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火
は
、
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
ゆ
え
に
早
く
か
ら
象
徴
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
火
の
神
に
関
す
る
信
仰
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。
竜

神
を
例
に
と
っ
て
も
、
「
荒
神
様
」
の
ほ
か
、
東
北
地
方
で
は
カ
マ
ガ
ミ
サ
マ
、
陰

陽
師
の
活
動
し
た
地
域
で
は
ド
ッ
ク
サ
ン
と
呼
ば
れ
る
な
ど
多
く
の
呼
称
を
も
ち
、

①

性
格
も
作
神
や
家
の
神
、
火
伏
神
な
ど
多
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
火
の
神
を
信
仰
の
面

か
ら
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
儀
礼
を
通
じ
て
火
の
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

火
の
神
に
対
し
て
抱
か
れ
て
き
た
意
識
の
基
層
に
あ
る
も
の
を
探
っ
て
み
た
い
。

井
原
西
鶴
は
、
『
世
間
胸
算
用
』
の
な
か
で
、
「
奈
良
の
庭
竃
」
と
題
し
て
、
奈
良

で
は
大
晦
日
に
庭
に
い
ろ
り
を
作
っ
て
主
人
か
ら
使
用
人
ま
で
集
ま
り
、
餅
を
焼
い

て
食
べ
る
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
習
俗
は
古
い
時
代
の
火
に

対
す
る
観
念
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
奈
良
で
は
明
治

ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
京
都
や
大
阪
で
は
近
世
の
中
頃
に
は
衰
退
し
て
い

る
。
本
稿
で
は
近
世
の
前
期
の
段
階
で
、
や
は
り
火
に
対
す
る
古
い
観
念
を
儀
礼
と

し
て
伝
承
し
て
い
た
出
雲
国
造
家
の
火
継
ぎ
神
事
を
検
証
し
、
そ
れ
を
も
と
に
庭

は
じ
め
に 庭

竈
の
習
俗
か
ら
み
た
火

庭
竈
に
つ
い
て
の
聞
き
書
き
で
最
も
ま
と
ま
っ
た
報
告
は
、
『
奈
良
市
史
』
民
俗

②

編
で
あ
ろ
う
。
少
し
長
い
が
引
用
し
た
い
。

米
谷
や
中
畑
で
も
、
昔
は
オ
オ
ッ
ゴ
モ
リ
か
そ
の
ョ
イ
の
日
に
カ
マ
ヤ
（
ウ
チ

ニ
ワ
）
に
わ
ざ
わ
ざ
一
メ
ー
ト
ル
四
方
ぐ
ら
い
の
ユ
ル
リ
を
掘
っ
て
木
枠
を
は

め
、
真
中
に
三
本
足
の
カ
ナ
ワ
を
据
え
て
、
雑
煮
は
も
ち
ろ
ん
、
一
切
の
煮
炊

き
は
こ
こ
で
し
た
。
ユ
ル
リ
の
四
方
に
ワ
ラ
を
敷
き
つ
め
、
そ
の
上
に
サ
ラ
（
新

し
い
）
の
ミ
シ
ロ
を
四
枚
敷
い
て
、
下
の
ワ
ラ
が
は
み
出
さ
ぬ
よ
う
に
四
辺
に

太
い
竹
を
あ
て
が
い
、
そ
の
竹
に
穴
を
あ
け
て
木
片
を
打
ち
込
ん
で
、
そ
れ
が

ず
れ
る
の
を
防
い
だ
。
お
客
も
こ
こ
で
も
て
な
し
、
ま
た
こ
の
竹
を
枕
に
し
て

足
を
ユ
ル
リ
に
向
け
て
寝
転
ん
で
暖
を
と
っ
た
り
し
て
正
月
気
分
を
楽
し
ん
だ
。

そ
れ
以
外
の
時
期
に
は
ユ
ル
リ
は
埋
め
て
置
き
、
竹
と
炉
縁
は
し
ま
っ
て
お
い

て
、
暮
に
な
る
と
ま
た
出
し
て
来
て
使
っ
た
。
い
ず
れ
も
有
名
な
「
大
和
の
庭

竃
」
の
遺
風
で
あ
り
、
ま
た
新
し
く
竃
を
築
い
て
正
月
神
の
神
饒
を
調
進
し
た

竈
の
習
俗
を
検
討
す
る
。

｜
庭
竃
の
概
要

森
隆
男
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名
残
り
と
考
え
ら
れ
る
。

米
谷
や
中
畑
は
奈
良
盆
地
の
東
に
位
置
す
る
高
原
地
帯
に
あ
り
、
東
山
中
と
呼
ば

れ
る
地
域
で
あ
る
。
伝
承
で
は
「
庭
竈
」
の
名
称
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
「
炉
開
き
」

と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
地
域
で
こ
の
よ
う
な
習
俗
が
見
ら
れ
た
の
は
、
中
田
太
造
氏
の

③

指
摘
に
よ
る
と
明
治
三
○
年
代
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
『
奈
良
市
史
』
が
編
纂
さ
れ

た
昭
和
四
○
年
頃
が
、
直
接
経
験
し
た
人
か
ら
聞
き
書
き
が
で
き
た
最
後
の
時
期
で

あ
ろ
う
。

ま
ず
奈
良
に
残
る
近
世
の
文
献
を
使
用
し
て
検
討
を
進
め
よ
う
。
大
和
国
添
上
郡

田
原
郷
（
現
奈
良
市
田
原
）
に
住
ん
で
い
た
山
本
平
左
衛
門
忠
辰
が
三
六
歳
の
延
宝

四
年
（
一
六
七
六
）
か
ら
八
○
歳
の
享
保
五
年
（
一
七
二
○
）
ま
で
記
し
た
日
記
が

あ
る
・
山
本
平
左
衛
門
が
藤
堂
藩
の
無
足
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
日
記
が
『
大

和
国
無
足
人
日
記
』
の
題
名
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
庭
竈
に
関
す
る
記

事
が
数
カ
所
あ
る
。

④

こ
の
日
記
に
お
け
る
庭
竜
の
初
出
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
正
月
二
一
日
で

