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今
回
よ
り
次
回
に
か
け
て
、向
島
地

区（
向
島
四
‐
九
‐
一
三
）に
鎮
座
す
る

「
秋
葉
神
社
」に
お
け
る
歴
史
と
信
仰

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

江
戸
期
の
同
社
は
、「
秋
葉
大
権
現

社
」と
呼
ば
れ「
火
伏
の
神
」と
し
て
武

家（
境
内
に
は
諸
大
名
か
ら
寄
進
さ
れ

た
灯
籠
が
複
数
現
存
）か
ら
庶
民
に
至

る
ま
で
、様
々
な
階
層
の
人
々
か
ら
信

仰
を
あ
つ
め
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
当
時
の
同
社
の
様
子
を
伝
え
る

『
江
戸
名
所
図
会
』か
ら
は
、門
前
に
構

え
ら
れ
た
店
の
賑
わ
い
ぶ
り
、さ
ら
に

歌
川
広
重
の『
江
戸
名
所
百
景
』に
も

紅
葉
の
名
所
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、

江
戸
時
代
に
は
、観
光
地
と
し
て
賑
わ

い
を
見
せ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
く

れ
ま
す
。

　

か
よ
う
な
興
隆
を
見
せ
た
同
社
も
、

創
建
以
前
は
、「
秋
葉
・
稲
荷
両
社
来
由

書
」・「
千
葉
社
記
」（
以
下「
縁
起
」と
呼

ぶ
。）に
よ
る
と
(1)　
、五い
お
さ
き

百
崎
の
千
代
世

の
森
と
呼
ば
れ
、荊い
ば
ら棘
道
が
あ
り
人
知

れ
ぬ
場
所
で
あ
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
縁
起
」
で
は
、
正
応
二
年

（
一
二
八
九
）、「
千
代
世
稲
荷
大
明
神
」

と
し
て
同
地
に
て
祀
ら
れ
て
い
た
も
の

が
、既
に
江
戸
期
に
は「
古
跡
」と
な
り

は
て
て
、百
姓
岩
田
与
右
衛
門
に
よ
っ

て
管
理
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
、同
地
を
訪
れ
た
修
験

者「
千
葉
葉
栄
」は
、「
秋あ
き
ば葉
三さ
ん
し
ゃ
く
ぼ
う

尺
坊
」(2)

と
結け
ち
え
ん縁

し
、こ
れ
を
祀
っ
た
こ
と
が
創

建
の
由
緒
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点

を
以
下
に
見
て
い
き
ま
す
。

・
異
僧「
善
財
」が
、同
地
に
庵
を
む
す

び
、「
秋
葉
の
神
影
火
防
等
之
板
」を
彫

り
、板
の
裏
に
名
を
刻
み
内
陣
に
納
め

た
が
紛
失
し
た
。
葉
栄
は
、か
よ
う
な

善
財
に
よ
る
奇
怪
な
行
動
か
ら
、「
使

神
三
尺
坊
の
化
用
」（
秋
葉
三
尺
坊
の
化

身
）と
目
し
、「
修
験
行
者
の
姿
」を
し

た
善
財
の「
影え
い
ぞ
う像

(3)　
」を
同
社
に
安
置

し
た
。

・
葉
栄
の
夢
想
に
て
、秋
葉
三
尺
坊
が

枕
元
に
現
れ「
随し
た
がひ
可ま
い
る
べ
し参」と
述
べ
た
。

か
よ
う
な
夢
想
を
繰
り
返
し
見
た
こ
と

か
ら
、葉
栄
は
常
に「
三
尺
坊
の
秘
法
」

を
修
し
、「
精せ
い
し
ん
こ
の
か
み

心
此
神
ニに

寄よ

」せ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に「
縁
起
」は
以
下
の
内
容
を

伝
え
て
い
ま
す
。

・
元
禄
十
五
年（
一
七
〇
二
）、千
葉
葉
栄

は
、様
々
な
経
緯
を
経
て
、百
姓
岩
田

与
右
衛
門
よ
り
同
社
地
を
譲
り
受
け
た
。

・
や
が
て
上
州
沼
田
城
主
本
多
伯
耆
守

正
永
の
信
仰
を
得
て
、同
社
が
合
祀
さ

れ
る
か
た
ち
で
、火ほ
む
す
び
の
み
こ
と

産
霊
命（
千
栄
秋

葉
大
権
現
）・
宇う
が
の
み
た
ま
の
み
こ
と

迦
之
御
魂
命（
千
代
世

稲
荷
大
明
神
）を
祭
神
と
し
て
、修
験

道
千
葉
山
満
願
寺
が
創
建
さ
れ
た
。

・
以
降
、同
社
は
別
当
寺
で
あ
る
満
願
寺

に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
同
社
に
は
豊
富
な
古
文
書
群

（
以
下「
秋
葉
神
社
文
書
」と
呼
ぶ
。）が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。「
秋
葉
神
社
文
書
」

