
囲炉裏端には人が集まり家族の団欒があった 

     

　「
住
ま
い
の
火
」は
、大
別
し
て
、暖
房
用
と
調
理
用
、

そ
し
て
灯
火
用
に
分
け
ら
れ
る
。 

　
今
日
の
よ
う
に
暖
房
器
具
が
さ
ま
ざ
ま
に
発
達
す

る
以
前
、日
本
の
民
家
に
は
、囲
炉
裏
が
設
け
ら
れ
て
い

た
。こ
と
に
寒
冷
な
東
北
日
本
に
あ
っ
て
は
、そ
れ
は
生

活
に
必
要
不
可
欠
な
装
置
で
あ
っ
た
。 

　
囲
炉
裏
は
、そ
の
炎
も
と
も
か
く
で
あ
る
が
、煙
が

室
内
に
こ
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
、よ
り
広
範
に
暖
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
。し
た
が
っ
て
、東
北
日
本
の
各
地
で

は
、囲
炉
裏
の
火
種
を
昼
夜
た
や
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。 

　
厳
冬
期
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、

年
間
を
通
し
て
火
種
を
た
や
さ
ず
に
燃
や
し
た
と
こ

ろ
も
少
な
く
な
い
。と
い
う
の
も
、囲
炉
裏
の
煙
は
、高

温
多
湿
の
夏
場
に
、屋
根
茅
の
湿
気
を
取
り
除
く
た
め

の
燻
蒸
の
役
割
も
果
た
し
た
か
ら
で
あ
る
。薩
南
諸
島

や
伊
豆
諸
島
な
ど
に
囲
炉
裏
が
分
布
し
た
の
も
、夏
場

の
燻
蒸
の
た
め
で
あ
っ
た
。 

　
囲
炉
裏
の
火
は
、同
時
に
調
理
に
も
用
い
ら
れ
た
。

竈
と
併
用
し
て
、そ
れ
は
お
も
に
鍋
も
の
の
調
理
に
使

わ
れ
た
。『
酒
飯
論
』
な
ど
中
世
の
絵
図
を
見
る
と
、

す
で
に
五
徳（
土
器
）や
鉄
輪（
鉄
器
）を
用
い
、そ
の
上

に
鉄
鍋
を
乗
せ
て
煮
て
い
る
よ
う
す
が
た
し
か
め
ら
れ

る
。 

　
や
が
て
、自
在
鉤
が
広
ま
っ
た
。
自
在
鉤
は
、そ
の
名

の
と
お
り
、囲
炉
裏
の
火
は
そ
の
ま
ま
に
鍋
の
高
さ
を

自
由
自
在
に
調
節
す
る
こ
と
で
火
力
を
加
減
で
き
る

便
利
な
補
助
道
具
で
あ
る
。自
在
鉤
の
出
現
に
よ
っ
て
、

囲
炉
裏
で
の
調
理
が
さ
ら
に
容
易
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

　
静
か
な
静
か
な
里
の
秋 

　
お
背
戸
に
木
の
実
の 

　
落
ち
る
夜
は 

　
あ
あ
母
さ
ん
と
た
だ
二
人 

　
栗
の
実
煮
て
ま
す
囲
炉
裏
端 

 

　
と
歌
っ
た
童
謡『
里
の
秋
』が
あ
る
。も
う
口
ず
さ
む

人
も
少
な
く
な
っ
た
が
、農
山
村
で
の
生
活
経
験
の
あ

る
人
た
ち
に
は
な
つ
か
し
い
風
景
で
あ
ろ
う
。　 

　
か
つ
て
、囲
炉
裏
端（
炉
端
）は
、鍋
を
囲
ん
で
の
家

族
の
食
事
の
場
で
あ
り
、団
欒
の
場
で
も
あ
っ
た
。夜
と 

い

ろ

り

 

