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（
そ

の
四
十

）

江
戸
の
華
と
火
消
し

（六
）

林
　
　
順
　
信

今
回
も
横
ｒ
の
ご
隠
居
に
ご
登
場
願
い
ま
し
た
．

話
の
聞
き
手
に
は
町
民
を
代
表
し
て
　

「八
つ
あ

ん
」
と

「熊
公
」
に

一
任
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
の

で
宜
し
く
お
ね
が
い
し
ま
す
。

（林
）

日

お
祭
り
と
頭

，

こ

ハ^
チ
）
ご
隠
居
、
先
立
っ
て
根
津
神
社
の
お
ま
つ
り

が
あ

っ
た
ん
で
す
が
　
神
社
の
神
幸
祭
の
と
き
い
ろ
い

ろ
世
話
を
や
い
て
る
の
は
確
か
頭
た
ち
で
す
ね

ェ
‥
？

隠^
居
）
そ
う
だ
ね
。
神
幸
祭

っ
て
え
の
は
、
神
様
が

輿
や
葦
に
の
ら
れ
て
、
氏
子
町
内
を
限
な
く
お
廻
り
に

な
っ
て

禍
い
を
遠
ざ
け
、
福
を
授
け
ら
れ
る
の
だ
が
　
神
官
、

氏
子
綿
代
に
、
頭
連
中
の
木
遣
り
な
ん
か
が
大
抵
は
つ

き
も
の
だ
よ
ね
．

（ク
マ
公
）
あ
の
行
列
が
神
社
を
出
る

「宮
出
し
」
の

と
き
と
、
神
社
に
帰
っ
て
来
る

「宮
入
り
」
の
道
中
な

ん
か

な
か
な
か
荘
厳
で
い
い
も
ん
だ
よ
な
あ
．

（隠
居
）
あ
の
と
き
は
、
頭
連
中
が
木
遭
り
を
歌
う
ん

で
、
あ
の
合
唱
が
明
空
に
吸
い
込
ま
れ
て
行
く
の
を
聞

い
て
る
と
、
あ
々
東
京
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
ね
ェ
な

ん
て
感
ず
る
も
の
だ
よ
。

（ハ
チ
）
木
還
り
て
ェ
の
は
元
々
は
仕
事
の
と
き

に
歌
っ
た
ん
で
し
ょ
う
？

（隠
居
）
う
ん
そ
う
ら
し
い
ね
。
何
で
も
名
古
屋
城
を

築
く
と
き
に
　
石
垣
の
石
が
余
り
で
か
い
ん
で
、
テ
コ

で
も
ヨ
ロ
で
も
動
か
ね
工
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ

で
石
を
緋
も
う
せ
ん
で
く
る
ん
で
、
そ
の
上
に
自
相
子

を
乗
せ
て
、
み
ん
な
で
音
頭
を
と
っ
て
綱
で
引

っ
ば
っ

た
ら
、
ま
た
た
く
間
に
巨
大
な
石
も
引
け
ち
や
っ
た
．

そ
の
と
き
歌
っ
た
労
働
歌
が
木
遺
り
の
元
祖
だ
な
ん
て

い
う
け
ど
‥
．
こ
れ
ど
う
か
な
‥
．

（ク
マ
公
）
歌
に

「兄
じ
ゃ
二
階
で
木
遣
り
の
稽
古
」

な
ん
て
い
う
け
ど
、
鳶
頭
た
ち
の
本
遺
り
の
会
が
あ
っ

て
毎
年
ど
こ
か
で
発
表
会
が
あ
る
ん
だ
っ
て
ね
．

（ハ
チ
）
そ
う
だ
よ
。
亡
く
な
っ
た
千
駄
本
の
杉
本
の

頭
は
木
遺
り
の
師
匠
な
ん
