
火
袋
は
、
明
か
り
を
灯
す
重
要
な
部
分
で
あ
り
、
四
角
形
の

火
口
の
他
に
円
や
三
日
月
形
の
窓
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
竿
に
は
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
石

燈
籠
が
奉
納
さ
れ
た
年
月
や
関
わ
っ
た
人
名
、
先
人
の
祈
り
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
近
く
の
お

寺
や
神
社
に
立
ち
寄
ら
れ
た
際
に
は
、
見
学
し
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

石い
し

燈ど
う

籠ろ
う

そ
の
98

宝珠（ほうじゅ）

笠（かさ）

火袋（ひぶくろ）

中台（ちゅうだい）

竿（さお）

基礎（きそ）

基壇（きだん）

神
社
や
寺
院
の
境
内
で
よ
く
見
か
け
る
石
燈
籠
は
、
明
か
り
を

灯
し
て
消
え
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
石
製
の
照
明
用
具
で
す
。
石

燈
籠
は
、
献
灯
の
用
具
と
し
て
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
て
仏
教

と
と
も
に
日
本
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
や
が
て

神
社
に
お
い
て
も
造
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
古

く
は
１
基
だ
け
設
置
し
て
い
た
も
の
が
、
安
土
桃
山
時
代
以
降
は

２
基
一
対
で
据
え
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
数
多

く
造
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

町
内
の
石
燈
籠
は
、
中
世
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
は
確
認
で

き
ま
せ
ん
が
、
今
か
ら
約
３
０
０
年
前
の
江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃

か
ら
盛
ん
に
造
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

石
燈
籠
は
、
写
真
の
よ
う
に
上
か
ら
宝
珠
、
笠か
さ

、
火
袋
、
中
台
、

竿さ
お

、
基
礎
、
基
壇
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
宝
珠
と
は
願
望
が

思
い
通
り
に
な
る
と
い
う
不
思
議
な
玉
で
あ
る
「
如に
ょ

意い

宝ほ
う

珠じ
ゅ

」
の

こ
と
で
、
お
地
蔵
さ
ん
が
手
に
持
っ
て
い
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏

教
建
築
に
も
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
板
尾
地
区
の
三さ
ん

大だ
い

神じ
ん

社じ
ゃ

や
杉
野
原
地
区
の
河か
わ

津づ

明み
ょ
う

神じ
ん

社じ
ゃ

の
石
燈
籠
は
、
宝
珠
が
な
く
笠

が
屋
根
形
を
し
て
お
り
、
町
内
で
は
珍
し
い
形
態
で
す
。
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