ご
と
く 

か
な
わ 

じ
ざ
い
か
ぎ 

か
ま
ど 

火 

の 
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Ⅱ
　
生
活
の
中
の
「
火
」
の
力 



ざ
る
か
ご 

せ
っ
ち
ん 

も
な
る
と
、遅
く
ま
で
家
族
が
囲
炉
裏
端
で
時
間
を

過
ご
し
た
も
の
だ
。 

　
囲
炉
裏
端
で
は
、家
族
の
坐
る
場
所
が
き
ち
ん
と

決
ま
っ
て
お
り
、た
と
え
ば
、土
間
の
水
場
や
竈
に
近
い

と
こ
ろ
が
主
婦
の
座
と
さ
れ
た
。そ
れ
を
カ
カ
ザ
と
か

オ
ン
ナ
ザ
と
い
う
。
主
人
の
坐
る
ヨ
コ
ザ
や
客
人
用
の

キ
ャ
ク
ザ
、ゲ
ザ
な
ど
も
定
め
ら
れ
て
い
た
。
火
の
管
理

は
、す
べ
て
一
家
の
主
婦
に
委
ね
ら
れ
る
例
が
多
く
、

主
婦
は
、カ
カ
ザ
に
坐
っ
て
火
の
調
節
か
ら
給
仕
ま
で

す
べ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

　
ち
な
み
に
、夜
鍋
仕
事
が
行
わ
れ
た
の
も
、囲
炉
裏

端
や
そ
こ
に
続
く
土
間
で
で
あ
っ
た
。 

　
「
母
さ
ん
が
夜
鍋
を
し
て
　
手
袋
編
ん
で
く
れ
た

…
」（
『
母
さ
ん
の
歌
』
）と
い
う
歌
も
、よ
く
知
ら
れ

る
。こ
こ
で
も
、「
ふ
る
さ
と
の
便
り
は
届
く
　
囲
炉

裏
の
に
お
い
が
し
た
」
と
い
う
歌
詞
が
続
く
。
そ
う
し

た
夜
鍋
風
景
も
、昭
和
三
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
は
、多
く

の
人
び
と
が
共
有
し
て
い
た
も
の
だ
。 

　
た
と
え
ば
、土
間
で
は
、藁
細
工
や
竹
細
工
が
行
わ

れ
た
。か
つ
て
は
、縄
や
草
履
、笊
籠
な
ど
を
自
製
自

給
し
て
い
た
農
家
も
多
か
っ
た
の
だ
。そ
れ
は
、お
も
に

男
の
作
業
で
あ
っ
た
が
、女
や
子
ど
も
た
ち
も
藁
打
ち

や
竹
ひ
ご
づ
く
り
を
手
伝
っ
て
い
た
。 

　
囲
炉
裏
端
で
は
、老
女
や
娘
た
ち
が
縫
い
も
の
に
精

を
だ
し
た
。
以
前
は
、普
段
着
や
作
業
着
は
ま
め
に
繕

い
な
が
ら
着
古
し
て
い
た
の
で
、そ
れ
も
日
常
的
な
作

業
と
な
っ
て
い
た
。 

　
そ
の
囲
炉
裏
に
は
、鍋
が
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
。

鍋
の
な
か
は
、汁
や
雑
炊
、煮
芋
な
ど
。そ
れ
を
夜
食

に
ま
わ
す
。「
夜
鍋
」
と
い
う
語
源
は
、む
ろ
ん
そ
こ
に

あ
る
。 

　
い
ま
現
在
か
ら
す
る
と
、夜
鍋
に
励
む
よ
う
な
生
活

は
貧
し
か
っ
た
時
代
の
象
徴
、と
見
る
む
き
も
あ
ろ
う
。

一
面
で
は
そ
う
と
も
い
え
る
。
だ
が
、そ
れ
に
よ
っ
て
家

族
の
き
ず
な
は
、現
在
よ
り
も
数
段
強
か
っ
た
。
人
と

人
と
の
信
頼
を
深
め
る
に
は
、時
間
・
空
間
を
共
有
す

る
だ
け
で
な
く
、労
働
を
共
に
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど

大
事
で
あ
る
か
。「
子
ど
も
は
、親
の
後
姿
を
見
て
育

つ
」と
い
う
の
も
、そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。 

　
と
く
に
、子
ど
も
た
ち
は
、個
室
も
な
く
寝
所
が
寒

い
せ
い
も
あ
っ
て
、眠
る
ま
で
の
時
間
を
囲
炉
裏
端
で

過
ご
す
の
が
常
で
あ
っ
た
。そ
れ
に
よ
っ
て
、家
業
や
家

事
に
自
然
に
な
じ
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
囲
炉
裏
端
は
、ま
た
、子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
の
し

つ
け
の
場
で
も
あ
っ
た
。た
と
え
ば
、「
三
口
食
べ
た
ら
一

度
箸
を
置
く
」
、「
口
に
も
の
を
含
ん
だ
ま
ま
話
を
し

な
い
」
、あ
る
い
は「
食
べ
る
と
き
騒
が
し
い
音
は
た
て

な
い
」な
ど
、食
事
に
つ
い
て
の
行
儀
や
作
法
が
ご
く
自

然
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

　
そ
し
て
、食
後
の
団
欒
が
ご
く
自
然
に
は
か
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、祖
父
母
か
ら
孫
た
ち
へ
昔
ば
な
し
な
ど
が

