
本
格
的
な
冬
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
季
節
は
暖
房
器
具
な
ど

の
使
用
頻
度
が
高
ま
り
、
そ
の
う

え
空
気
が
非
常
に
乾
燥
す
る
の
で
、

最
も
火
災
の
発
生
す
る
可
能
性
が

高
い
季
節
と
い
え
ま
す
。

一
瞬
の
う
ち
に
大
切
な
財
産
や

か
け
が
え
の
な
い
命
を
奪
っ
て
し

ま
う
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
方
法
は
、

今
ま
で
色
々
紹
介
し
て
き
ま
し
た

が
、
今
回
は
火
災
の
知
識
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

火
災
の
定
義

ま
ず
、
何
を
「
火
災
」
と
言
う

の
で
し
ょ
う
か
。

消
防
法
の
規
定
に
よ
る
と
「
火

災
と
は
、
人
の
意
図
に
反
し
て
発

生
し
若
し
く
は
拡
大
し
、
ま
た
は

放
火
に
よ
り
発
生
し
て
消
火
の
必

要
が
あ
る
燃
焼
現
象
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
消
火
す
る
た
め
に
消
火
施

設
又
は
こ
れ
と
同
程
度
の
効
果
の

あ
る
も
の
の
利
用
を
必
要
と
す
る

も
の
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、

�
人
の
意
図
に
反
し
、
ま
た
は
放

火
に
よ
り
発
生
す
る
。

�
消
火
し
な
け
れ
ば
被
害
拡
大
の

お
そ
れ
が
あ
る
。

�
消
火
施
設
を
使
用
す
る
か
、
消

防
署
へ
の
通
報
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
３
つ
の
要
件
が
す
べ
て

含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
「
火
災
」

と
い
う
の
で
す
。

燃
焼
の
定
義

一
般
的
に
は
燃
焼
と
は
「
発
熱
・

発
光
を
伴
う
激
し
い
酸
化
現
象
」

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
燃

焼
に
は
条
件
が
存
在
し
ま
す
。

〈
条
件
１
〉
可
燃
物
…
燃
え
る
「
物
」

が
存
在
す
る
こ
と
。

〈
条
件
２
〉
支
燃
物
…
「
酸
素
」

が
あ
る
こ
と
。

〈
条
件
３
〉
点
火
エ
ネ
ル
ギ
ー
…

「
熱
源
」
で
す
。

以
上
が
燃
焼
に
必
要
な
条
件
で

あ
り
「
燃
焼
の
３
要
素
」
と
い
い

ま
す
。

こ
の
条
件
が
１
つ
で
も
欠
け
る

と
燃
焼
は
お
こ
り
ま
せ
ん
し
、
そ

の
継
続
も
不
可
能
で
す
。
つ
ま
り
、

こ
の
条
件
の
ど
れ
か
１
つ
を
除
く

こ
と
こ
そ
が
、
有
効
な
「
消
火
方

法
」
と
な
る
の
で
す
。

○
可
燃
物
を
除
く
…
除
去
消
火
法

と
い
い
、
ガ
ス
や
油
の
供
給
を

断
つ
な
ど
、
燃
え
る
も
の
を
取

り
除
く
方
法
で
す
。
そ
の
ほ
か
、

燃
え
広
が
り
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ

る
た
め
に
燃
え
て
い
る
周
り
の

物
を
取
り
除
く
方
法
も
あ
り
ま

す
。

○
支
燃
物
を
除
く
…
酸
素
を
遮
断

す
る
こ
と
を
窒
息
消
火
法
と
い

い
ま
す
。
燃
焼
し
て
い
る
も
の

を
燃
え
な
い
も
の
で
お
お
う
方

法
で
す
。
二
酸
化
炭
素
や
消
火

薬
剤
で
お
お
う
、
濡
れ
タ
オ
ル

を
か
ぶ
せ
る
方
法
な
ど
が
、
こ

れ
に
あ
た
り
ま
す
。

○
点
火
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
…
冷

却
消
火
法
と
い
い
、
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
除
く
方
法
で
す
。
大
量

注
水
な
ど
に
よ
り
、
熱
を
奪
う

方
法
で
、
手
に
入
り
や
す
く
、

コ
ス
ト
が
低
い
と
い
う
利
点
が

あ
り
ま
す
。

引
火
点
と
発
火
点

引
火
点
…
可
燃
物
に
直
接
火
種
を

あ
て
て
加
熱
し
、
そ
の
火

種
に
よ
り
燃
え
始
め
る
時

の
温
度

発
火
点
…
空
気
中
で
可
燃
物
を
加

熱
し
た
時
、
他
の
火
種
な

し
に
自
ら
燃
焼
を
始
め
る

時
の
温
度

食
用
油
は
常
温
で
火
を
近
づ
け

て
も
燃
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
加

熱
に
よ
り
あ
る
一
定
の
温
度
を
超

え
る
と
ガ
ソ
リ
ン
の
よ
う
に
火
を

引
き
込
む
よ
う
に
な
り
（
引
火
点
）、

さ
ら
に
加
熱
す
る
と
油
自
ら
が
発

火
し
燃
え
は
じ
め
る
の
で
す
（
発

火
点
）。
食
用
油
の
引
火
点
は
約
２

４
０
℃
で
、
発
火
点
は
約
３
７
０

℃
で
す
。

火
災
の
特
異
現
象

フ
ラ
ッ
シ
ュ
オ
ー
バ
ー
…
火
災
に

よ
っ
て
発
生
し
た
熱
が
部
屋

の
中
に
蓄
積
さ
れ
、
部
屋
の

温
度
が
上
昇
し
、
壁
や
床
、

柱
、
収
容
物
な
ど
の
可
燃
物

が
発
火
点
に
達
し
、
一
気
に

燃
え
出
し
、
部
屋
全
体
が
炎

に
包
ま
れ
る
現
象
。
部
屋
内

の
温
度
は
一
気
に
約
１
１
０

０
℃
に
ま
で
上
昇
し
、
熱
膨

張
し
た
高
温
気
体
が
屋
外
に

噴
き
出
す
と
き
も
あ
り
ま
す
。

バ
ッ
ク
ド
ラ
フ
ト
…
密
閉
さ
れ
た

空
間
で
燃
焼
が
進
み
、
部
屋

内
の
温
度
は
上
昇
し
ま
す
が
、

や
が
て
酸
素
が
つ
き
、
炎
は

く
す
ぶ
っ
た
状
態
に
な
り
ま

す
。
こ
の
と
き
に
窓
ガ
ラ
ス

の
破
損
な
ど
で
外
の
空
気
が

流
入
す
る
と
、
く
す
ぶ
っ
て

い
た
炎
が
酸
素
を
得
て
息
を

吹
き
返
し
、
爆
発
的
に
燃
焼

す
る
現
象
。
重
い
鋼
鉄
製
の

扉
が
吹
き
飛
ぶ
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

ど
ち
ら
も
命
に
か
か
わ
る
の
で
、

消
防
士
が
活
動
中
に
最
も
恐
れ
る

有
炎
現
象
で
す
。

以
上
、
火
災
の
知
識
を
お
伝
え

し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
火
災
に
対

す
る
認
識
を
今
一
度
高
め
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

消防署だより
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