
削
れ
な
い
し
、マ
ッ
チ

で
火
を
つ
け
ら
れ
な
い
者
も
増
え
て
い

る
。
焚
き
火
で
ご
飯
を
炊
こ
う
に
も
、

か
ま
ど
を
組
む
こ
と
に
思
い
至
ら
ず
、

不
安
定
な
焚
き
火
の
上
に
直
接
飯
ご

う
や
鍋
を
置
こ
う
と
し
た
り
、太
い
薪

を
割
り
も
せ
ず
、そ
の
ま
ま
百
円
ラ
イ

タ
ー
で
点
火
し
よ
う
と
す
る
学
生
も
い

る
。「
先
生
、火
が
着
か
な
い
ん
で
す
け

ど
…
」
。
焚
き
つ
け
と
い
う
も
の
を
知

ら
な
い
の
だ
。 

　
薪
は
重
油
を
か
け
て
着
火
す
る
も

の
と
信
じ
て
い
る
小
中
学
校
の
教
員
も

ま
れ
で
は
な
い
。
驚
い
た
こ
と
に
、宗
教

的
な
意
味
合
い
を
持
つ
民
俗
行
事
の

ど
ん
ど
焼
き
で
さ
え
、重
油
を
ぶ
っ
か

け
て
火
を
つ
け
る
よ
う
な
自
治
体
が
現

れ
た
。
ど
す
黒
い
煙
と
嫌
な
臭
い
。
火

を
使
う
能
力
の
低
下
は
、あ
き
ら
か
に

感
性
の
低
下
を
も
も
た
ら
し
て
い
る
。 

　
戦
前
ま
で
の
日
本
で
は
、都
市
の
一

部
を
除
け
ば
、調
理
や
暖
房
に
用
い
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
半
を
薪
や
木
炭
、練

炭
な
ど
植
物
由
来
の
燃
料
で
ま
か
な
っ

て
い
た
。
そ
ん
な
時
代
な
ら
、風
呂
焚

き
や
飯
炊
き
で
親
兄
弟
の
作
業
を
眺
め
、

手
伝
う
中
で
、マ
ッ
チ
の
使
い
方
や
薪
を

割
る
斧
や
鉈
の
扱
い
方
を
一
つ
一
つ
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
覚
え
る
機
会
も
あ
っ

た
。
だ
が
、農
村
で
す
ら
囲
炉
裏
も
竈

も
珍
し
く
な
り
、電
子
レ
ン
ジ
な
ど
電

磁
調
理
器
の
普
及
で
、ガ
ス
レ
ン
ジ
の
炎

さ
え
見
た
こ
と
の
な
い
子
ど
も
も
増
え

て
い
る
。タ
バ
コ
を
吸
う
家
族
が
い
な
け

れ
ば
、生
の
火
を
見
る
機
会
は
年
に
一
、

二
度
、誕
生
日
か
ク
リ
ス
マ
ス
の
ケ
ー
キ

の
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
く
ら
い
の
も
の
。か
つ

て
家
の
中
心
に
あ
っ
た
火
の
存
在
感
は

す
っ
か
り
薄
れ
て
し
ま
っ
た
。 

　
火
の
扱
い
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ツ
が

あ
る
。こ
う
し
た
技
術
文
化
の
継
承
に

は
、日
頃
か
ら
見
る
と
は
な
し
に
目
に

す
る
環
境
や
、あ
る
程
度
の
時
間
と
経 

火
を
体
験
す
る 
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ヒモギリ式発火道具で火を起こす 

たけやま森の学校（福島県平田村）の火起こしセット 

験
が
必
要
だ
。「
落
ち
葉
焚
き
」
す
ら

見
た
こ
と
が
な
い
若
者
た
ち
の
焚
き
火

が
デ
タ
ラ
メ
な
の
は
、考
え
て
み
れ
ば
当

然
だ
。七
〇
年
代
な
ら
小
中
学
校
の
校

庭
や
裏
庭
で
も
焚
き
火
の
体
験
学
習

く
ら
い
で
き
た
も
の
だ
が
、今
は
管
理

責
任
や
近
隣
か
ら
の
苦
情
で
何
も
で
き

な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
東
京
都
渋
谷
区

の
教
育
委
員
会
が
筆
者
を
講
師
に
焚

き
火
の
体
験
講
座
を
開
い
て
み
た
ら
、

渋
谷
区
内
に
は
ま
と
も
に
焚
き
火
が

で
き
る
場
所
が
一
カ
所
も
な
か
っ
た
、と

い
う
ウ
ソ
の
よ
う
な
話
も
あ
る
。も
っ
と

も
、コ
マ
切
れ
の「
体
験
学
習
」に
ど
れ

ほ
ど
の
効
果
が
あ
る
か
は
疑
問
だ
が
。 

     