語
り
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。い
ま
に
残
る
昔
ば
な
し

の
数
々
は
、そ
う
し
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
な

お
、夜
半
に
な
る
と
、娘
を
訪
ね
て
、村
の
青
年
た
ち
が

囲
炉
裏
端
に
集
ま
り
、お
し
ゃ
べ
り
に
花
を
咲
か
せ
た

り
も
し
た
。 

　
そ
う
し
た
場
合
、囲
炉
裏
の
火
が
よ
り
効
果
を
高

め
た
こ
と
は
、想
像
に
か
た
く
な
い
。
火
を
焚
く
こ
と

に
よ
っ
て
気
分
が
安
ら
ぐ
。そ
し
て
、自
然
に
語
ら
え
る
。

そ
う
し
た
火
の
不
思
議
な
力
は
、囲
炉
裏
に
か
ぎ
ら
ず
、

焚
き
火
や
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
な
ど
か
ら
も
、容
易
に

認
知
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

　
囲
炉
裏
端
は
、い
ま
で
い
う
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
で
あ

り
、リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
で
あ
っ
た
。か
つ
て
は
、囲
炉
裏
端

に
家
族
全
員
が
集
ま
る
時
間
が
い
ま
現
在
よ
り
も
お

し
な
べ
て
長
か
っ
た
。そ
れ
ゆ
え
に
、家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
十
分
に
は
か
ら
れ
て
い
た
、と
見
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。 

     

　
東
北
日
本
の
囲
炉
裏
に
対
し
て
、西
南
日
本
で
は
、

通
年
的
に
暖
房
を
最
優
先
す
る
必
然
が
乏
し
か
っ
た
。

必
要
な
と
き
は
、火
鉢
と
か
、炬
燵
と
か
の
小
型
の
器

具
を
用
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
、そ
れ
よ
り
も
竈
の
火
を

尊
ぶ
傾
向
が
強
か
っ
た
。 

　
竈
は
、調
理
の
専
用
施
設
で
あ
る
。
床
上
に
設
置

す
る
置
竈
の
例
も
あ
る
。そ
れ
は
、移
動
が
可
能
な
単

独
の
竈
で
、の
ち
の
コ
ン
ロ
に
相
当
す
る
。一
方
、西
南

日
本
の
各
地
に
近
年
ま
で
伝
え
ら
れ
た
竈
の
多
く
は
、

連
房
式
の
固
定
装
置
で
土
間
に
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い

た
。 

　
か
つ
て
、「
雪
隠
天
国
、竈
が
極
楽
」と
い
っ
た
。 

　
家
事
や
農
作
業
に
追
い
ま
く
ら
れ
る
主
婦
が
一
人

で
安
ら
げ
る
と
こ
ろ
、と
い
う
意
味
で
あ
る
。と
く
に
、

農
山
村
で
の
女
た
ち
は
、休
め
る
場
所
や
時
間
が
著

し
く
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、現
代
で
も
働
く

女
性
た
ち
は
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、そ
こ
で
は
そ
れ
な
り

の
気
休
め
の
時
間
が
、さ
ま
ざ
ま
工
夫
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。か
つ
て
、竈
で
の
飯
炊
き
は
、主
婦
が
束
の

間
の
休
息
を
と
る
場
で
あ
り
時
間
で
あ
っ
た
の
だ
。 
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京都の八坂神社のおけら参り、正月に使う新しい火を火縄に移して持ち帰る 

通り庭にしつらえられた竈、京都の町家のおくどさん 

ひ
う
ち
い
し 

た
い
ま
つ 

と
し
が
み 

に
ま
わ
す
。「
夜
鍋
」
と
い
う
語
源
は
、む
ろ
ん
そ
こ
に

あ
る
。 

焚
き
火
や
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
な
ど
か
ら
も
、容
易
に

認
知
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

ず
で
あ
る
。か
つ
て
、竈
で
の
飯
炊
き
は
、主
婦
が
束
の

間
の
休
息
を
と
る
場
で
あ
り
時
間
で
あ
っ
た
の
だ
。 

　
は
じ
め
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
な
か
パ
ッ
パ 

　
ジ
ュ
ウ
ジ
ュ
ウ
噴
い
た
ら
火
を
引
い
て 

　
赤
子
が
泣
い
て
も
蓋
と
る
な 

 

　
竈
と
羽
釜
を
用
い
て
の
炊
飯
法
の
コ
ツ
で
あ
る
。
現

在
は
、大
方
の
人
が
真
ん
中
の
フ
レ
ー
ズ
を
欠
落
さ
せ

た
か
た
ち
で
し
か
憶
え
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
飯
が
焦
げ
て
し
ま
う
。か
つ
て
は
、誰
も
が
知