だ
っ
た
ね
。
今
は

自
山
御
殿
町
の
高
柳
の
頭
な
ん
か
は
、
都
内
で
も
指
折

り
の
名
人
と
い
わ
れ
て
る
ん
だ
よ
．
第
四
区
の
頭
は
な

か
な
か
木
遣
り
上
手
だ
っ
て
言
わ
れ
て
る
よ
．

（隠
居
）
木
遺
り
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
建
前
の
と

き
と
か
、
祝
宴
を
あ
げ
る
と
き
と
か
　
使
い
分
け
が
あ

る
ら
し
い
ね
工
．

（ク
マ
公
）
神
幸
祭
の
と
き
、
神
田
祭
や
山
Ｉ
祭
の
と

き
も
、
根
津
権
現
祭
の
と
き
も

「各
区
」
っ
て
工
の
が

あ
る
ん
だ
よ
ね
。

「今
日
は
各
区
だ
か
ら
す
け
ェ
や
」

な
ん
て
ね
．

（隠
じ

そ
う
だ
ね
。
都
内
の
第

一
区
、
第
二
区
　
第

二
区
、
第
四
区
、
第
五
区
、
第
六
区
を
中
心
に
、
各
区

か
ら
赤
筋
の
頭
た
ち
を
中
心
に
、
木
遺
り
道
中
に
参
加

す
る
こ
と
が
、
各
区
か
ら

「出
役
」
と
い
っ
て
加
わ
る

の
で
そ
う
呼
ん
で
る
の
さ
。
赤
筋
の
半
ス
と
は
、
組

頭
、
副
組
頭
、
小
頭
の
三
つ
の
役
ど
こ
ろ
は
　
半
天
に

赤
い
筋
が
入
っ
て
い
る
ん
だ
よ
．
組
頭
は
ひ
と
り
と
き

ま
っ
て
る
が
、
副
組
頭

（副
役
と
も
言
う
）
は
二
人
の

こ
と
も
、
二
一人
の
こ
と
も
あ
る
．
小
頭
は
更
に
二
人
と

も
四
人
と
も
居
る
こ
と
が
あ
る
．

（ク
マ
公
）
じ
ゃ
あ
、
各
区
と
な
る
と
赤
節
だ
け
で
も

百
人
く
ら
い
に
な
る
か
ら
、
ご
祝
儀
だ
っ
て
大
変
だ
よ

ね
工
、
き
っ
と
…
．

（隠
居
）
ご
祭
礼
と
い
う
の
は
　
そ
こ
ら
が
費
用
の
か

か
る
と
こ
ろ
だ
よ
．

ハ^
チ
）
行
列
の
先
頭
の
中
央
を
歩
く
頭
が
、
そ
の
お

宮
の
責
任
の
頭
な
ん
だ
よ
ね
ェ
．

（隠
居
）
ハ
チ
公
も
い
い
と
こ
ろ
に
気
が
付
い
た
ね
。

そ
れ
を

「官
頭
」
と
呼
ん
で
、
神
幸
祭
の
す
べ
て
を
仕

切
る
の
で
責
任
重
大
な
ん
だ
。

根
津
神
社
の
場
合
は
第
四
区

一
番
組
つ
ま
り
た
組
の



組
頭
が
宮
頭
と
い
う
わ
け
だ
。
で
も
第
四
区
全
体
の
総

代
と
な
る
と
第
四
区
二
番
組
の
高
柳
さ
ん
だ
か
ら
、
御

殿
町
の
高
柳
さ
ん
の
場
合
は
根
津
神
社
の
と
き
も
湯
島

天
神
の
と
き
も
先
導
を
す
る
わ
け
だ
ね
。

（
ハ
チ
）
湯
島
天
神
は
昨
今
湯
島
天
満
官
と
い
う
名

前
に

戻
っ
て
ま
す
ね
。
こ
こ
は
第
四
区

一
番
組
た
組

の
持
ち
な
ん
だ
ね
。

（ク
マ
公
）
神
日
明
神

の
場
合
も
、
氏
子
範
囲
は
第

一
区
が
多
い
の
に
　
明
神
様
の
あ
る
神
日
宮
本
町