か
ら
は
、近
世
の
秋
葉
信
仰
の
広
が
り

の
中
で
、
同
社
が「
火
伏
の
神
」
と
し

て
庶
民
の
信
仰
を
あ
つ
め
る
一
方
で
、

大
奥
と
そ
の
女
中
、
大

名（
水
戸
徳
川
家
・
本
多

家
・
酒
井
家
等
）や
公
家

（
一
条
家
）の「
祈
祷
所
」

と
し
て
、
そ
の
利
益
を

求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

な
ど
が
分
か
り
ま
す
。

　

秋
葉
神
社
文
書
の
中
に
は
、宗
教
史

的
に
重
要
な
史
料
が
含
ま
れ
て
お
り
、

と
り
わ
け
享
保
二
年（
一
七
一
七
）、

神じ
ん
ぎ祇

管か
ん
れ
い領

吉
田
家
(4)　
よ
り
発
給
さ
れ

同
社
に
下
さ
れ
た「
宗そ
う
げ
ん源

宣せ
ん
じ旨

」(5)　
は
、

発
給
手
続
き
を
示
す
史
料
が
少
な
い
中

で
、大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
言
え

ま
す
。

（
墨
田
区
文
化
財
調
査
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
関　

直
人
）

　
　
　
　
　

注

（1）
・
墨
田
区
教
育
委
員
会『
墨
田
区

古
文
書
集
成
Ⅰ（
秋
葉
神
社
文
書
）』

一
九
八
七
年
、・『
墨
田
区
古
文
書
集
成

Ⅳ
』、一
九
九
〇
年

（2）
観
音
菩
薩
の
化
身
と
さ
れ
る
。
一
般

的
に
は
、刀
難
・
火
難
・
水
難
、特
に
火

防
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
天
狗
と
さ
れ
る
。

（3）
絵
画
な
ど
に
表
さ
れ
た
神
仏・人
の
姿

（4）
室
町
時
代
中
期
か
ら
江
戸
末
期
に
か

け
て
、吉
田
家
当
主
が
神
道
界
の
首
長
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
、自
称
し
た
称
号
。

（5）
中
世
以
降
、神
社・神
職
を
支
配
し
た

吉
田
家
に
よ
っ
て
諸
国
の
神
社
に
位
階・

神
号
を
与
え
た
文
書
の
こ
と
を
指
す
。

秋
葉
大
権
現
社（
秋
葉
神
社
）の

歴
史
と
信
仰 

（
上
）

寄進灯籠

秋葉神社拝殿



赤穂事件・忠臣蔵と墨田区赤穂事件・忠臣蔵と墨田区

○
江
戸
城
で
の
刃
傷
と
赤
穂
藩
の
取
り

　
潰
し

　

赤
穂
事
件
の
起
こ
っ
た
元
禄
14
年

（
１
７
０
１
）は
、戦
国
時
代
の
記
憶
が

遠
く
に
去
っ
た
泰
平
の
世
、５
代
将
軍
・

徳
川
綱
吉
の
治
世
が
爛ら
ん
じ
ゅ
く熟
し
て
い
た

時
代
で
し
た
。
播
磨
国（
兵
庫
県
）赤
穂

藩
の
三
代
藩
主
・
浅あ
さ
の
た
く
み
の
か
み

野
内
匠
頭
長な
が
の
り矩

は
、

京
都
か
ら
来
る
公
家
の
勅
使
御
馳
走
役

を
幕
府
か
ら
仰
せ
つ
か
っ
て
い
ま
し
た
。

　

公
家
を
接
待
す
る
儀
礼
を
長
矩
に

教
え
る
の
は
、
旗
本
・
高
家
の
吉き

ら良

上こ
う
ず
け
の
す
け

野
介
義よ
し
ひ
さ央

で
し
た
。
確
か
な
理
由

は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、長
矩
は
３

月
14
日
江
戸
城
本
丸
松
の
廊
下
で
義
央

に
対
し
て
刀
を
抜
い
て
斬
り
か
か
り
、

側
に
い
た
梶か
じ
か
わ川

与よ

そ

べ

え

惣
兵
衛
に
組
み
止
め

ら
れ
ま
し
た【
図
１
】。
義
央
は
傷
を
負

い
ま
し
た
が
、命
に
別
状
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
長
矩
は
短
慮
を
咎
め
ら
れ
、