る
炊
飯
の
常
識
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。口
ず
さ
む
が

ご
と
く
に
、母
親
が
娘
へ
、祖
母
が
孫
娘
に
伝
え
た
も

の
で
あ
る
。 

　
一
度
火
を
つ
け
た
ら
、そ
こ
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
竈
の
前
に
は
小
さ
な
床
几
が
置
か
れ
て
い
た
り

も
し
た
。
竈
で
の
飯
焚
き
は
、女
た
ち
が
く
つ
ろ
ぎ
、語

り
あ
う
時
間
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

                

     

　
「
竈
ざ
ら
え
」
と
い
う
行
事
が
古
く
は
見
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、民
間
暦
に
お
け
る
ハ
レ（
非
日
常
）と
ケ（
日

常
）の
区
切
り
を
意
味
し
て
い
た
。 

　
た
と
え
ば
、比
較
的
近
年
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
の

が
年
末
の
竈
ざ
ら
え
で
あ
る
。
江
戸
期
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
み
る
と
、一
二
月
一
三
日
が
そ
の
日
と
さ
れ
て

い
た
。
竈
だ
け
で
な
く
、一
家
総
出
で
家
中
の
掃
除
を

す
る
。む
ろ
ん
、そ
の
陣
頭
指
揮
を
と
っ
た
の
は
主
婦

で
あ
る
。 

　
そ
れ
を
「
事
は
じ
め
」
と
も
い
っ
た
。つ
ま
り
、正
月

行
事
が
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
。 

　
い
う
ま
で
も
な
く
、正
月
は
、歳
神
や
祖
霊
を
迎
え

て
新
年
を
祝
う
行
事
で
あ
る
。そ
し
て
、そ
の
神
々
を

迎
え
る
た
め
に
大
掃
除
を
す
る
。そ
の
と
き
、と
く
に

竈
を
さ
ら
え
る
の
は
、そ
れ
を
境
に
火
を
か
え
る
意
味

が
あ
っ
た
の
だ
。だ
か
ら
、そ
れ
を
「
お
火
替
」と
も
い
っ

た
。そ
れ
か
ら
後
、正
月
の
あ
い
だ
の
供
物
や
ご
ち
そ

う
を
調
理
す
る
の
に
、清
浄
な
火
を
使
う
わ
け
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、燃
料
を
そ
れ
ま
で
の
雑
木
か
ら
松
割

木
に
か
え
た
り
も
し
た
。
松
は
、火
力
は
弱
い
が
煤
が

で
な
い
。そ
う
し
た
こ
と
で
神
聖
な
燃
料
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
竈
を
松
の
割
木
に
か
え
た
後
、酒
づ
く
り
や

餅
つ
き
が
は
じ
ま
る
の
が
、古
来
の
決
ま
り
で
あ
っ
た
。 

　
一
方
で
、「
若
火
迎
え
」
と
い
っ
て
、正
月
に
使
う
新

し
い
火
を
お
こ
し
持
ち
帰
る
行
事
が
各
地
に
伝
え
ら

れ
て
い
た
。
近
く
の
河
原
や
四
つ
角
な
ど
で
燧
石
を
使

っ
て
、松
明
や
火
縄
に
火
を
灯
す
。あ
る
い
は
、神
社
で

大
き
な
か
が
り
火
を
焚
い
た
り
、民
家
で
も
屋
根
裏

に
届
く
ほ
ど
の
大
き
な
火
を
焚
き
、そ
こ
か
ら
火
種

を
と
っ
た
。そ
の
と
き
も
、火
の
ま
わ
り
に
は
人
び
と

が
集
ま
り
、さ
ま
ざ
ま
な
語
ら
い
を
も
っ
た
こ
と
は
、い

う
を
ま
た
な
い
。
だ
が
、若
火
迎
え
の
行
事
が
廃
れ
て

久
し
く
、い
ま
で
は
京
都
の
八
坂
神
社
の「
お
け
ら
参

り
」
あ
た
り
に
残
る
ば
か
り
と
な
っ
て
い
る
。 

　
お
け
ら
参
り
は
、社
の
前
で
キ
ク
科
の
植
物
で
あ
る

オ
ケ
ラ
を
燃
や
し
、そ
の
煙
の
た
な
び
く
方
角
で
一
年

の
吉
凶
を
占
う
神
事
で
あ
る
。
参
拝
者
は
、こ
の
火
を

火
縄
に
移
し
て
家
に
持
ち
帰
り
、歳
神
を
祀
る
祭
壇 

ひ
が
え 
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