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空
気
が
乾
燥
す
る
こ
の
時
期
、
火
の
元
に

は
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
木

造
建
築
が
主
流
だ
っ
た
頃
は
ひ
と
た
び
火
災

に
遭
う
と
隣
近
所
に
類
焼
す
る
の
が
避
け
ら

れ
な
か
っ
た
た
め
、
火
災
除
け
の
祈
願
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
美
和
地
域
の
小

田
野
宿
集
落
で
は
今
に
そ
の
名
残
り
を
伝
え

て
い
ま
す
。
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国
道
二
九
三
号
線
の
花
立
ト
ン
ネ
ル
を
美

和
に
向
か
っ
て
抜
け
た
あ
た
り
が
小
田
野
宿

集
落
で
す
。
小
田
野
宿
で
は
百
二
十
年
間
火

災
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
集
落
の
多
く
の

人
の
口
か
ら
聞
か
れ
ま
す
。
実
に
明
治
後
期

以
来
、
ボ
ヤ
以
上
の
火
災
は
起
き
て
い
な
い

と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
集
落
の
誇
り
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
そ
こ
で
大

き
な
役
割
を
果
た
し

た
の
が
集
落
内
の
夜

警
活
動
で
し
た
。
か

つ
て
は
ど
の
地
域
で

も
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
小
田
野
宿
集

落
で
も
「
番
小
屋
」

と
呼
ば
れ
る
小
屋
に

二
、
三
人
が
詰
め
、

毎
晩
三
回
の
見
廻
り

を
欠
か
さ
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。
三
十
年

ほ
ど
前
に
番
小
屋
は

廃
止
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
そ
の
後

も
各
家
か
ら
二
人
ず
つ
見
廻
り
を
出
し
て

の
夜
回
り
は
し
ば
ら
く
行
な
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
今
で
も
火
災
予
防
へ
の
心
が
け
は

集
落
全
体
の
つ
な
が
り
と
し
て
残
っ
て
い

る
の
で
す
。
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火
災
除
け
の
願
い
は
、
番
小
屋
が
廃
止

に
な
っ
た
あ
と
も
続
い
て
い
ま
す
。
旧
暦

の
十
二
月
一
日
に
は
「 
火  
伏 
せ
の
神
様
」

ひ 

ぶ

と
呼
ば
れ
る
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
男

根
形
の
木
製
の
棒
を
、「
番
小
屋
」
と
呼
ば

れ
る
小
屋
に
納
め
て
宿
内
の
三
叉
路
に
祀

る
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
小
田
野
宿

内
の
五
班
が
毎
年
交
代
で
担
当
し
ま
す
。

こ
の
番
小
屋
は
、
前
述
の
夜
警
の
た
め
に

当
番
が
詰
め
た
小
屋
と
は
別
物
で
す
。
同

名
で
す
が
こ
ち
ら
は
火
伏
せ
の
神
様
が
祀

ら
れ
る
約
二
か
月
間
だ
け
設
置
さ
れ
る
も

の
な
の
で
す
。
風
俗
取
締
が
厳
し
か
っ
た

時
代
に
は
、
こ
の
奉
納
物
を
み
た
巡
査
が

 「
風
紀
上
よ
ろ
し
く
な
い
」と
い
う
理
由
で

駐
在
所
に
持
ち
帰
っ
た
も
の
の
、
上
司
に

た
し
な
め
ら
れ
現
地
に
戻
し
た
、
と
い
う

逸
話
も
残
る
ほ
ど
、
当
時
か
ら
人
目
を
引

く
「
変
わ
っ
た
」
行
事
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

当
日
は
、
ま
ず
班
員
が
鎮
守
吉
田
八
幡

神
社
で
御
祈
祷
を
受
け
た
後
、
番
小
屋
前

で
清
め
の
盃
を
酌
み
交
わ
し
ま
す
。
こ
の

と
き
、
受
け
て
き
た
御
札
も
同
所
に
立
て

ま
す
。
火
伏
せ
の
神
様
は
旧
暦

一
月
三
十
一
日
ま
で
の
二
か
月

間
そ
の
場
所
に
祀
っ
て
お
き
、

そ
の
後
は
す
ぐ
近
く
の
橋
の
下

に
廃
棄
さ
れ
ま
す
。
例
年
、
台

風
な
ど
で
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
こ
数
年
は
流

さ
れ
ず
に
橋
の
下
に
留
ま
っ
て

い
た
よ
う
で
す
（
右
上
写
真
参

照
）。
こ
れ
ら
は
、
名
人
と
呼
ば
れ
る
人

が
代
々
手
が
け
て
き
た
も
の
で
す
。
燃
え

に
く
い
こ
と
か
ら
火
災
除
け
に
も
通
じ

る
、
と
い
う
意
味
合
い
で
ミ
ズ
の
木
を
多

用
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
入
手
し
や

す
い
杉
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
火
伏
せ

の
神
様
の
傍
ら
に
は
、
ワ
ラ
で
編
ん
だ
円

座
と 
馬  
簾 
が
共
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。
円
座

ば 
れ
ん

は
俵
の
側
面
を
覆
う
円
形
の
も
の
、
馬
簾

は
ま
と
い
に
付
け
る
細
長
く
切
っ
た
紙

で
、
ど
ち
ら
も
火
を
叩
き
消
す
と
い
う
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

火
伏
せ
の
神
様
が
男
根
の
形
で
表
さ
れ

る
の
は
福
島
県
を
中
心
に
例
が
み
ら
れ
ま

す
。「
オ
カ
マ
サ
マ
」
と
も
い
わ
れ
、
上
棟

式
に
家
の
天
井
裏
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。
火

災
除
け
や
子
孫
繁
栄
の
呪
力
を
持
つ
と
さ

れ
、
女
性
器
を
か
た
ど
っ
た
も
の
を
一
緒

に
奉
納
す
る
地
域
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

川
和
祐
知
さ
ん
、
そ
の
さ
ん
、
坂
井
義

一
さ
ん
に
聞
き
取
り
調
査
に
御
協
力
い
た

だ
き
ま
し
た
。
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▲橋の下に集積された昨年までの「火伏せの神様」

▲かつての番小屋（消防小屋）跡

▲ワラで作られた円座 （右） と馬簾 （左）




