
江
戸
市
中
の
6
割
を

焼
き
尽
く
し
た
「
明
暦
の
大
火
」　

 

明
暦
3
年
1
月
18
日(
1
6
5
7
年
3
月
２
日)

、
約
80
日

間
に
わ
た
り
雨
が
降
っ
て
い
な
い
江
戸
は
、
か
ら
か
ら
に
乾

き
切
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
日
は
未
明
か
ら
強
風

が
吹
き
荒
れ
、
砂
塵
を
巻
き
上
げ
て
い
た
の
で
す
。

　

最
初
に
火
の
手
が
上
が
っ
た
の
は
、
未
の
刻(

午
後
2
時

頃)

の
こ
と
。
火
元
は
文
京
区
の
本
妙
寺
。
火
は
強
風
に
あ

お
ら
れ
、
本
郷
、
湯
島
、
駿
河
台
へ
と
延
焼
し
、
湯
島
天
神
、

神
田
明
神
、
東
本
願
寺
も
焼
け
落
ち
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、

猛
火
は
神
田
、
日
本
橋
へ
南
下
し
、
佃
島
、
石
川
島
を
焼
き

払
い
ま
し
た
。
吉
原
も
あ
っ
と
い
う
間
に
全
焼
、
隅
田
川
を

越
え
た
火
は
向
島
八
幡
宮
も
焼
失
さ
せ
た
の
で
す
。
鎮
火
し

た
の
は
、
夜
も
ふ
け
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。

江
戸
城
の
天
守
閣
、
本
丸
、
二
の
丸
も
焼
失

　

と
こ
ろ
が
、
翌
19
日
の
巳
の
刻(

午
前
10
時
頃)

に
、
小
石
川

か
ら
再
び
火
が
出
ま
す
。
江
戸
城
の
天
守
閣
、本
丸
、
二
の
丸
が

炎
上
し
、
日
本
橋
、
京
橋
な
ど
の
橋
も
焼
失
し
ま
し
た
。
新
橋
、

木
挽
町(

現
在
の
銀
座)

一
帯
を
焼
き
払
い
、
よ
う
や
く
鎮
火
。

　

安
心
も
つ
か
の
間
、
3
度
目
の
火
の
手
が
、
19
日
の
申
の

刻(

午
後
4
時
頃)

に
麹
町
か
ら
上
が
り
ま
し
た
。
江
戸
城
の

堀
に
沿
っ
て
南
下
し
た
猛
火
は
、
日
比
谷
か
ら
芝
浦
に
ま
で

到
達
し
、
翌
20
日
の
朝
に
な
り
、
や
っ
と
鎮
火
し
た
の
で
す
。

　

諸
説
あ
り
ま
す
が
、
明
暦
の
大
火
で
は
江
戸
市
中
の
６
割

が
焼
失
し
、
10
万
人
以
上
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
た
と
い
わ
れ

ま
す
。
江
戸
幕
府
草
創
以
来
の
大
災
害
で
す
が
、
こ
れ
が
大

規
模
な
江
戸
の
都
市
改
造
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

武
蔵
国
と
下
総
国

二
つ
の
国
を
結
ん
だ
「
両
国
橋
」

　

江
戸
幕
府
は
江
戸
城
を
防
衛
す
る
狙
い
か
ら
、
隅
田
川
へ

か
か
る
橋
は
千
住
大
橋
の
み
と
し
、
架
橋
を
厳
し
く
規
制
し

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、明
暦
の
大
火
で
は
こ
れ
が
災
い
し
、

逃
げ
場
を
失
っ
た
多
く
の
人
々
が
犠
牲
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

４
代
将
軍
、
徳
川
家
綱
は
こ
の
反
省
か
ら
、
隅
田
川
へ
の

架
橋
を
決
断
。
こ
れ
に
よ
り
寛
文
元
年(

1
6
6
1
年)

に
、

江
戸
で
最
初
の
大
掛
か
り
な
橋
、「
両
国
橋
」
が
完
成
し
た

の
で
す
。そ
れ
は
明
暦
の
大
火
か
ら
４
年
後
の
こ
と
で
し
た
。

　

橋
の
長
さ
は
94
間(

約
2
0
0
m)

、
幅
は
4
間(

約
8
m)

、

当
初
は
大
橋
と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
隅
田
川
を
境

界
と
し
た
武
蔵
国
と
下
総
国
の
二
つ
国
を
結
ん
だ
橋
は
、
次

第
に
両
国
橋
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

両
国
橋
の
完
成
で
変
化
し
て
い
っ
た
隅
田
川
界
隈

　

両
国
橋
の
完
成
に
よ
り
、舟
で
し
か
行
き
来
が
で
き
な
か
っ

た
二
つ
の
国
が
、
歩
い
て
行
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
人
々
に
大
き
な
喜
び
を
与
え
、
隅
田
川
を
は
さ
ん
だ
地