　
い
ま
、都
市
近
郊
で
焚
き
火
が
で
き

る
の
は
、よ
ほ
ど
恵
ま
れ
た
私
有
地
か

川
原
や
浜
辺
、そ
れ
に
キ
ャ
ン
プ
場
く

ら
い
だ
ろ
う
。と
こ
ろ
が
最
近
は
、利
用

者
の
あ
ま
り
の
マ
ナ
ー
の
悪
さ
に
、焚
き

火
を
禁
止
す
る
キ
ャ
ン
プ
場
も
増
え
た
。

生
ご
み
か
ら
ビ
ニ
ー
ル
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容

器
、ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
や
空
き
ビ
ン
ま
で
中

途
半
端
に
火
に
放
り
込
ん
で
、汚
い
焼

け
跡
だ
ら
け
に
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
た
ま
ら

な
い
。し
か
し
、た
だ
禁
止
禁
止
で
は
技

術
の
向
上
も
な
く
、か
え
っ
て
マ

ナ
ー
は
悪
く
な
る
ば
か
り
。む
し

ろ
、安
全
で
カ
ッ
コ
イ
イ
焚
き
火

の
技
術
と
、知
的
で
深
遠
な
火

の
文
化
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
努

力
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。 

　
本
質
を
見
失
っ
た
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
規
制
法
の
流
れ
で
、都
市
の

環
境
保
全
に
一
役
買
っ
て
い
た

神
社
、寺
院
の
落
ち
葉
焚
き
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今

後
は
剪
定
さ
れ
た
枝
も
落
ち
葉

も
、廃
棄
物（
粗
大
ゴ
ミ
）と
し

て
お
金
を
か
け
て
処
分
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
ま
ま
で
は

貴
重
な
都
市
の
緑
地
が
、人
手
や
管
理

費
の
不
足
か
ら
荒
れ
果
て
、近
い
将
来

に
は
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。 

　
街
路
樹
や
公
園
の
樹
木
も
含
め
、開

発
や
管
理
の
た
め
に
伐
採
さ
れ
、剪
定

さ
れ
る
枝
や
落
ち
葉
や
下
草
は
、日
本

全
国
で
毎
年
数
千
万
ト
ン
。こ
れ
も
廃

棄
物
と
し
て
莫
大
な
税
金
を
か
け
て

処
理
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、搬
出
費
の
不

足
で
伐
採
さ
れ
た
ま
ま
野
山
に
放
置

さ
れ
る
樹
木
を
入
れ
れ
ば
、そ
の
量
は

軽
く
一
億
ト
ン
を
超
え
る
。
日
本
中
の

調
理
と
暖
房
に
か
か
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

全
て
を
ま
か
な
っ
て
あ
ま
り
あ
る
膨
大

な
量
で
あ
る
。 

　
日
本
の
公
園
は「
公
園
法
」
と
い
う

法
律
で
、焚
き
火
も
穴
掘
り
も
木
登

り
も
禁
止
。ま
る
で「
遊
ぶ
な
」
と
言
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、地
域
住
民

と
行
政
と
が
話
し
合
っ
て
焚
き
火
も
穴

掘
り
も
で
き
る
よ
う
に
し
た
公
園
も

あ
る
。
東
京
で
は
世
田
谷
の
羽
根
木
公

園
プ
レ
イ
パ
ー
ク
や
大
田
区
の
千
鳥
町

に
あ
る
草
っ
ぱ
ら
公
園
、私
有
地
の
山

林
を
借
り
て
民
間
で
運
営
さ
れ
て
い
る

町
田
市
の
た
ぬ
き
山
冒
険
遊
び
場
な

ど
が
有
名
だ
。
も
ち
ろ
ん
、こ
う
い
う
の

が
ど
こ
に
で
も
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

防
災
上
、あ
る
程
度
の
広
さ
が
必
要
だ

し
、近
隣
か
ら
の
煙
の
苦
情
を
考
え
れ

ば
、火
を
焚
く
曜
日
や
時
間
帯
も
決
め
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た