が

元
々
は
本
郷
台
で
、
鳶
頭
は
第
四
区
五
番
組
、
錦
町

の
増
岡
さ
ん
が
宮
頭
な
ん
だ
か
ら
、
第
四
区

っ
て
え

の
も
大
し
た
も
ん
で
す
ね
。

（隠
居
）
東
京
の
鳶
の
者
の
半
人
の
裾
に
は
自
い
線

が
入

っ
て
い
る
．
第

一
区
は

一
本
　
第
二
区
は
二
本

と
次
第
に
数
が
増
え
る
．
第

一
区
、
第
二
区
、
第
五

区
な
ど
奇
数
は
直
線
で
、
第
二
区
、
第
四
区
　
第
六

区
な
ど
偶
数
は
波
線
と
な
っ
て
い
る
か
ら
　
今
度
気

を
付
け
て
見
て
ご
ら
ん
。

日

町
御
輿
の
世
話
も
頭
の
仕
事

（
ハ
チ
）
お
ま
つ
り
堤
灯
な
ん
か
、
頭
の
う
ち
の
お

か
み
さ
ん
や
娘
さ
ん
の
内
職
み
た
い
だ
ね
．
あ
の
軒

ぢ
ょ
う
ち
ん
を
指
す
斜
め
に
小
竹
を
切

っ
た
の
を
直

角
に
組
ん
だ
付
け
木
に
釘
で
止
め
る
。
夜
な
べ
に
仕

事
な
ん
だ
っ
て
ね
。
あ
れ
何
っ
て
言
う
か
　
熊
さ
ん
知

っ
て
る
か
い
…
？

（ク
マ
）
知
っ
て
ら
あ
、
首
、
頭
の
と
こ
の
み
よ
ち
ゃ

ん
か
ら
聞
い
て
る
か
ら
ね
、
あ
れ

「う
ぐ
い
す
」
っ
て

言
う
ん
だ
よ
ね
。

（ハ
チ
）
お
前
、
み
よ
ち
ゃ
ん
に
惚
れ
て
た
か
ら
ね
。

（隠
居
）
頭
が
御
輿
の
か
つ
ぎ
棒
を
組
む
の
は
見
事
だ

ね
。

「ト
ン
ボ
を
組
む
」
と
い
っ
て
ね
。
か
け
や
と
、

げ
ん
の
う
と
で
、
麻
縄
を
四
角
く
組
む
。
こ
れ
を

「縄

を
作
る
」
と
い
っ
て
ね
、
京
都
の
祇
園
ま
つ
り
の
山
ば

こ
の
箱
は
実
に
見
事
だ
ね
。

（ク
マ
公
）
ご
隠
居
に
お
聞
き
し
ま
す
が
、
お
祭
り
の

と
き
に
、
頭
が
羽
一
電
の
半
天
で
、
襟
字
に

「第
四

区
」
と
だ
け
あ
る
、
し
や
れ
た
色
合
い
の
を
着
て
い
る

頭
も
い
ま
す
ね
。

（隠
居
）
あ
れ
は
　
以
前
赤
筋
だ
っ
た
頭
が
引
退
し

て
　
役
か
ら
は
引
い
て
も
、
町
内
づ
き
あ
い
だ
け
を
残

す
と
い
う
こ
と
が
あ
つ
て
ね
。
赤
筋
経
験
者
だ
け
が

襟
字
に

「第
四
区
」
と
染
め
ぬ
け
る
と
い
う
規
則
に
な

っ
て
る
ん
だ
よ
。

（
ハ
チ
）
で
も
、
若
い
鳶
の
者
も
、
お
祭
の
と
き
に

派
手
な
絵
柄
の
祭
り
半
人
を
着
る
こ
と
が
あ
る
ら
し
い

で
す
ね
．

（隠
居
）
そ
れ
も
道
具
持
ち
、
つ
ま
り
は
ま
と
い
持
ち

と
梯
子
持
ち
の
若
衆
に
だ
け
出
来
る
特
権
で
、
各
区
に

よ
っ
て
江
戸
時
代
か
ら
き
ま
っ
た
絵
柄
が
あ
っ
て
ね
。

根
岸
に
あ
る
海
老
屋
の
林
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
は
、
昔
か