⑤

あ
る
。
享
保
二
年
正
月
一
七
日
の
記
事
に
は
「
訪
庭
竈
夜
遊
。
又
六
、
勘
六
（
中
略
）

等
火
辺
令
囲
居
雑
話
、
女
子
十
余
人
於
広
敷
令
福
引
、
亥
之
終
時
退
散
」
と
あ
る
。

こ
の
日
、
平
左
衛
門
の
ほ
か
又
六
な
ど
少
な
く
と
も
九
人
以
上
が
火
を
囲
ん
で
雑
談

を
し
、
女
性
や
子
供
達
は
広
敷
に
お
い
て
福
引
き
を
し
て
、
夜
更
け
に
解
散
し
た
と

⑥

い
う
。
広
敷
と
は
、
こ
の
地
域
に
残
っ
て
い
る
古
民
家
の
報
告
書
に
よ
る
と
土
間
と

居
間
の
間
に
造
ら
れ
た
板
敷
の
部
屋
で
、
こ
の
部
屋
に
は
い
ろ
り
が
切
っ
て
あ
る
。

つ
ま
り
女
た
ち
は
床
上
で
、
男
た
ち
は
床
下
で
そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
り
を
囲
み
、
夜
遅
く

ま
で
楽
し
い
一
時
を
過
ご
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
年
は
正
月
一
四
日
か
ら
こ
の
日

ま
で
の
四
日
間
、
庭
篭
を
楽
し
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
享
保
三
年

で
は
な
く
、
設
備
を
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
文
字
ど
お
り
、
そ
れ
が
土

で
作
っ
た
竈
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
大
晦
日
に
作
っ
て
翌
元
旦
の
朝
に
使
用
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
次
の
史
料
で
示
す
よ
う
に
い
ろ
り
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。

「
山
本
家
百
姓
一
切
有
近
道
」
は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
、
大
和
国
山
辺

郡
乙
木
村
（
現
天
理
市
）
の
大
庄
屋
山
本
喜
三
郎
が
子
孫
の
た
め
に
記
し
た
心
得
で

③

あ
る
。
こ
の
中
の
大
晦
日
の
箇
所
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

昼
飯
た
べ
る
と
其
儘
ゆ
る
り
す
る
な
り
。
こ
の
ゆ
る
り
す
る
の
は
、
来
年
も
い

や
う
か
と
お
も
う
や
う
な
物
に
、
勝
手
を
お
ぼ
え
さ
す
た
め
に
、
此
の
ゆ
る
り

一
二
月
晦
日
に
「
庭
篭
作
テ
明

元
朝
之
餅
炎
コ
ト
百
廿
余
年
此

ｊ

⑦

笥
間
之
例
也
。
」
と
見
え
る
こ
と

生
ロ報
か
ら
、
山
本
家
で
は
大
晦
日
に

繩
庭
竈
を
作
っ
て
一
兀
日
一
の
餅
を
焼

家民
く
こ
と
が
毎
年
の
行
事
に
な
っ

節
て
お
り
、
こ
の
こ
と
こ
そ
本
来

隙
の
庭
竜
の
目
的
で
あ
っ
た
と
み

蹴
ら
れ
る
。
正
月
の
間
、
暖
一
房
の

軸
設
備
と
し
て
残
さ
れ
て
娯
楽
の

刺
場
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

図
な
お
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お

き
た
い
の
は
、
日
記
中
で
は
「
庭

竈
」
が
行
事
の
名
称
を
指
す
の

。
し
か
し
文
字
ど
お
り
、
そ
れ
が
土
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も
さ
す
な
り
。
其
物
と
弐
人
し
て
例
年
の
通
り
す
る
や
す
る
な
り
。
と
こ
を
な

を
す
と
も
、
か
い
物
ま
で
一
所
に
な
を
し
お
く
な
り
。

大
晦
日
の
午
後
に
、
使
用
人
と
二
人
で
い
ろ
り
を
作
っ
て
い
る
が
、
新
し
く
作
る

の
で
は
な
い
こ
と
は
、
床
や
カ
イ
モ
ノ
（
支
え
の
木
）
を
直
す
と
あ
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
。
設
備
の
概
要
は
、
『
奈
良
市
史
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
伝
承
と
重
な
る
。

庭
竈
の
習
俗
が
見
ら
れ
た
の
は
、
奈
良
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
近
世

の
随
筆
等
か
ら
庭
竈
の
行
事
を
み
て
お
き
た
い
。

管
見
で
は
庭
竜
に
関
す
る
文
献
上
の
初
見
は
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
黒
川

道
祐
が
著
し
た
『
日
次
紀
事
』
で
、
「
元
旦
、
庭
竈
置
火
煽
於
庭
上
、
合
家
鋪
席
而

⑨

団
坐
。
是
謂
庭
竈
。
」
と
見
え
る
。
近
世
初
期
に
は
「
庭
電
」
と
称
す
る
行
事
が
存

在
し
、
奈
良
の
伝
承
の
よ
う
に
い
ろ
り
を
囲
む
の
で
は
な
く
、
火
炉
す
な
わ
ち
火
鉢

を
置
い
て
そ
の
ま
わ
り
に
座
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
前
出
の
『
世
間
胸
算
用
』
巻

四
で
も
、
「
奈
良
の
庭
電
」
と
題
し
な
が
ら
奈
良
で
は
「
庭
い
ろ
り
」
と
呼
ん
で
い

⑩

る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
西
鶴
は
竈
も
し
く
は
火
鉢
を
囲
む
庭
竃
の
習
俗
を
知
っ
て
い

た
の
で
、
い
ろ
り
を
囲
む
奈
良
の
習
俗
も
「
庭
竈
」
と
し
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。

山
本
平
左
衛
門
が
日
記
の
中
で
い
ろ
り
を
「
庭
竈
」
と
呼
ん
だ
の
も
、
彼
が
書
物
等

で
「
庭
竈
」
の
習
俗
を
知
っ
て
い
て
そ
の
名
称
を
使
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
序
を
も
つ
『
滑
稽
雑
談
』
巻
三
に
は
、
庭
竜
に
つ
い

⑪

て
比
較
的
豊
富
な
内
容
の
記
述
が
き
れ
て
い
る
。

庭
竈
（
前
略
）
此
事
、
武
家
公
家
な
ど
に
有
し
事
不
聞
、
京
都
の
地
下
に
も

昔
は
有
け
る
に
や
、
当
地
沙
汰
な
し
。
田
舎
に
は
正
月
注
連
の
間
、
尋
常
の
篭

の
外
に
、
庭
上
に
囲
炉
裏
を
構
へ
、
新
し
き
筵
を
の
べ
、
戸
口
に
清
き
筵
を
暖

簾
の
ご
と
く
か
こ
ひ
、
家
来
の
男
女
出
入
の
者
な
ど
参
り
つ
ど
ひ
、
火
を
焼
い

て
薬
酒
ま
た
は
餅
を
ほ
こ
ら
か
し
な
ど
、
食
飽
て
遊
ぶ
事
侍
る
、
是
を
に
は
が

ま
と
い
ふ
、
い
か
な
る
遣
意
に
や
、
聖
代
に
民
賑
ふ
と
云
心
に
や
。

こ
れ
に
よ
る
と
当
時
京
都
で
は
、
す
で
に
庭
竈
の
習
俗
は
廃
れ
て
お
り
、
著
書
の

四
時
堂
其
諺
に
も
習
俗
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
田
舎
の
習
俗
と

