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　「
火
事
と
け
ん
か
は
江
戸
の
華
」
と
言
う
よ

う
に
、
江
戸
の
町
は
火
事
が
多
く
、
消
火
に

あ
た
る
町
火
消
し
も
有
名
で
す
が
、
木
造
建

築
が
中
心
だ
っ
た
江
戸
時
代
は
、
ど
の
城
下

町
で
も
火
事
は
身
近
な
災
害
で
し
た
。

　
仙
台
城
下
で
も
江
戸
時
代
を
通
し
て
、
百

戸
以
上
が
焼
失
す
る
大
規
模
な
火
災
が
四
十

件
ほ
ど
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
火
事
は
、
旧

暦
二
月
・
三
月
（
現
在
の
三
月
・
四
月
）
に

集
中
し
て
お
り
、
火
元
の
約
八
割
は
町
屋
敷

と
武
家
屋
敷
で
し
た
。
ま
た
、
城
下
の
地
形

や
風
向
き
の
影
響
に
よ
り
、
北
四
番
丁
以
南

の
城
下
中
心
部
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
が
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。

　　
火
事
予
防
に
は
、
日
頃
の
心
が
け
が
重
要

で
し
た
。

　
仙
台
城
下
の
武
家
地
で
は
、
屋
敷
や
小
路

で
の
花
火
の
禁
止
、
火
消
し
道
具
の
日
常
的

な
手
入
れ
、
屋
敷
周
り
の
堀
の
水
が
滞
ら
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
、
日
常
的
に
守
る

べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
近
所
で
出
火
し
た
際
に
は
三
丁
（
約

三
三
〇
メ
ー
ト
ル
）
四
方
の
屋
敷
の
者
が
駆

け
つ
け
て
消
火
す
る
こ
と
、
風
下
の
屋
敷
は

防
火
に
努
め
る
こ
と
な
ど
、
火
事
の
際
の
行

動
に
つ
い
て
も
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
町
人
地
に
お
い
て
も
、
日
頃
か
ら
火
の
用

心
を
心
が
け
、
火
消
し
人
足
を
出
す
こ
と
、

水
路
に
ご
み
を
掃
き
入
れ
な
い
こ
と
な
ど
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
出
火
を
知
ら
せ
る
火ひ

の
見み

櫓や
ぐ
ら

は
本

鍛
冶
町
に
置
か
れ
、
江
戸
時
代
中
期
に
勾
当

台
へ
移
さ
れ
ま
し
た
。
亀
岡
八
幡
宮
、
向
山

虚
空
蔵
堂
に
は
出
火
合
図
の
鐘
が
設
置
さ
れ
、

火
事
が
発
生
す
る
と
、
三
カ
所
で
鐘
を
激
し

く
突
い
て
城
下
に
知
ら
せ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
仙
台
城
下
で
も
江
戸
と
同
じ
く
町
火
消
し

が
組
織
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
中
期

に
整
備
さ
れ
た
火
消
し
の
規
則
に
よ
れ
ば
、

澱
町
・
支
倉
町
・
亀
岡
町
・
八
幡
町
は
仙
台

城
の
あ
る
川
内
の
消
火
を
担
当
し
、
柳
町
は

藩
所
有
の
馬
を
追
廻
へ
避
難
さ
せ
る
役
目
で

し
た
。
こ
の
五
町
を
除
い
た
町
々
が
大
町
通

り
を
境
に
南
北
に
担
当
を
分
け
、
実
際
に
消

火
活
動
に
あ
た
り
ま
し
た
。

　
火
事
が
起
き
る
と
、
武
士
で
あ
る
武ぶ

頭が
し
ら

が

町
火
消
し
と
火
消
し
の
足
軽
を
率
い
て
消
火

に
当
た
り
、
水
を
掛
け
る
役
、
水
を
運
送
す

る
役
、
水
路
を
確
保
す
る
役
な
ど
、
火
事
場

で
の
作
業
や
着
衣
な
ど
が
細
か
く
決
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
鎮
火
す
る
と
拍ひ

ょ
う

子し

木ぎ

を
鳴
ら
し
て
伝
え
た
そ
う
で
す
。

　
し
か
し
、
実
際
の
火
事
現
場
で
は
、
火
事

場
に
出
勤
し
な
い
火
消
し
が
い
て
決
め
ら
れ

た
人
数
の
火
消
し
が
動
員
で
き
な
か
っ
た
り
、

大
火
事
で
は
人
手
が
足
り
ず
、
小
火
事
で
は

人
出
余
り
を
起
こ
し
た
り
と
、
規
則
が
守
ら

れ
ず
消
火
に
手
間
取
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
た
め
、
火
消
し
の
規
則
は
次
第
に
厳
し

く
詳
細
な
内
容
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
起
き
て
し
ま
っ
て
は
元
に
戻
ら
な
い
火
災
。

私
た
ち
も
火
の
始
末
や
、
出
火
し
た
時
の
対

応
に
つ
い
て
、
日
頃
か
ら
心
が
け
て
お
き
た

い
で
す
ね
。
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