鍛冶屋の火（福島県いわき市上遠野、長谷川昭三鍛冶） 

け
跡
だ
ら
け
に
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
た
ま
ら

な
い
。し
か
し
、た
だ
禁
止
禁
止
で
は
技

て
お
金
を
か
け
て
処
分
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
ま
ま
で
は

し
、近
隣
か
ら
の
煙
の
苦
情
を
考
え
れ

ば
、火
を
焚
く
曜
日
や
時
間
帯
も
決
め

た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

な
ど
有
害
物
質
や
臭
い
煙
を
出
す
葉

や
枝
は
燃
や
さ
な
い
な
ど
の
ル
ー
ル
や

マ
ナ
ー
も
守
り
た
い
。
公
園
の
一
角
に

焚
き
火
コ
ー
ナ
ー
や
カ
マ
ド
が
あ
れ
ば
、

落
ち
葉
の
処
理
や
剪
定
も
業
者
任
せ

で
な
く
、住
民
の
楽
し
み
と
し
て
で
き

る
し
、町
内
の
行
事
や
災
害
時
の
炊
き

出
し
に
も
便
利
だ
。
火
の
技
術
文
化

を
伝
承
す
る
こ
と
が
、地
域
の
教
育
力

を
回
復
し
、自
然
と
人
間
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
再
生
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
神

社
や
寺
、学
校
な
ど
に
も
こ
う
い
う
仕

組
み
を
広
げ
て
行
け
ば
い
い
。 

　
か
つ
て
身
近
な
里
山
は
、農
家
が
日

常
的
に
焚
き
木
を
拾
い
、炭
を
焼
き
、

家
畜
の
エ
サ
に
も
な
る
下
草
を
刈
り
、

堆
肥
に
す
き
込
む
落
ち
葉
を
集
め
、保

全
管
理
し
て
き
た
。
山
や
森
は
人
間
が

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
適
度
な
圧
力

が
か
か
り
、結
果
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
雑
木
林
の
生
態
系
が
維
持
さ
れ

て
き
た
。い
ま
、山
や
森
と
人
間
と
の

関
係
は
希
薄
に
な
り
、人
の
入
ら
な
い

山
は
ど
こ
も
荒
れ
果
て
て
い
る
。
定
期

的
に
手
を
入
れ
、落
ち
葉
や
枝
を
燃

や
せ
ば
、森
は
明
る
く
開
放
的
に
な
り
、

多
様
な
生
物
が
共
存
で
き
る
。
環
境
に

配
慮
し
た
適
正
な
焚
き
火
は
森
の
掃

除
で
あ
り
、な
く
て
は
な
ら
な
い
環
境

保
全
技
術
な
の
だ
。 

    

　
焚
き
火
に
は
手
順
が
あ
る
。い
き
な

り
太
い
薪
に
火
は
つ
か
な
い
。
小
さ
な

種
火
で
枯
れ
た
ス
ギ
の
葉
や
カ
バ
の
樹

皮
の
よ
う
な
焚
き
つ
け
に
点
火
し
、ご

く
細
い
枝
の
束
に
火
を
移
す
。そ
れ
が

燃
え
上
が
る
と
こ
ろ
に
小
指
の
太
さ
の

枝
の
束
を
の
せ
、徐
々
に
よ
り
太
い
柴

に
火
を
移
し
て
い
く
。そ
う
し
て
少
し

ず
つ
大
き
く
育
て
た
火
の
熱
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
、や
が
て
太
い
薪
を
発
火
点
ま
で