し
て
記
し
て
い
る
内
容
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
奈
良
の
庭
竈
と
同
じ
で
あ
る
。
戸

口
に
新
し
い
莚
を
吊
下
げ
た
と
あ
る
の
も
、
そ
の
た
め
に
ム
シ
ロ
カ
ケ
が
残
っ
て
い

⑫

た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
大
坂
森
宮
の
神
官
近
藤
龍
翁
は
、
『
恵
美
須
草
』
（
延
享
二
年
成
稿
）
で
「
正

月
三
ケ
日
、
或
は
五
ケ
日
、
七
ケ
日
、
あ
る
ひ
は
十
五
日
ま
で
、
家
々
庭
に
竜
を
造
、

元
朝
よ
り
庭
に
莚
を
敷
て
、
主
を
始
下
人
ま
で
其
土
間
に
居
て
、
に
は
か
ま
ど
に
て

雑
煮
を
焼
て
食
事
あ
り
。
こ
れ
も
今
市
中
に
は
大
方
絶
て
せ
ざ
れ
共
、
（
以
下
略
）
」

⑬

と
記
し
て
お
り
、
十
八
世
紀
中
頃
に
は
大
坂
市
中
で
も
庭
竈
の
習
俗
が
廃
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
『
塩
尻
拾
遺
』
で
は
正
月
の
珍
し
い
習
俗
の
一
つ
と
し
て
、
「
奈
良
の

⑭

庭
竈
な
ど
余
処
に
は
な
し
」
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
八
世
紀
中
頃
の
状
況

を
記
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
阿
波
国
風
俗
間
状
答
』
の
正
月
の
項
に
、
「
庭

⑮

竈
仕
候
は
造
酒
商
寶
又
は
内
庭
廣
き
家
に
仕
候
」
と
見
え
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
庭
竈
は
、
『
嬉
遊
笑
覧
』
が
「
む
か
し
は
奈
良
の
み
な
ら
ず
い

⑯

づ
く
に
も
あ
り
」
と
し
た
よ
う
に
、
奈
良
、
大
阪
、
京
都
を
含
む
あ
る
程
度
の
広
が

り
を
持
っ
た
地
域
で
近
世
の
中
頃
ま
で
、
奈
良
で
は
明
治
の
中
頃
ま
で
見
ら
れ
た
習

俗
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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出
雲
大
社
の
宮
司
職
は
、
千
家
と
北
島
家
の
代
々
の
国
造
に
よ
っ
て
世
襲
き
れ
て

お
り
、
そ
の
襲
職
儀
礼
は
火
継
ぎ
神
事
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
儀
礼
は
両
家
で
は

少
し
相
違
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
呼
称
の
よ
う
に
火
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
国
造
家
と
い
う
比
較
的
確
か
な
伝
承
基
盤
を
も
つ
家
に
伝
え
ら
れ
た
、

火
に
関
わ
る
儀
礼
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
火
に
対
し
て
抱
か
れ
た
観
念
の
一

端
を
探
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
平
井
直
房
氏
の
研
究
か
ら
、
近
世
前
期
に
お
け
る
火
継

⑰

ぎ
神
事
の
概
要
を
火
に
注
目
し
な
が
ら
紹
介
し
よ
う
。

国
造
が
死
去
す
る
と
す
ぐ
、
新
国
造
は
出
雲
大
社
の
あ
る
杵
築
か
ら
大
庭
（
松
江

市
）
の
神
魂
神
社
へ
行
き
、
本
殿
に
お
い
て
火
継
ぎ
神
事
を
行
な
う
。
杵
築
か
ら
持

参
し
た
家
伝
の
火
切
杵
と
火
切
臼
で
鐙
出
し
た
火
を
本
殿
内
の
「
作
り
い
ろ
り
」
に

移
し
、
真
名
井
神
社
の
神
水
を
用
い
て
炊
飯
す
る
。
国
造
は
そ
の
御
飯
を
神
前
で
食

べ
、
一
部
は
一
夜
酒
の
材
料
と
な
る
。
こ
の
神
事
が
終
る
と
「
作
り
い
ろ
り
」
の
火

は
消
き
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
神
火
の
相
続
が
終
了
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
「
作
り

い
ろ
り
」
と
は
、
本
殿
内
の
畳
を
上
げ
て
三
尺
四
方
に
松
の
厚
板
を
敷
き
、
そ
の
上

に
莚
を
置
い
て
清
浄
な
土
を
の
せ
た
も
の
で
、
ざ
ら
に
塩
で
清
め
て
杉
原
紙
や
木
綿

を
置
く
。

神
火
相
続
の
儀
礼
が
終
了
す
る
と
、
大
庭
の
南
約
一
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

に
あ
る
熊
野
神
社
か
ら
持
参
さ
れ
た
新
し
い
火
切
杵
と
火
切
臼
で
鐙
火
し
、
そ
の
火

を
本
殿
の
床
下
に
臨
時
に
設
け
ら
れ
た
「
お
火
所
」
で
保
存
す
る
。
大
庭
に
滞
在
中

の
国
造
の
食
事
を
調
理
す
る
際
は
、
必
ず
こ
の
火
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

二
火
継
ぎ
神
事
に
お
け
る
火

翌
日
は
、
歯
固
め
、
百
番
の
舞
、
湯
立
て
神
楽
、
相
撲
の
神
事
等
が
あ
り
、
ざ
ら

に
翌
日
は
一
日
参
籠
す
る
。
そ
し
て
四
日
目
に
熊
野
神
社
か
ら
持
参
し
た
火
切
り
道

具
を
二
分
し
て
、
一
方
を
大
庭
に
残
し
、
一
方
を
携
え
て
杵
築
に
帰
還
す
る
。
以
後
、

杵
築
に
お
け
る
国
造
の
日
々
の
食
事
は
、
こ
の
火
き
り
道
具
で
鐙
出
し
た
火
が
使
用

さ
れ
る
。
国
造
邸
で
は
早
速
内
祝
と
祝
宴
が
催
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
行
事
は
元
日

