
                   

 

左
の
絵
は
、
江
戸
時
代
の
絵
師
・
歌

川
国
芳
が
、
『
吾
妻
鏡
』
の
伝
説
を
描

い
た
も
の
で
す
。
背
景
に
富
士
山
も
見

え
て
お
り
、
舞
台
は
小
坪
の
海
で
す
。 

           

『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
鎌
倉
幕
府
第
二

代
将
軍
・
源
頼
家
が
小
坪
に
遊
覧
に
来

た
際
、
家
来
の
朝
比
奈
義
秀
（
和
田
義

盛
の
三
男
）
に
対
し
て
水
練
の
技
を
披

露
す
る
よ
う
命
じ
た
と
こ
ろ
、
義
秀
は

海
に
潜
り
、
鮫
を
三
匹
生
け
捕
り
し
た

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
義
秀
は
怪
力
の

持
ち
主
で
、
そ
の
戦
い
ぶ
り
は
神
の
よ

う
で
あ
っ
た
と
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

鎌
倉
幕
府
に
関
す
る
事
柄
を
記
し

た
『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
逗
子
が
た
び
た

び
登
場
し
ま
す
。
頼
朝
は
、
愛
妾
・
亀

前
（
か
め
の
ま
え
）
を
鎌
倉
か
ら
少
し

離
れ
た
小
坪
の
家
に
住
ま
わ
せ
て
い

ま
し
た
。
小
坪
の
海
は
頼
朝
や
頼
家
に

と
っ
て
の
遊
覧
の
地
で
し
た
。
岩
殿

寺
に
は
源
氏
の
三
代
の
将
軍
た
ち
、

頼
朝
夫
人
の
政
子
、
北
条
一
族
も
よ

く
参
拝
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま

す
。
田
越
川
の
ほ
と
り
を
逍
遥
し
て

い
た
と
い
う
、
頼
朝
の
姿
の
記
録
も
あ

り
ま
す
。 
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『
吾
妻
鏡
』
の
伝
説 

歌川国芳画 「源頼家公鎌倉小壷海遊覧 

朝夷（あさひな）義秀雌雄鰐を捕ふ図」 

（『歌川国芳展－没後１５０年－』より） 



古東海道に建つ庚申塔 

（新宿 4丁目） 

 

 
田
越
川
の
ほ
と
り
は
、
幼
い
命
が

奪
わ
れ
た
悲
劇
の
地
と
も
な
り
ま
し

た
。
一
一
九
九
年
に
平
家
の
末
裔
の
六

代
御
前
が
、
一
二
二
一
年
の
承
久
の
乱

の
際
に
は
三
浦
胤
義
（
た
ね
よ
し
）
の

四
人
の
遺
児
た
ち
が
、
い
ず
れ
も
鎌
倉

幕
府
の
権
力
抗
争
の
犠
牲
と
な
り
、
田

越
河
原
で
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら

を
し
の
び
、
田
越
川
沿
い
に
、
六
代
御

前
の
も
の
と
さ
れ
る
墓
（
桜
山
地
区
）

と
遺
孤
の
碑
（
逗
子
地
区
）
が
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。 

  
 

逗
子
と
い
う
地
名
は
、
一
説
に
は
道

が
交
わ
る
と
い
う
意
味
の
「
辻
」
が
語

源
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

三
浦
半
島
の
主
要
な
道
が
行
き
交
う

場
所
で
し
た
。
古
墳
時
代
の
終
わ
り
頃

に
は
、
都
と
の
往
来
の
た
め
の
「
古
東

海
道
」
と
呼
ば
れ
る
道
が
あ
り
、
逗
子

を
通
っ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
か
ら
小
坪

坂
を
越
え
、
小
坪
か
ら
披
露
山
に
登

り
、
七
曲
り
を
下
り
新
宿
へ
出
る
道

筋
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

     