ら
の
鳶
職
の
す
べ
て
の
型
染
め
の
見
本
が
あ

っ
て
ね

青
な
が
ら
の
仕
事
を
し
て
い
る
か
ら
安
心
だ
よ
。

今
日
は
ち
ょ
っ
と
細
か
い
専
門
的
な
話
に
な
っ
ち
よ
っ

た
よ
う
だ
ね
．

明治44年当時 (85年前)
平成 8年改修時



右
側
面
に

「根
津
神
社
あ
れ
こ
れ
」
，そ
の
三

池
田
　
暉

◎
　
表
門
社
名
石
柱
の
こ
と

平
成
一
雇
工
二

月
、
平
成
天
皇
の
御
大
典
を
祝
し
て

造
ら
れ
た
裏
門
整
備
に
続
い
て
計
画
さ
れ
た
表
門
整
備

第

一
期
事
業
が
、
八
年
九
月
に
完
成
し
た
。
そ
の
間

神
戸
の
大
震
災
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊
等
、
世
情
の
混
乱
の

中
で
当
初
の
目
標
に
到
達
出
来
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し

い
。

ム
う
迄
も
な
く
　
氏
子
、
崇
敬
者
、
の
奉
賛
が
有

っ
て

の
事
で
あ
る
が
　
内
海

一
紀
宮
司
の
厚
い
敬
神
の
心
と

地
域
へ
の
誠
意
が
、
御
祭
神
の
御
加
護
を
得
て
■
現
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
．

さ
て
、
正
門
に
高
々
と
据
え
ら
れ
た
社
名
石
柱
で
あ

る
が
　
た
ま
た
ま
、
こ
の
石
柱
が
立
て
ら
れ
た
当
時
の

写
真
が
神
社
に
残
さ
れ
て
い
る
．
写
し
た
人
や
、
年
月

は
不
明
だ
が
情
景
か
ら
見
て
、
立
て
ら
れ
た
当
時
に
写

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．

表
面
に

と
刻
ざ
ま
れ
て
い
る
．

註
１
　
維
新
後
、
明
治
政
府
の
政
策
に
よ
り

「神

仏
分
離
令
」
が
発
せ
ら
れ
　
神
仏
混
清
の
風
習
を
禁
じ

た
。
更
に
太
政
官
の
下
に
神
祇
官
を
設
け
て
、
神
社
格

の
ラ
ン
ク
付
が
さ
れ
た
。
真
れ
は
　
勅
祭
社
、
勅
支
配

社
、
准
勅
祭
社
、
２

一一つ
で
、
勅
祭
社
は
伊
勢
　
以
下

三
十
社
、
勅
支
配
社
は
諏
訪
　
以
ド
九
社
　
准
勅
祭
社

が
日
枝
、
以
下
卜
二
社
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
朝

令
改
暮
で
明
治
四
年
に
は
官
幣
社
　
国
幣
社
、
諸
社

（県
社
　
郷
社
、
）
に
分
け
ら
れ
た
。

従
っ
て
、
根
津
神
社
は
明
治
新
政
府
の
認
定
し
た
全
国

五
十

一
社
の
内
に
入
る
神
格
で
あ
っ
た
。

註
２
　
平
１１１
東
助
、
明
治
、
大
正
、
期
の
官
僚
。

出
羽
　
米
沢
藩
士
の
子
、
嘉
永
二
年
二
月
の
生
れ
、
明

治
四
年
　
岩
倉
遣
外
使
節
団
に
随
行
。
露
国
、
ド
イ
ツ

に
留
学
、
枢
一雪
院
書
記
官
長
、
法
制
局
長
　
農
商
務
大

臣
等
、
歴
任
ピ
二
十
五
一貨

男
爵

四
十
四
年
、
子
爵
．

大
正
Ｆ

一
年
、
内
大
臣
伯
爵
と
な
る
。
こ
の
社
号
を

書
い
た
の
は
こ
の
年
次
か
ら
見
て
子
爵
に
な
る
直
前
、

と
思
わ
れ
る
．

先
に

　