⑬

の
行
事
と
同
じ
様
式
で
あ
る
と
い
う
。

な
お
杵
築
の
国
造
邸
に
あ
る
「
お
火
所
」
で
は
神
火
相
続
の
報
告
が
あ
り
次
第
、

そ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た
火
を
消
し
、
道
具
や
食
物
の
す
べ
て
を
廃
棄
す
る
。
ま
た

⑲

「
お
火
所
」
の
屋
根
を
葺
き
替
え
、
壁
も
塗
り
替
え
て
、
調
度
類
も
新
調
き
れ
る
。

こ
の
火
継
ぎ
神
事
に
つ
い
て
平
井
氏
は
、
国
造
と
し
て
霊
威
と
生
命
力
を
継
承
し

神
と
一
体
化
す
る
儀
礼
で
あ
る
と
し
、
毎
年
行
な
わ
れ
る
新
嘗
会
に
お
い
て
霊
威
と

⑳

生
命
力
を
更
新
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
霊
威
の
継
承
に
火
が

象
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
北
島
家
方
の

⑳

文
書
の
中
で
、
国
造
の
こ
と
を
「
御
火
呑
ま
」
と
表
現
し
て
い
る
の
も
国
造
の
も
つ

⑳

霊
威
を
火
と
同
一
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
て
一
連
の
儀
礼
の
中
で
、
二
種
類
の
火
が
認
め
ら
れ
る
。
国
造
自
身
が
杵
築
か

ら
首
に
掛
け
て
持
参
し
た
家
伝
の
火
切
り
道
具
で
鐙
出
し
た
火
と
、
熊
野
神
社
か
ら

社
人
が
持
参
し
た
火
切
り
道
具
で
鐙
出
し
た
火
で
あ
る
。
両
者
が
対
立
の
関
係
に
あ

る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
焚
か
れ
る
場
所
す
な
わ
ち
床
上
と
床
下
に
分
か
れ
る
こ
と
に

象
徴
的
に
示
き
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
前
者
は
神
へ
の
御
供
を
炊
き
、
ま
た
翌
日
の

一
夜
酒
の
材
料
を
作
る
た
め
の
火
で
あ
り
、
国
造
が
霊
威
を
受
け
る
た
め
に
欠
か
せ

な
い
神
聖
な
火
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
後
者
は
大
庭
に
滞
在
中
の
国
造
の
食
事
を

作
る
た
め
の
火
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
造
自
体
が
非
日
常
的
存
在
で
あ
る
わ
け

一
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だ
が
、
国
造
の
レ
ベ
ル
で
み
る
と
前
者
は
非
日
常
的
な
火
、
後
者
は
日
常
的
な
火
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
者
の
火
に
つ
い
て
、
北
島
家
方
に
残
き
れ
て
い
る
史
料
を

用
い
て
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

熊
野
神
社
の
社
人
は
火
切
り
板
一
枚
を
持
参
し
、
神
魂
神
社
の
拝
殿
で
火
を
鐙
出

す
が
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
の
史
料
に
「
御
火
所
ハ
如
古
例
、
御
本
社
御
床
ノ

⑳

下
ヲ
榊
二
て
か
こ
ひ
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
火
を
本
殿
の
床
下
を
榊
で
囲
っ

た
「
御
火
所
」
に
お
い
て
保
存
す
る
。
こ
の
「
御
火
所
」
の
あ
り
か
た
は
古
態
を
伝

え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
再
度
取
り
上
げ
る
。
な
お
天
文

一
八
年
（
一
五
四
九
）
の
史
料
に
「
能
々
火
を
す
み
に
付
と
め
置
）
と
あ
る
こ
と
か

⑳ら
、
こ
の
火
は
炭
を
使
用
し
て
保
存
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

万
治
三
年
（
一
六
六
○
）
の
北
島
家
方
の
史
料
に
よ
る
と
火
継
神
事
を
「
人
火
之

御
祭
」
、
新
嘗
会
を
「
地
火
之
御
祭
」
、
正
月
元
日
の
神
事
を
「
天
火
之
御
祭
」
と
い

⑳

ず
れ
も
火
に
関
わ
る
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
天
火
之
御
祭
」
に
つ
い
て

⑳

次
の
よ
う
に
見
え
る
。

前
年
新
嘗
会
之
時
大
庭
よ
り
取
帰
候
天
之
御
火
切
板
ニ
テ
火
ヲ
も
ミ
出
シ
、
兼

て
先
火
焼
所
之
灰
ヲ
す
て
能
々
き
よ
め
、
火
を
焼
付
申
候
、
薪
ニ
ハ
去
々
年
の

古
キ
火
切
板
二
枚
む
ち
共
二
打
わ
り
く
べ
申
候
、
外
ノ
薪
ヲ
少
も
く
く
ず
、
な

べ
を
改
、
飯
ヲ
か
し
き
、
土
器
二
も
り
候
を
、
此
の
水
ハ
き
づ
き
し
ま
な
井
の
水
二

て
め
し
仕
候
、
大
晦
日
の
あ
か
つ
き
、
人
の
く
ま
ぬ
さ
き
二
く
ミ
申
候
、
御
火
所
之
庭
へ

持
出
、
東
日
二
向
立
て
居
申
候
、
（
中
略
）
右
天
火
之
御
神
事
之
秘
密
ハ
正
保

二
年
正
月
十
三
日
二
国
造
広
孝
我
等
に
御
相
伝
被
成
候
、
千
家
殿
家
二
天
火
之

御
神
事
断
絶
申
候
。

お
火
所
の
炉
の
灰
を
捨
て
、
古
い
火
切
板
と
火
切
杵
を
燃
料
と
し
て
、
こ
の
火
で

飯
を
炊
き
御
供
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
使
用
す
る
水
は
大
晦
日
の
明
け
方
に

最
初
に
汲
ん
だ
水
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
汲
む
日
こ
そ
違
う
が
若
水
の
習
俗
が
想
起
き

れ
る
。
平
井
氏
は
「
天
火
之
御
祭
」
を
、
一
七
世
紀
前
期
に
北
島
家
に
お
い
て
四
方

⑳
《

拝
を
真
似
て
始
ま
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
御
供
の
調
達
方
法
に
つ
い
て
は
庭
竃
を
含