即
日
切
腹
の
処
置
を
受
け
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、赤
穂
藩
は
取
り
潰
し
と
な
り
、

４
月
15
日
城
を
明
け
渡
し
ま
し
た
。
一

方
、吉
良
家
に
は
幕
府
か
ら
の
処
分
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

○
屋
敷
の
移
転（
墨
田
区
と
の
関
わ
り
）

　

当
区
と
赤
穂
事
件
の
関
わ
り
は
、松

の
廊
下
で
の
事
件
か
ら
約
半
年
後
に
、

吉
良
家
の
江
戸
屋
敷
が
、江
戸
城
近
く

の
呉
服
橋
内
か
ら
、本
所
松
坂
町
に
移

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
公
益
財
団

法
人
三
井
文
庫
所
蔵
の「
改
撰
江
戸
大

絵
図
」に
は「
キ
ラ
左
衛
」と
記
さ
れ
て

い
ま
す【
図
２
】。

○
吉
良
邸
討
ち
入
り
と
切
腹

　

浪
人
と
な
っ
た
赤
穂
藩
士
は
、旧
藩

主
の
仇あ
だ

を
討
つ
の
か
、御
家
の
再
興
を

目
指
す
の
か
で
、意
見
が
分
か
れ
ま
し

た
。
結
果
と
し
て
、御
家
再
興
の
望
み

が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、旧
藩
主

の
仇
を
討
つ
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
が
、

多
く
の
藩
士
は
脱
落
し
、最
終
的
に
は

四
十
七
士
が
残
り
ま
し
た
。
翌
年
12
月

14
日
、本
所
松
坂
町
の
吉
良
邸
に
討
ち

入
り
を
決
行
し
、義
央
の
首
を
挙
げ
ま

し
た【
図
３
】。

　

本
懐
を
遂
げ
た
浪
士
た
ち
は
長
矩

の
菩
提
寺
・
泉せ
ん
が
く岳

寺じ

で
墓
前
に
報
告
し

た
後
、幕
府
の
命
に
従
い
４
つ
の
藩
に

分
か
れ
て
預
け
ら
れ
ま
し
た
。
主
君
の

仇
を
晴
ら
し
た
浪
士
た
ち
を
、忠
義
の

臣
と
す
る
の
か
、幕
命
に
背
い
た
国
家

秩
序
を
乱
す
者
と
す
る
の
か
で
、幕
閣

の
意
見
も
分
か
れ
ま
し
た
が
、切
腹
と

い
う
武
士
と
し
て
の
対
面
を
尊
重
し

な
が
ら
も
、後
者
に
重
き
を
置
い
た
裁

許
が
下
り
ま
し
た
。
一
方
、義
央

の
息
子
・
左
兵
衛
は
高
遠
藩
諏
訪

家
に
お
預
け
と
な
り
、宝
永
３
年

（
１
７
０
６
）現
地
で
死
去
、御
家

は
断
絶
し
ま
し
た
。

○
赤
穂
事
件
そ
の
後（
忠
臣
蔵
と

　
は
）

　

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
受
け

止
め
ら
れ
た
赤
穂
事
件
は
、歌
舞

伎
や
浄
瑠
璃
な
ど
文
芸
の
世
界

で
多
く
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
著
名
な
の

は『
仮か

な名
手で
ほ
ん本
忠
臣
蔵
』
で
、
寛

延
元
年（
１
７
４
８
）に
浄
瑠
璃
で
、翌

年
歌
舞
伎
で
上
演
さ
れ
て
以
来
、そ
の

数
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
も
の
と
な
り
ま

し
た
。
以
後
、世
間
で
は「
忠
臣
蔵
」の

名
称
で
、赤
穂
事
件
が
知
ら
れ
て
い
く

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
で
も
当
区
で
は
、12
月
14
日
に

義
士
祭
が
、12
月
第
二
週
の
土
日
の
二

日
間
に
は
、元
禄
市
と
吉
良
祭
が
お
こ

な
わ
れ
、吉
良
家
と
赤
穂
藩
士
の
双
方

を
偲
ん
で
い
ま
す
。

（
す
み
だ
郷
土
文
化
資
料
館

専
門
員　

福
澤　

徹
三
）

図１：『忠雄義士伝』巻之三

図３：『義士銘々功名之図』

図２：『改撰江戸大絵図』、元禄14年(1701)10月
（公益財団法人三井文庫蔵）