「蓬
来
た
よ
り
」
第
四
十

一
号
に
書
い
た
、

『根
津
神
社
あ
れ
こ
れ
―
そ
の
■
―
』
で
触
れ
た
が
、

宝
永
二
年
、
現
在
殴
が
造
営
さ
れ
た
当
時
の
神
主
は
伊

吹
左
京
昌
輝
で
あ
る
が
、
そ
の
後
江
戸
期
を
通
じ
て
連

綿
と
し
て
伊
吹
氏
が
神
主
を
勤
め
て
い
た
。
現
在
、
染

井
に
あ
る
伊
吹
家
の
墓
所
を
訪
ね
て
み
る
と
、
七
基
の

墓
が
残
さ
れ
て
居
る
．
中
央
に
、

従
五
位
下
菅
原
朝
臣
伊
吹
昌
次
之
基

昌^
輝
の
父
）

‥
貞
亨
四
年
七
月
一
十
八
日
歿

菅
原
朝
巨
呂
次
夫
人
之
墓

‥
寛
文
十
年
七
月
二
日

従
五
位
ド
右
一（
売
菅
原
朝
臣
呂
輝
之
墓

‥
宝
永
二
年
九
月
二
十
八
日
歿

と
三
名
連
記
の
●
塔
が
在
り
　
並
ん
で
向
か
っ
て
右

に́
、菅

原
朝
巨
伊
吹
昌
伴
之
墓

‥
明
治
六
年

一
月

一
日
歿

と
彫
ら
れ
た
幕
石
が
残
っ
て
い
る
．

昌
輝
の
子
は
左
門
昌
明
で
あ
る
が
、
こ
の
人
の
墓
石

は
見
当
た
ら
な
い
．
呂
明
は
正
徳
四
年
従
五
位
下
に
昇

進
し
左
京
亮
と
名
を
改
め
て
い
る
。
こ
の
昇
進
は
　
根

津
神
社
の

「天
下
祭
り
」
と
し
て
今
に
伝
わ
る
将
軍
上

覧
の
行
事
と
関
わ
り
が
在
る
と
思
わ
れ
る
。

昌
明
は
、
享
保
八
年
　
八
代
吉
宗
将
軍
の
時
代
に
病
歿

し
た
。

な
お
、
明
冶̈
維
新
に
よ
る
変
革
当
時
の
神
主
は
伊
吹
昌

（註
２
）

左
側
面
に



寿
で
、
墓
を
立
て
た
の
は
伊
吹
と本
十
代
日
の
子
孫
、

伊
吹
昌
夫
と
刻
ま
れ
て
い
る
．
昌
夫
の
墓
に
は
昭
和
四

年
一
一月
二
十
日
歿
と
あ
る
．

伊
吹
昌
寿
は
奇
し
く
も
現
存
す
る
社
名
碑
が
出
来
た
明

治
四
十
四
年
六
月
二
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
．

こ
れ
等
の
墓
は
、
団
子
坂
上
の
元
根
津
社
跡
地
に
あ
っ

た
が
後
に
染
井
基
地

（註
３
）
に
移
さ
れ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
後
の
伊
吹
家
の
消
息
は
今
の
所
　
不
明