む
民
間
の
習
俗
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。

さ
て
、
文
中
の
「
天
之
御
火
切
板
」
は
熊
野
神
社
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
火
切
り
道

具
で
あ
る
。
新
嘗
会
で
使
用
き
れ
る
火
も
熊
野
神
社
か
ら
届
け
ら
れ
た
火
切
り
道
具

に
よ
っ
て
讃
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
人
火
之
御
祭
」
「
地
火
之
御
祭
」
「
天
火
之
御
祭
」

と
も
熊
野
神
社
か
ら
も
た
き
れ
た
火
切
り
道
具
に
よ
っ
て
讃
り
出
き
れ
た
火
が
使
用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
三
神
事
に
共
通
す
る
点
は
、
境
界
的
な

時
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
新
嘗
会
も
近
世
初
頭
の
当
時
、
一
陽
来
復
の
時
と

⑳
⑳

考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
平
井
氏
も
指
摘
き
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
は
火

継
ぎ
神
事
の
火
が
絶
や
す
こ
と
な
く
使
用
き
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
れ

ら
の
神
事
の
際
に
新
し
く
火
が
鎖
出
さ
れ
て
保
存
き
れ
、
使
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
霊
威
が
再
び
活
力
を
取
り
戻
す
こ
と
が
期
待
き
れ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
前
述
の
よ
う
に
大
庭
に
滞
在
中
だ
け
で
な
く
杵
築
に
お
け
る
国
造
の
日
々

の
食
事
も
、
熊
野
神
社
か
ら
届
け
ら
れ
た
火
切
り
道
具
に
よ
っ
て
讃
出
さ
れ
た
火
で

調
え
ら
れ
る
。
な
お
熊
野
神
社
と
国
造
家
の
関
係
で
あ
る
が
、
国
造
家
は
律
令
制
成

立
以
前
か
ら
熊
野
神
社
の
祭
神
熊
野
大
神
を
祖
神
と
し
て
崇
め
て
い
た
こ
と
が
指
摘

⑳

さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
火
継
ぎ
神
事
の
二
種
類
の
火
に
つ
い
て
分
析
を
行
な
う
と
、
次

の
よ
う
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
新
国
造
が
家
伝
の

火
切
り
道
具
で
鐙
出
す
床
上
の
火
は
、
新
国
造
が
前
国
造
か
ら
霊
威
を
継
承
し
た
こ

一
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庭
竈
の
火
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
火
継
ぎ
神
事
の
中
で
見
ら
れ
る
火
、
特
に
熊

野
神
社
に
つ
な
が
る
火
と
重
要
な
点
で
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
一
点
目
は
境
界
的

な
時
間
に
行
わ
れ
る
習
俗
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
、
二
点
目
は
床
下
す
な
わ
ち
土

間
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
、
三
点
目
は
臨
時
の
設
備
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
庭
竃
の
境
界
的
な
時
間
で
あ
る
大
晦
日
か
ら
正
月
に
か
け
て
行
わ
れ
る
目
的

を
検
討
し
た
い
。
前
出
の
『
惠
美
須
草
』
に
は
「
庭
に
竈
を
改
造
る
の
意
に
て
、
師

走
に
へ
つ
い
の
う
わ
ぬ
り
な
ど
す
る
も
、
是
を
改
る
の
理
な
り
」
と
み
え
、
筆
者
が

竈
の
更
新
を
目
的
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
文
献
上

と
を
象
徴
す
る
火
で
あ
る
の
に
対
し
、
床
下
の
火
は
国
造
の
も
つ
霊
威
の
継
続
と
更

⑳

新
を
象
徴
す
る
火
で
あ
る
。
前
者
の
火
が
神
事
の
終
了
後
す
ぐ
に
消
さ
れ
る
の
は
、

家
伝
の
火
切
り
道
具
で
讃
出
し
た
火
を
使
用
し
て
調
理
し
た
御
飯
を
食
べ
る
こ
と
に

よ
り
、
霊
威
の
継
承
が
完
了
し
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

検
証
の
時
点
を
近
世
前
期
と
し
た
の
は
、
そ
れ
以
前
の
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
存
し

て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
が
、
火
継
ぎ
神
事
の
存
在
が
か
な
り
古
く
ま
で
遡
る
と
み
る

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
お
床
上
の
「
作
り
い
ろ
り
」
に
お
い
て
真
名
井
神
社
の

神
水
で
御
供
を
炊
く
際
、
北
島
家
方
の
史
料
に
よ
る
と
鐙
出
し
た
火
を
使
用
し
て
ま

⑫

ず
大
豆
が
ら
を
焚
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
民
俗
事
例
に
も
元
旦
に
若
水
に

⑬

て
雑
煮
を
炊
く
際
に
豆
が
ら
を
焚
く
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
天
火
祭
に
お
い
て

若
水
の
習
俗
と
思
わ
れ
る
儀
礼
が
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
上
層
の
家
に
伝
え
ら
れ
た
儀

礼
で
あ
る
が
、
民
間
の
習
俗
と
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

三
庭
竃
の
火

鍵 で
は
習
俗
の
目
的
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
伝
承
で
も
不
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
大
晦
日
か
ら
正
月
に
か
け
て
行
わ
れ
る
火
の
習
俗
に
注
目
し
た
い
。

和
歌
山
県
の
中
辺
路
の
周
辺
で
は
、
一
二
月
一
三
日
に
い
ろ
り
の
薪
と
し
て
普
段

よ
り
大
き
な
樫
の
木
を
四
本
取
っ
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
大
晦
日
、
節
分
、
正
月
一
○

日
の
夜
、
同
一
四
日
の
夜
に
燃
や
し
た
後
埋
め
火
と
し
、
翌
朝
こ
の
火
を
使
用
し
て

⑭

神
仏
の
供
物
を
炊
く
。
こ
の
薪
を
カ
タ
キ
ノ
ョ
ッ
ギ
と
称
す
る
。
こ
の
よ
う
な
習
俗

⑮

は
紀
伊
半
島
の
山
間
部
に
か
な
り
広
く
分
布
し
て
お
り
、
奈
良
県
の
下
北
山
村
で
は
、

大
晦
日
に
い
ろ
り
の
灰
を
す
べ
て
取
り
替
え
て
セ
ッ
ボ
タ
を
燃
や
す
と
報
告
さ
れ
て

⑯

い
る
。
カ
タ
キ
ノ
ョ
ッ
ギ
の
呼
称
は
「
世
継
ぎ
」
す
な
わ
ち
時
間
の
継
続
を
、
セ
ッ

ボ
タ
の
呼
称
は
「
節
楕
」
す
な
わ
ち
時
間
の
節
目
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

