
火
で
ま
つ
る
夏

文

　井
戸 

理
恵
子

い
ど・り
え
こ
／
民
俗
情
報
工
学
研
究
家
。１
９
６
４
年
、北

海
道
生
ま
れ
。多
摩
美
術
大
学
非
常
勤
講
師
。節
句
の
会

「
ア
エ
ノ
コ
ト
：
節
供
の
饗
応
」を
は
じ
め
、伝
統
儀
礼
や
風

習
の
意
味
を
民
俗
学
的
に
解
明
し
今
に
具
現
化
す
る
提
案

を
行
う
。著
書
に『
暦・し
き
た
り・ア
エ
ノ
コ
ト
　
日
本
人

が
大
切
に
し
た
い
う
つ
く
し
い
暮
ら
し
』な
ど
。

　火
山
大
国
・
日
本
に
は
、
火
を
噴
く
山
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
眠
っ
て

い
ま
す
。
そ
ん
な
火
の
山
が
噴
火
し
、
真
っ
赤
に
燃
え
た
ぎ
る
マ
グ
マ

を
泉
の
よ
う
に
噴
き
上
げ
て
み
せ
る
と
き
。
荒
ぶ
る
自
然
の
姿
に
恐
れ

を
感
じ
る
と
と
も
に
、
ど
こ
か
浮
き
立
つ
よ
う
な
気
持
ち
で
思
い
出
さ

れ
る
光
景
が
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
、
闇
夜
を
照
ら
す
、
夏
の
火
祭

り
の
眺
め
で
す
。

　山
の
斜
面
に
組
ん
だ
松
の
割
木
に
点
火
し
て
文
字
を
浮
き
出
さ
せ
る

京
都
の
五
山
送
り
火
は
、
そ
の
名
の
通
り
祖
霊
を
送
る
伝
統
行
事
と
し

て
広
く
知
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
送
り
火
の
風
習
は
迎
え
火
が
発

展
し
た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ

の
世
か
ら
は
炎
の
光
で
し
か
こ
の
世
が
見

え
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
時
に

あ
の
く
ら
い
大
が
か
り
な
演
出
が
必
要
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　日
本
の
夏
祭
り
に
は
、
こ
の
よ
う
に
祖

霊
と
し
て
の
神
を
「
火
で
迎
え
、
火
で
送

る
」
も
の
が
多
い
の
で
す
。
同
じ
く
京
都

で
始
ま
り
、

や
く厄 

ば
ら祓

い
を
目
的
と
す
る
夏
祭

り
の
原
型
に
な
っ
た
祇
園
祭
も
、
そ
の
例

に
連
な
る
で
し
ょ
う
。
祭
り
の
前
後
で
神
輿
を
洗
っ
た
り
仕
舞
っ
た
り

す
る
と
き
に
か
ざ
す

お
お大 

た
い松 

ま
つ明

や
、
前
夜
祭
の
宵
山
で

や
ま山 

ぼ
こ鉾

を
照
ら
す
大

量
の
提
灯
、
家
の
軒
下
に
吊
る
さ
れ

か
そ
け幽

き
光
を
放
つ
神
灯
な
ど
が
、

夜
の
町
を
情
熱
的
に
盛
り
立
て
ま
す
。

　夏
祭
り
と
火
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
季
節

の
気
候
が
病
を
呼
び
寄
せ
や
す
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
病
の
要
因
に

な
る
不
浄
と
湿
度
を
「

し
つ湿 

じ
や邪

」
と
呼
ん
で
忌
み
嫌
い
、
こ
れ
を
遠
ざ
け

祓
う
た
め
に
は
、
火
が
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
清
め
、
浄
化
し
、
乾
燥
を
促
し
て
く
れ
る
火
が
。

　祇
園
祭
で
配
ら
れ
る
、

ち
が
や茅

で
つ
く
ら
れ
た

ち
ま
き粽

の
か
た
ち
の
三
角
形

と
護
符
の
赤
い
色
は
、ま
さ
に
火
を
象
徴
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。そ
し
て
、

そ
の
護
符
に
記
さ
れ
る
「

そ蘇 

み
ん民 

し
よ
う将 

ら
い来

」
の
名
は
、
祭
り
の
由
来
と
深

い
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

ご牛 

ず頭
天
王
（
ス
サ
ノ
ヲ
）
が
、
旅
の
途
中
、

疫
病
神
の
姿
で
現
れ
て
宿

　こ
い
ね
が

　

を
希
っ
た
と
こ
ろ
、
蘇
民
将
来
が
快
く
受
け

入
れ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
都
を
襲
う
災
厄
を
避
け
る
に
は
「
蘇

民
将
来
之
子
孫
也
」
と
書
い
た
茅
の
護
符
を
門
に
貼
れ
ば
よ
い
、
と
告

げ
た
こ
と
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
以
来
、
蘇
民
将
来
は

厄
病
除
け
の
守
護
神
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　今
や
全
国
津
々
浦
々
で
開
か
れ
る
夏
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
・
花
火
大
会

の
発
端
も
ま
た
、
江
戸
時
代
に

は流 
や行

っ
た
疫
病
や
飢
饉
の
死
者
供
養
と

未
来
の
厄
災
除
け
を
願
う
た
め
に
あ
り
ま
し
た
。
今
の
よ
う
な
納
涼
の

楽
し
み
だ
け
で
な
く
、
本
来
は
死
霊
を
慰
め
、
悪
霊
を
鎮
め
る
「
火
祭

り
」
と
し
て
の
意
味
が
色
濃
く
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　こ
れ
か
ら
、
七
夕
を
は
じ
め
、
花
火
、
中
元
、

う盂 
ら蘭 
ぼ
ん盆 
え会

の
迎
え
火

や
送
り
火…

…

と
、
こ
の
世
の
人
と
あ
の
世
の
人
の
饗
宴
、
夏
の
供
養

の
祭
り
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

火
を
象
徴
す
る
と
い
わ

れ
る
三
角
形
の
粽
に
蘇

民
将
来
の
名
を
記
す
護

符
が
つ
い
た
、
八
坂
神

社
の
粽
。
軒
下
に
飾
る
。

写
真
／
Ｐ
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第
一
回

日
の
国

ニ
�
ポ
ン
の

理
こ
と
わ
り