こ
の
道
を
通
っ
た
最
古
の
伝
説
の

人
物
と
い
え
ば
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ

コ
ト
で
す
。
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書

紀
』
の
東
征
伝
説
に
よ
る
と
、
ミ
コ
ト

の
一
行
は
相
模
を
出
て
、
三
浦
半
島
東

岸
の
走
水
（
現
在
は
横
須
賀
市
）
に
向

か
う
途
中
、
逗
子
を
通
り
抜
け
て
行
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

～
・
～
・
～ 

平
安
末
期
に
な
る
と
、
衣
笠
城
を
根

拠
と
し
た
三
浦
氏
が
三
浦
半
島
を
支

配
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
小
坪
坂

や
、
披
露
山
か
ら
新
宿
へ
と
下
る
七

曲
り
の
よ
う
な
険
し
い
急
坂
や
崖
を
、

三
浦
武
士
た
ち
が
駆
け
回
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
培
わ
れ
た
馬
術

を
も
っ
て
三
浦
義
連
（
よ
し
つ
ら
）
ら

は
、
源
義
経
の
家
来
と
し
て
源
平
合

戦
の
一
の
谷
合
戦
に
参
戦
し
ま
し
た
。

急
坂
を
下
っ
た
奇
襲
作
戦
の
「
鵯
（
ひ

よ
ど
り
）
越
え
の
坂
落
と
し
」
も
、
崖

道
に
な
れ
た
三
浦
武
士
に
は
、

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。 

古
道
の
伝
説 

田
越
川
の
伝
説 



岩殿寺観音堂 

行基 

（668-749） 

日蓮 

（1222-1282） 

日蓮が 

隠れたとされる

法性寺の岩屋 

  
岩
殿
寺
、
神
武
寺
、
延
命
寺
は
、
奈

良
時
代
創
建
の
古
刹
（
古
い
寺
）
で
す
。

寺
の
縁
起
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
も
日
本

各
地
を
廻
り
社
会
事
業
を
行
っ
た
高

僧
・
行
基
が
建
立
に
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
。 

       

久
木
の
岩
殿
寺
は
市
内
最
古
の
寺

で
、
七
二
二
年
に
行
基
が
十
一
面
観
音

を
作
り
、
観
音
堂
を
建
て
た
の
が
始
め

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
沼
間
の
神
武
寺
は
、

七
二
四
年
、
東
の
空
に
金
色
の
塔
が
み

え
た
と
い
う
聖
武
天
皇
の
夢
に
基
づ

き
、
行
基
が
こ
の
地
を
選
ん
で
開
山
し

た
の
が
い
わ
れ
で
す
。
逗
子
の
延
命
寺

は
、
行
基
が
逗
子
で
雲
の
中
に
見
た
延

命
地
蔵
の
お
姿
を
見
て
像
を
彫
り
、
そ

れ
を
ま
つ
っ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

～
・
～
・
～ 

久
木
の
法
性
寺
（
ほ
っ
し
ょ
う
じ
・

一
三
二
一
建
立
）
は
、
日
蓮
宗
の
宗
祖

で
あ
る
鎌
倉
時
代
の
日
蓮
の
ゆ
か
り

の
寺
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、

寺
が
建
っ
て
い
る
場
所
は
、
鎌
倉
で
襲

撃
を
受
け
た
日
蓮
が
、
猿
に
導
か
れ
て

奇
跡
的
に
逃
れ
得
た
地
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
日
蓮
は
加
護
の
感
謝
の
し
る

し
と
し
て
、
そ
の
地
に
寺
を
建
立
す
る

こ
と
を
思
い
立
ち
ま
し
た
。
建
立
は
弟

子
に
託
さ
れ
、
日
蓮
の
死
か
ら
約
四
十

年
後
に
実
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。 

     