温
め
、着
火
す
る
わ
け
で
あ
る
。
薪
に

火
が
移
る
前
に
、も
う
少
し
と
い
う
と

こ
ろ
で
立
ち
消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
多

い
か
ら
、よ
く
乾
燥
し
た
焚
き
つ
け
を

た
っ
ぷ
り
と
用
意
す
る
こ
と
が
重
要
だ
。

雨
の
後
な
ど
で
湿
っ
た
枝
し
か
な
い
よ

う
な
ら
、ク
シ
ャ
ク
シ
ャ
に
揉
み
し
だ
い

て
樹
皮
に
亀
裂
を
入
れ
た
り
、鉈
や
ナ

イ
フ
で
切
れ
込
み
を
入
れ
た
り
、と
に

か
く
樹
皮
を
剥
が
し
て
表
面
積
を
大

き
く
す
る
と
火
つ
き
が
よ
く
な
る
。 

　
良
い
た
き
木
の
条
件
は
、適
度
に
乾

燥
し
て
い
る
こ
と
。
よ
く
燃
え
て
火
力

が
強
い
こ
と
。ス
ス
や
煙
を
多
く
出
さ

な
い
こ
と
。
ど
ん
な
樹
種
で
も
１
ｋｇ
あ

た
り
の
燃
焼
効
率
は
ほ
ぼ
同
じ
。
木
の

種
類
に
よ
っ
て
燃
え
方
が
違
う
の
は
、

樹
皮
の
厚
さ
や
材
の
密
度
、含
水
率
、

含
ま
れ
る
樹
脂
の
成
分
と
量
が
異
な

る
か
ら
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
軽
い
木

ほ
ど
火
つ
き
は
よ
く
、重
い
木
ほ
ど
火

力
が
強
く
火
保
ち
が
す
る
。ス
ギ
や
マ

ツ
な
ど
の
針
葉
樹
は
薪
割
り
が
楽
で
着

火
性
も
良
く
、派
手
な
炎
を
上
げ
て

よ
く
燃
え
る
。た
だ
し
、煙
と
ス
ス
が
多

く
、直
火
料
理
に
使
う
と
ヤ
ニ
臭
く
な

る
し
、火
保
ち
は
悪
い
。こ
れ
に
対
し
て

ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
、カ
シ
の
よ
う
な
堅
い
広

葉
樹
の
薪
は
、火
つ
き
は
悪
い
が
あ
ま

り
炎
を
上
げ
ず
ス
ス
も
出
さ
ず
、『
オ
キ
』

に
な
っ
て
遠
赤
外
線
を
発
し
な
が
ら
ゆ

っ
く
り
と
安
定
し
て
燃
え
る
。
そ
う
し

た
樹
木
の
燃
焼
特
性
を
活
か
し
、焚
き

始
め
は
針
葉
樹
、炎
が
安
定
し
た
ら
広

葉
樹
の
堅
い
薪
と
い
う
ぐ
あ
い
に
使
い

分
け
る
の
が
理
想
だ
ろ
う
。
湿
気
っ
た

薪
は
鉈
で
細
か
く
割
り
、樹
皮
を
剥
が

し
、鉈
目
や
削
り
か
け
を
作
っ
て
や
れ

ば
乾
燥
も
速
く
、火
つ
き
が
よ
く
な
る
。 
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マ
ッ
チ
や
ラ
イ
タ
ー
を
使
わ
な
い
で
火