奈
良
盆
地
の
東
部
を
中
心
に
フ
ク
マ
ル
ョ
ビ
と
称
す
る
習
俗
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

:影
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大
晦
日
の
夜
に
、
辻
な
ど
で
火
を
燃
や
し
、
そ
の
火
を
持
ち
帰
っ
て
神
棚
の
灯
明
や

竃
の
薪
に
点
け
、
正
月
三
が
日
の
火
種
と
す
る
行
事
で
あ
る
。
火
の
代
わ
り
に
、
そ

の
付
近
の
右
を
三
個
拾
っ
て
き
て
竃
の
と
こ
ろ
に
お
き
、
一
年
後
に
新
し
く
迎
え
た

⑰

石
と
取
り
替
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
迎
え
た
火
を
庭
竈
の
火
と
し
て
使
用
し
た

⑳

と
い
う
報
告
も
あ
り
、
留
意
し
た
い
。
行
事
の
名
称
か
ら
福
神
を
迎
え
る
意
味
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
明
ら
か
に
火
の
更
新
の
意
味
も
あ
る
。

さ
ら
に
三
輪
神
社
の
繧
道
祭
で
は
、
京
都
の
八
坂
神
社
の
「
お
け
ら
火
」
と
同
様
、

神
火
を
持
ち
帰
り
、
灯
明
や
雑
煮
の
火
種
に
使
用
す
る
。

こ
の
よ
う
に
大
晦
日
か
ら
正
月
に
か
け
て
行
わ
れ
る
火
の
習
俗
に
は
、
更
新
と
、

⑳

カ
タ
キ
ノ
ョ
ッ
ギ
の
よ
う
に
継
続
の
意
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

庭
篭
の
行
事
の
目
的
も
こ
の
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
『
恵
美
須
草
』
の
筆
者
の

指
摘
は
妥
当
と
い
え
よ
う
。
な
お
烏
越
憲
三
郎
氏
が
「
不
絶
火
の
風
習
が
あ
る
と
こ

⑩

ろ
で
は
、
必
ず
火
の
更
新
の
行
事
が
行
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
継
続
と

更
新
は
火
に
対
し
て
抱
か
れ
た
観
念
の
両
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
庭
竈
の
行
事
が
土
間
で
行
わ
れ
る
理
由
を
探
っ
て
み
よ
う
。
『
日
次
紀
事
』

の
記
事
か
ら
近
世
の
初
め
に
は
「
庭
竈
」
が
行
事
の
名
称
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
が
、
「
庭
」
は
関
西
地
方
で
は
住
居
の
ウ
チ
ニ
ワ
を
指
す
。
網
野
善
彦
氏
は
、
「
庭
」

と
は
本
来
共
同
体
的
な
祭
や
神
事
な
ど
が
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ

⑪

の
家
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
庭
竃
」
の
「
庭
」
に
も
当
時
、

儀
礼
の
場
と
し
て
の
意
識
が
反
映
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
高
取
正
男
に
よ
る
と
、
土
間
に
は
炊
事
場
、
居
間
、
寝
所
と
住
居
の
持
つ

す
べ
て
の
機
能
が
備
わ
っ
て
お
り
、
堅
穴
式
住
居
時
代
の
感
覚
が
伝
承
さ
れ
て
い
る

⑫

と
い
う
。
つ
ま
り
床
上
か
ら
下
り
て
土
間
に
お
い
て
火
を
囲
む
習
俗
は
、
高
取
正
男

の
言
う
「
住
居
の
原
感
覚
」
を
再
確
認
す
る
機
会
で
あ
り
、
そ
れ
が
儀
礼
化
さ
れ
た

と
も
い
え
よ
う
。
出
雲
国
造
家
の
火
継
ぎ
神
事
に
お
け
る
本
殿
の
床
下
で
保
存
き
れ

る
火
に
対
し
て
も
同
じ
解
釈
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
両
儀
礼

が
古
い
時
代
の
記
憶
を
伝
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

最
後
に
、
庭
竈
に
臨
時
の
調
理
設
備
が
必
要
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

『
滑
稽
雑
談
』
や
奈
良
で
の
伝
承
で
は
い
ろ
り
で
あ
る
が
、
本
来
は
調
理
設
備
で
あ

る
竜
が
臨
時
に
設
け
ら
れ
る
点
に
重
要
な
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
が
習
俗
の
名
称
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

京
都
府
木
津
町
の
木
津
御
霊
神
社
に
は
一
七
の
宮
座
が
あ
り
、
秋
祭
に
奉
仕
す
る
。

各
宮
座
で
は
「
本
当
」
と
呼
ば
れ
る
当
屋
が
決
め
ら
れ
、
神
饅
を
調
進
す
る
。
『
京
都

古
習
志
』
に
よ
る
と
一
○
月
一
六
日
に
、
当
屋
宅
の
台
所
の
庭
に
芝
を
約
四
○
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
積
み
、
そ
の
上
に
大
釜
を
据
え
て
臨
時
の
竃
を
作
る
。
こ
れ

を
「
篭
築
（
か
ま
つ
き
）
」
と
称
す
る
。
翌
一
七
日
に
神
饒
の
餅
を
搗
き
、
二
○
日
の

本
祭
当
日
に
一
老
か
ら
神
社
に
奉
献
さ
れ
る
。
そ
し
て
二
二
日
に
は
こ
の
竈
を
砕
く

⑬

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
神
事
の
終
了
と
と
も
に
竈
が
破
壊
さ
れ
る
の
は
、
か
わ
ら
け

等
の
祭
器
が
破
棄
さ
れ
る
の
と
同
様
に
古
態
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
例

で
は
破
壊
を
前
提
と
し
た
竈
で
あ
り
、
当
屋
宅
の
日
常
の
竜
を
使
用
す
る
こ
と
を
避

け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
奈
良
県
下
の
当
屋
儀
礼
を
み
る
と
、
当
屋
宅
の
竈
を

⑭

使
用
す
る
場
合
は
厳
重
に
祓
い
清
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
木
津
の
事
例
は
神
聖
な
神

撰
を
作
る
た
め
に
日
常
の
竈
を
使
用
す
る
こ
と
を
忌
ん
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
住
居
の
中
で
日
常
性
を
否
定
し
て
臨
時
の
竃
を
築
く
の
は
、
神
撰
の
調
理
に