で
あ
る
。

・
註
３
　
明
治
五
年
、
東
京
市
は
公
営
墓
地
と
し
て

染
井
、
青
山
、
谷
中
、
雑
司
ヶ
谷
、
を
創
設
し
た
。

こ
の
頃
に
伊
吹
家
の
墓
も
移
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
．

維
新
後
は
、
赤
坂
　
日
技
神
社
の
社
家
で
あ
っ
た
宮
西

邦
維
が
根
一津
神
社
の
社
司
を
継
ぎ
、
四
十
四
年
当
時
は

そ
の
子
　
惟
助
が
社
司
で
あ
っ
た
。
　

（註
４
）

註
４
　
宮
西
惟
助
―
明
治
六
生
れ
　
昭
和
十
四

年
歿
、
日
枝
神
社
宮
司
。
―
継
嗣
　
維
喬
　
日
枝
神
社

名
誉
宮
司
　
昭
和
五
十
七
年
、
神
社
本
庁
長
老
．
平
成

元
年
、
八
十
五
歳
で
歿
．
―
孫
、
維
道
　
昭
和
八
年
生

れ
　
日
枝
神
社
宮
司
、
東
京
都
神
社
庁
々
長

因
に
、
根
津
社
の
内
海
元
、
名
誉

，宮
司
の
御
尊
父
、
内

海
修
‘理
氏
は
宮
西
惟
助
氏
の
妹
　
つ
ま
り
邦
維
の
娘
と

結
婚
し
て
根
津
社
の
後
を
継
が
れ
た
。
元
、
氏
も
兵
役

に
征
か
れ
る
迄
は
日
枝
神
社
に
籍
を
置
か
れ
て
お
ら
れ

た
。
復
員
後
、
根
津
神
社
の
宮
司
を
継
が
れ
る

ま
た
、
内
海
家
は
古
く
か
ら
神
職
の
家
系
で
、
今
年

神
社
全
庁
設
立
五
十
周
年
に
当
た
っ
て
、
五
十
年
以
上

勤
続
の
神
職
と
し
て
表
彰
さ
れ
た
江
東
区
の
東
大
島
神

社
の
内
海
利
彦
宮
司
は
、
内
海

一
紀
宮
司
の
叔
父
様
に

当
た
る
。

平
成
八
年
七
月
下
旬
か
ら
十
月
初
旬
ま
で

７
／
器
向
丘
地
区
町
会
連
合
会
　
町
会
長
会
議

８
／
４
町
会
経
費
に
よ
り
購
入
し
た
掲
示
板
、
十
枚
、

本
日
取
り
付
け
．

な
さ
れ
た
方
の
お
名
前
は
左
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

慎
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
心
よ
り
ご
冥
福
を

祈
り
ま
す
。

依
日
ゑ
な
ぢ
様
　
　
菊
地
広
次
様
　
　
清
水
春
子
様

鈴
木
貞
子
様
　
　
　
青
樹
光
子
様
　
　
安
藤
充
子
様

「根
津
神
社
ご
祭
礼
に
就
い
て
」町

会
長
　
小
林
音
吉

過
日
の
ご
祭
礼
コ当
た
り
ま
し
て
は
、
皆
様
に
大
変

お
骨
折
り
を
頂
き
　
ま
た
格
別
の
ご
協
賛
を
賜
り
ま
し

た
が
、
台
風
と
言
う
不
測
の
事
態
で
神
輿
の
渡
御
が
中

止
と
な
り
ま
し
た
．
皆
様
の
ご
厚
志
に
深
く
感
謝
申
し

Ｌ
げ
、
御
礼
方
々
お
詫
び
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す

平
成
八
年
根
汁
ご
祭
礼
会
計
報
告

収
入
　
協
賛
金
　
２
　
２
９
０
、
０
０
０
円

支
出
　
　
協
賛
金
関
係
　
　
２
８
１
、
０
７
３
円

設
営
、
渡
御
関
係
１
　
４
５
１
、
５
２
７
円

修
理
積
立
金
　
　
３
０
０
、
０
０
０
円

次
期
繰
越
繰
越
金
　
　
２
５
７
、
４
０
０
円

采
従
ヨ
～
陥

積

米

業算
計

１
、
８
０
Ｑ

Ｏ
Ｒ

０

会
計
責
任
者
、
　
　

小
川
一義
信
　
木
内
裕
子

堀
江
頼
治
　
加
藤
輌
美

極́
泰
査
員

小
林
音
吉
、
竹
中

一
馬
、
川
西
正
造

猪
熊
良
晃
、
倉
田
幸

一
、
池
日
　
暉

で            に    社
[             氏     控
雲                 育