    - 

大
蛇
伝
説
は
、
沼
間
と
池
子
の
二
つ

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
沼
間
の
法
勝
寺

に
伝
わ
る
古
い
縁
起
に
よ
る
と
、
逗
子

に
行
基
が
滞
在
し
て
い
た
頃
、
沼
間
の

地
に
七
つ
の
頭
を
も
つ
大
蛇
が
出
現

し
て
人
々
を
困
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
行

古
刹
に
ま
つ
わ
る
伝
説 

大
蛇
・河
童
・狐
の
伝
説 



基
は
十
一
面
観
音
像
を
彫
り
、
祈
り
に

よ
っ
て
、
大
蛇
を
退
け
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
後
大
蛇
は
逆
に
人
々
の
守

り
神
と
な
り
、
頭
ご
と
に
七
か
所
の

社
、
「
七
諏
訪
社
」
が
建
て
ら
れ
ま
し

た
。
現
在
法
勝
寺
に
あ
る
観
音
像
が
、

こ
の
時
の
行
基
作
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
伝
説
も
あ
り
ま
す
。 

池
子
の
大
蛇
伝
説
で
は
、
古
池
に
す

み
つ
い
た
七
つ
の
頭
の
大
蛇
が
、
六
人

の
勇
士
た
ち
に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
六
人
は
村
の
救

い
神
と
さ
れ
て
「
六
社
大
明
神
」
と
し

て
ま
つ
ら
れ
、
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。 

  

河
童
伝
説
は
山
の
根
に
あ
り
ま
す
。

い
た
ず
ら
好
き
の
河
童
が
お
り
、
お
仕

置
き
と
し
て
大
き
な
松
の
木
に
吊
る

さ
れ
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 

   

狐
の
姿
は
か
つ
て
逗
子
で
よ
く
見

ら
れ
た
そ
う
で
す
。
現
在
の
新
宿
の
七

曲
り
に
頻
繁
に
現
れ
て
、
通
る
人
々

に
い
た
ず
ら
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
特
に
久
木
の
孫
三
郎
と
小

坪
の
お
夏
の
夫
婦
の
狐
が
有
名
で
、

伝
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治
初
期

生
ま
れ
の
古
老
の
話
と
し
て
、
子
ど
も

の
頃
は
狐
を
よ
く
見
か
け
た
こ
と
、
披

露
山
の
七
曲
り
あ
た
り
を
ゆ
ら
ゆ
ら

と
提
灯
が
動
い
て
い
く
様
子
を
実
際

に
見
た
こ
と
、
そ
れ
が
狐
の
嫁
入
り
で

は
な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
が
、
記
録
に

残
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

―
主
な
参
考
資
料
― 

『
逗
子
の
伝
説
』
29.Z

 ｽﾞ 

 
 

逗
子
教
育
研
究
会
国
語
部
編 

 

『
逗
子
道
の
辺
史
話
』
第
１
集
～
第
１８
集 

21.Z

 ｽﾞ

 1-18 

逗
子
道
の
辺
史
話
の
会
編 

『
逗
子
町
誌 

改
訂
』
P

213.7

ｶ 

改
訂
逗
子
町
誌
刊
行
会
編
纂 

 

『
逗
子
市
史 

別
編
１
民
俗
編
』 

P

213.7

 ｽﾞ

3-1-1 

『
逗
子
子
ど
も
風
土
記
』
P

291.3

 ｽﾞ 

逗
子
教
育
研
究
会
調
査
部
編 

 

『
逗
子
懐
古
―
伝
説
と
歴
史
の
狭
間
で
―
』 

 

P

213.7

ｳ 

内
田
武
雄
著 

『
逗
子
の
む
か
し
ば
な
し
―
伝
え
た
い
七
つ

の
物
語
―
』
P

E

 ｽﾞ 

以
上
、
逗
子
の
各
地
に
残
る
伝
説
を
集

め
て
み
ま
し
た
。
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た

も
の
も
ま
だ
あ
り
ま
す
。
次
の
資
料
も
ど

う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 