を
起
こ
す
工
夫
も
楽
し
い
。
木
と
木
を

摩
擦
し
て
火
を
起
こ
す
古
代
の
火
起

こ
し
は
、岩
城
正
夫（
和
光
大
学
名
誉

教
授
）の
実
践
的
研
究
で
、い
ま
や
全

国
的
に
普
及
し
て
い
る
。
古
代
発
火
法

検
定
協
会
で
は
指
導
者
養
成
の
講
座

や
検
定
を
定
期
的
に
行
な
っ
て
い
る
し
、

筆
者
自
身
も
各
地
の
博
物
館
や
学
校

で
指
導
に
当
た
っ
て
き
た
。ウ
ツ
ギ
の
細

長
い
棒
を
板
の
く
ぼ
み
に
立
て
、両
手

で
錐
を
も
む
よ
う
に
回
転
摩
擦
す
る「
キ

リ
モ
ミ
式
発
火
法
」
は
、一
見
原
始
的

な
よ
う
だ
が
、火
種
が
で
き
る
ま
で
一

分
も
か
か
ら
な
い
。
筆
者
の
最
高
記
録

は
六
秒
。
炎
が
上
が
り
、焚
き
つ
け
に
点

火
す
る
ま
で
が
二
〇
秒
ほ
ど
で
あ
る
。 

　
福
島
県
の
平
田
村
で
森
林
環
境
教

育
に
取
り
組
む
グ
ル
ー
プ「
た
け
や
ま

森
の
学
校
」で
は
、地
元
産
の
木
材
を

有
効
利
用
し
て
手
作
り
教
材
「
縄
文

式
火
起
こ
し
セ
ッ
ト（
ヒ
モ
ギ
リ
式
）」

を
開
発
・
販
売
し
て
い
る
。
教
材
メ
ー
カ

ー
や
他
の
地
方
で
販
売
す
る
道
具
に
は
、

な
か
な
か
火
が
起
き
な
い
も
の
も
多
い

が
、平
田
村
の
セ
ッ
ト
は
と
て

も
使
い
や
す
い
。こ
の
村
で
は
、

移
築
し
た
茅
葺
き
の
古
民

家
で
毎
日
の
よ
う
に
囲
炉
裏

に
火
が
焚
か
れ
、毎
週
さ
ま

ざ
ま
な
体
験
学
習
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。 

　
三
内
丸
山
遺
跡
や
福
島

県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
白
河
館

（
ま
ほ
ろ
ん
）な
ど
の
火
起
こ

し
体
験
コ
ー
ナ
ー
で
使
わ
れ

て
い
る
マ
イ
ギ
リ
式
発
火
具

は
残
念
な
が
ら
ニ
セ
モ
ノ
で
、

古
代
に
は
な
か
っ
た
。こ
れ
は

江
戸
時
代
の
後
半
、伊
勢
ソ

ロ
バ
ン
な
ど
の
職
人
が
使
う

工
具
・
舞
い
錐（
ポ
ン
プ
ド
リ
ル
）

を
も
と
に
伊
勢
神
宮
で
儀

式
用
に
創
製
し
た
も
の
。
各

地
に
普
及
し
た
の
は
戦
時
中

の
紀
元
二
千
六
百
年
記
念

式
典
が
き
っ
か
け
だ
。
さ
す
が
に
伊
勢

神
宮
で
は
二
百
年
続
い
た
儀
式
を
い
ま

さ
ら
変
え
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
が
、

博
物
館
で
ウ
ソ
を
教
え
る
の
は
や
は
り

問
題
が
あ
る
。 

　
火
起
こ
し
や
焚
き
火
は
楽
し
い
。
焚

き
火
禁
止
の
逆
風
の
中
、料
理
を
し
た

り
炭
や
土
器
を
焼
い
た
り
、鍛
冶
の
ま

ね
ご
と
を
し
た
り
、火
で
遊
び
な
が
ら

環
境
保
全
を
考
え
る
試
み
も
各
地
で

広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
火
は
人
間
の
暮
ら

し
の
原
点
で
あ
り
、科
学
技
術
や
芸
術

文
化
の
基
本
で
も
あ
る
。こ
の
文
化
遺

産
を
、我
々
の
世
代
で
絶
や
し
て
は
な

る
ま
い
。 

CEL

関
根
　
秀
樹
（
せ
き
ね
・
ひ
で
き
） 

 

和
光
大
学
や
桑
沢
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
な
ど

の
非
常
勤
講
師
も
務
め
る
フ
リ
ー
の
研
究

者
・
ラ
イ
タ
ー
。一
九
六
〇
年
福
島
県
生
ま

れ
。
道
具
と
技
術
の
文
化
史
や
民
族
音
楽
、

民
族
美
術
、
環
境
教
育
な
ど
レ
パ
ー
ト
リ

ー
は
広
い
。
国
際
火
遊
び
学
会
顧
問
。
キ
リ

モ
ミ
式
古
代
火
起
こ
し
で
六
秒
の
世
界
記

録
を
持
つ
。
各
地
の
美
術
館
や
博
物
館
で

理
系
・
文
系
・
芸
術
系
の
枠
を
超
え
た
多
彩

な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
展
開
。
著
書
は
、『
縄

文
生
活
図
鑑
』
、『
新
版
民
族
楽
器
を
つ
く

る
』（
い
ず
れ
も
創
和
出
版
）
、『
焚
き
火
大

全
』（
共
著
、創
森
社
）
な
ど
。 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

ファイアーアート「火の祝祭」（１９９３）より 
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