限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
黒
田
一
充
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
大
阪
府
熊
取
町
で
は

苗
代
の
籾
蒔
き
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
子
供
た
ち
が
各
自
袋
を
持
っ
て
家
々
を
回
り
、

一
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「
ヤ
ッ
コ
メ
ち
ょ
う
だ
い
」
と
言
っ
て
焼
き
米
を
も
ら
い
歩
く
習
俗
が
あ
っ
た
。
子

供
が
集
め
た
焼
き
米
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
親
が
平
瓦
の
上
に
小
ざ
な
竈
を
作
っ
て
小
鍋

を
の
せ
、
ワ
ラ
ビ
な
ど
を
入
れ
て
食
べ
る
よ
う
に
し
て
や
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
一

般
に
ト
リ
ノ
ク
チ
と
呼
ば
れ
る
習
俗
の
一
種
で
、
東
日
本
で
は
広
く
分
布
し
て
い
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
家
に
臨
時
の
竈
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
焼
き
米
は
神
に
供

え
る
と
と
も
に
子
供
に
与
え
る
事
例
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
宮
城
県
本
吉
郡

⑮

で
は
決
し
て
自
分
の
家
の
者
は
食
べ
な
い
と
い
う
。
熊
取
町
の
事
例
で
平
瓦
の
上
に

石
を
三
個
置
い
た
だ
け
の
粗
末
な
竈
を
作
っ
た
の
は
、
神
へ
の
神
饒
と
い
う
よ
り
子

供
が
演
じ
る
害
鳥
に
与
え
る
食
べ
物
と
し
て
意
識
き
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
三
河

国
吉
田
領
風
俗
間
状
答
』
に
「
鳥
の
口
」
に
つ
い
て
「
苗
代
へ
の
鳥
の
つ
か
ざ
る
ま

⑯

じ
な
ひ
也
と
も
い
へ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
死
者
に
供
え
る
枕
飯
を
炊
く
た
め
や
湯
潅
の
湯
を
沸
か
す
た
め
に
、
庭
に
臨

⑰

時
の
竈
を
築
く
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
死
者
の
稜
が
日
常
の
竃
に
及
ぶ
こ

と
を
避
け
る
た
め
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
神
や
害
鳥
、
死
者
が
そ
の
家
の
構
成

員
の
枠
か
ら
は
ず
れ
る
存
在
と
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
た
め
に
日
常
の
竃
を
使
用
す

る
こ
と
が
避
け
ら
れ
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
家
の
竜
と
は
、
そ
の
家
の

⑬

構
成
員
の
食
事
を
調
理
す
る
点
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
検
討
か
ら
庭
竃
の
習
俗
に
お
い
て
臨
時
の
竃
が
築
か
れ
た
の
は
、
神
撰
を

調
理
す
る
こ
と
に
主
た
る
目
的
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

庭
竈
と
は
、
本
来
、
正
月
の
神
撰
を
調
理
す
る
た
め
に
庭
に
設
け
ら
れ
た
臨
時
の

む
す
び

の
大
竃
で
あ
る
と
い
う
示
唆
に
富
む
指
摘
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
神
社
で
湯
立
て

の
た
め
に
作
ら
れ
る
臨
時
の
竈
を
ニ
ワ
カ
ベ
ッ
ッ
イ
す
な
わ
ち
俄
竈
と
呼
ん
で
い
る

⑲

事
例
に
言
及
し
て
、
名
称
の
起
源
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
同
意
で
き
な
い
。
庭

竈
の
庭
は
、
や
は
り
土
間
で
あ
る
庭
を
指
す
こ
と
に
本
来
の
意
味
が
あ
る
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
庭
竈
が
時
間
の
節
目
に
当
た
っ
て
、
実
際
に
は
新
し
い
火
を
導
入
す
る
と

い
う
火
の
更
新
が
行
な
わ
れ
な
が
ら
、
意
識
上
は
火
の
継
続
を
確
認
す
る
機
会
と
な

騨
髭
嬢
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っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
出
雲
国
造
家
の
火
継
ぎ
神
事
の
動
機
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た

儀
礼
に
も
民
間
の
習
俗
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
階
層
の
上
下
を
問
わ

ず
、
先
人
が
火
に
対
し
て
抱
い
た
基
層
的
な
観
念
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
庭
竜
は
奈
良
で
は
娯
楽
の
要
素
が
拡
大
き
れ
て
伝
承
き
れ
て
い
る

が
、
本
来
は
家
の
火
に
関
わ
る
宗
教
的
な
儀
礼
で
あ
っ
た
。

火
の
神
に
つ
い
て
我
が
国
で
は
火
そ
の
も
の
を
礼
拝
す
る
の
で
は
な
く
、
火
を
管

⑳

理
す
る
神
が
信
仰
の
対
象
に
な
っ
た
と
ぎ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
竃
の
神
や
い
ろ

り
の
神
を
指
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
神
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
火
に
対
し
て
抱

か
れ
た
観
念
が
火
の
神
の
性
格
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ

る
。
た
と
え
ば
本
稿
で
検
証
し
た
火
に
対
す
る
「
継
続
」
の
観
念
は
、
竈
神
の
も
つ

と
さ
れ
る
家
の
神
と
し
て
の
性
格
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

註
①
内
田
賢
作
氏
は
篭
神
の
性
格
と
し
て
、
火
伏
神
、
農
神
、
産
と
子
供
の
神
、
家
の
神
、

年
神
と
の
共
通
性
の
五
点
を
上
げ
て
い
る
（
内
田
賢
作
「
埼
玉
の
カ
マ
ド
荒
神
信
仰
に

つ
い
て
」
『
日
本
民
俗
学
』
一
三
五
号
一
九
八
二
・

②
『
奈
良
市
史
』
民
俗
編
一
五
八
頁
一
九
六
八
）

③
中
田
太
造
『
大
和
の
村
落
共
同
体
と
伝
承
文
化
』
三
三
九
頁
一
九
九
一

④
平
山
敏
治
郎
校
訂
編
集
『
大
和
国
無
足
人
日
記
』
上
巻
三
一
六
頁
一
九
八
八

⑤
同
下
巻
二
○
○
頁
一
九
八
八

⑥
『
奈
良
市
民
家
調
査
報
告
書
』
奈
良
市
教
育
委
員
会
一
九
八
八

⑦
前
掲
⑤
三
一
○
頁

⑧
「
山
本
家
百
姓
一
切
有
近
道
」
『
日
本
農
書
全
集
』
二
八
二
七
五
頁
一
九
八
二

⑨
黒
川
道
祐
「
日
次
紀
事
」
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
一
三
九
頁
一
九
八
一

⑩
井
原
西
鶴
「
世
間
胸
算
用
」
巻
四
『
日
本
古
典
文
学
大
系
西
鶴
集
下
』
二
七
五
頁

一
九
六
○

⑪
四
時
堂
其
諺
『
滑
稽
雑
談
』
巻
の
一
ゆ
ま
に
書
房
刊
四
五
頁
一
九
七
八

⑫
保
仙
純
剛
『
日
本
の
民
俗
・
奈
良
』
四
九
頁
一
九
七
二

⑬
近
藤
龍
翁
「
恵
美
須
草
」
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
二
三
二
一
九
頁
一
九

八
一

⑭
天
野
信
景
「
塩
尻
拾
遺
」
巻
五
八
『
日
本
随
筆
大
成
』
一
○
七
頁
一
九
七
八

⑮
「
阿
波
国
風
俗
問
状
答
」
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
九
七
九
七
頁
一
九
六
九

⑯
喜
多
村
信
節
「
嬉
遊
笑
覧
」
巻
一
○
下
『
日
本
随
筆
大
成
』
一
四
九
頁
一
九
七

九
⑰
平
井
直
房
『
出
雲
国
造
火
継
ぎ
神
事
の
研
究
』
五
九
’
六
三
頁
一
九
八
九

⑱
前
掲
⑰
九
八
頁

⑲
前
掲
⑰
一
○
○
頁

⑳
前
掲
⑰
二
一
九
頁

⑳
前
掲
⑰
九
九
頁

⑳
千
家
尊
統
前
宮
司
は
、
本
来
は
霊
継
式
で
あ
る
が
時
代
が
下
が
っ
て
火
の
継
承
が
人

々
の
耳
目
を
ひ
い
て
火
継
式
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
（
千
家
尊
統
『
出
雲
大
社
』
二
○

七
頁
一
九
六
八
）
。

⑳
前
掲
⑰
一
○
二
頁

⑳
前
掲
⑰
一
五
三
頁

⑳
前
掲
⑰
二
二
頁

⑳
前
掲
⑰
一
二
八
頁

⑳
前
掲
⑰
二
○
八
頁

ニ
ノ、

七



⑮⑭⑬⑫ ⑳
烏
越
憲
三
郎
『
琉
球
宗
教
史
の
研
究
』

⑨
網
野
善
彦
「
中
世
『
芸
能
』
の
場
と
多

大
系
二
○
一
’
二
○
二
頁
一
九
八
四

の
研
究
』

一
九
八
四

⑳
前
掲
⑫

⑬
前
掲
⑯

⑲
奈
良
県

奈
良
県

⑮
野
田
三
郎
『
日
本
の
民
俗
・
和
歌
山
』
一
二
三
頁
一
九
七
四

⑳
保
仙
純
剛
「
奈
良
県
に
伝
わ
る
火
の
信
仰
」
『
近
畿
地
方
の
住
い
習
俗
』
一
八
○
頁

⑳
前
掲
⑰
二
○
一
頁

⑳
前
掲
⑰
三
四
一
頁

⑳
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々
』
第
七
巻
一
九
頁
一
九
八
五

⑳
北
島
家
方
の
秋
上
家
に
は
、
こ
の
時
の
火
種
を
火
桶
に
入
れ
て
持
ち
帰
り
、
杵
築
の

国
造
家
の
お
火
所
で
終
生
使
用
し
た
と
の
伝
承
が
あ
る
と
い
う
（
文
化
庁
文
化
財
保
護

部
編
『
民
俗
資
料
選
集
二
火
讃
習
俗
』
二
○
八
頁
一
九
八
二
・

⑫
前
掲
⑰
六
三
頁

⑬
奈
良
県
安
堵
町
中
則
夫
氏
宅
に
て
筆
者
調
査
（
平
成
四
年
九
月
）

⑭
雑
賀
貞
次
郎
「
牟
婁
口
碑
集
」
『
日
本
民
俗
誌
大
系
』
第
四
巻
一
二
四
頁
一
九

雑
煮
を
炊
く
（
平
成
四
年
九
月
筆
者
調
査
）
。

七
五

安
堵
町
中
則
夫
氏
宅
で
は
電
の
火
は
一
年
中
絶
や
す
事
が
な
い
が
、
大
晦

日
に
は
す
べ
て
の
火
を
消
し
、
元
旦
の
朝
に
主
人
が
火
打
ち
石
で
豆
殼
に
火
を
着
け
て

高
取
正
男
「
民
俗
の
こ
こ
ろ
」
『
高
取
正
男
著
作
径

井
上
頼
寿
『
京
都
古
習
志
』
一
三
頁
一
九
三
五

辻
本
好
孝
『
和
州
祭
礼
記
』
八
四
頁
一
九
四
四

『
総
合
日
本
民
俗
語
彙
』
「
ト
リ
ノ
ク
チ
」
の
項

高
取
正
男
「
民
俗
の
こ
こ
ろ
」
『
高
取
正
男
著
作
集
』

二
二
一
頁

一
七
二
頁

一
五
七
頁
一
九
六
五

の
場
と
そ
の
特
質
」
『
演
者
と
観
客
』
日
本
民
俗
文
化

一
九
五
五

三
六
三
頁
一
九
八
二

⑯
「
三
河
国
吉
田
領
風
俗
問
状
答
」
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
九
六
○
二
頁
一

九
六
九

⑰
竹
田
聴
洲
『
日
本
の
民
俗
・
京
都
』
二
二
○
頁
一
九
七
三

⑱
飯
島
吉
晴
氏
は
出
産
の
際
土
間
に
臨
時
の
竜
を
作
る
理
由
に
つ
い
て
、
産
婦
が
こ
の

世
と
は
異
な
っ
た
世
界
に
あ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る

（
『
竈
神
廊
神
』
一
○
一
頁
一
九
八
六
）
。

⑲
松
前
健
『
古
代
伝
承
と
宮
廷
祭
祀
』
三
五
六
’
三
五
七
頁
一
九
七
四

⑳
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
辞
典
』
（
一
九
五
二
及
び
大
塚
民
俗
学
会
編
『
日
本

民
俗
事
典
』
（
一
九
七
二
）
の
「
火
の
神
」
の
項

一
六
八