域
を
大
き
く
変
え
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

両
国
橋
の
西
側
に
は
火
徐
地(

ひ
よ
け
ち)

と
し
て
、
両

国
広
小
路
が
設
け
ら
れ
、
東
日
本
橋
界
隈
は
江
戸
を
代
表
す

る
に
ぎ
わ
い
の
場
と
な
り
ま
し
た
。数
多
く
の
見
世
物
小
屋
、

芝
居
小
屋
、
茶
屋
な
ど
が
軒
を
並
べ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

現
在
、
巴
泻
が
店
舗
を
構
え
て
い
る
場
所
は
、
両
国
橋
の

東
側
で
す
。
こ
ち
ら
も
時
を
同
じ
く
し
て
、
に
ぎ
わ
い
を
見

せ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
牽
引
役
と
な
っ
た
の
が
、
巴
泻
か
ら

歩
い
て
数
分
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
回
向
院
」
で
す
。

大
火
の
無
縁
仏
を
弔
う
た
め
に

創
設
さ
れ
た
「
回
向
院
」

　

歴
史
を
両
国
橋
の
完
成
よ
り
も
数
年
ほ
ど
巻
き
戻
し
ま

し
ょ
う
。
明
暦
の
大
火
が
鎮
火
し
た
後
の
こ
と
で
す
。
犠
牲

者
の
多
く
は
身
元
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
無

縁
者
の
埋
葬
の
場
を
設
け
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

将
軍
家
綱
は
、
隅
田
川
の
東
岸
に
、
無
縁
仏
を
手
厚
く
葬

る
た
め
の
土
地
を
与
え
、
大
法
要
を
執
り
行
っ
た
の
で
す
。

こ
の
と
き
に
お
念
仏
を
行
じ
る
御
堂
が
建
て
ら
れ
た
の
が
、

現
在
の
回
向
院
の
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
も
、
天
明
の
浅
間
山
の
大
噴
火
、
安
政
の
大
地
震

な
ど
、江
戸
時
代
に
は
大
き
な
災
害
が
何
度
も
起
き
ま
し
た
。

そ
の
都
度
、
回
向
院
は
宗
旨
に
か
ぎ
ら
ず
無
縁
仏
を
受
け
入

れ
、一
心
に
供
養
を
行
っ
て
き
た
の
で
す
。

回
向
院
は
江
戸
庶
民
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
で
し
た

　

無
縁
寺
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
回
向
院
で
す
が
、
一
方
で
は

境
内
の
堂
宇
に
安
置
さ
れ
た
観
世
音
菩
薩
や
弁
財
天
な
ど

が
、
江
戸
庶
民
に
尊
崇
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
巡
拝
の
札
所
と

し
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
回
向
院
は
信
州
善
光
寺
や
嵯
峨
清
涼
寺
を
は
じ
め

と
す
る
多
く
の
有
名
寺
院
の
秘
仏
が
開
帳
さ
れ
る
出
開
帳
寺

で
も
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
だ
け
で
も
1
6
7
回
以
上
は

開
催
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、天
明
元
年(

1
7
8
1
年)

に
、初
め
て
回
向
院
の
境

内
で
勧
進
相
撲
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
天
保
4
年(

1
8
3
3
年)

か
ら
は
、
春
夏
開
催
の
江
戸
相
撲
の
常
設
場
所
と
な
り
、
神

社
参
拝
と
相
撲
見
物
の
両
方
で
大
い
に
に
ぎ
わ
っ
た
の
で
す
。

 
江
戸
の
華
と
い
え
ば

「
両
国
の
花
火
大
会
」
で
す

 　

 

相
撲
と
並
ん
で
両
国
を
代
表
す
る
も
の
と
い
え
ば
、
７
月

の
最
終
土
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
「
隅
田
川
花
火
大
会
」
で
す
。

こ
の
花
火
大
会
は
、
か
つ
て
は
「
両
国
の
花
火
大
会
」
と
呼

ば
れ
、
日
本
で
最
も
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
は
じ
ま
り
は
、
第
8
代
将
軍
、
吉
宗
の
時
代
に
さ
か

の
ぼ
り
ま
す
。
享
保
17
年(

1
7
3
2
年)
の
大
飢
饉
と
疫

病
の
流
行
で
亡
く
な
っ
た
人
々
の
慰
霊
と
悪
病
退
散
を
祈
り
、

吉
宗
は
隅
田
川
で
水
神
祭
と
施
餓
鬼
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
時
に
、
両
国
橋
周
辺
の
料
理
屋
が
幕
府
の
許
可
を
得

て
、
花
火
を
打
ち
上
げ
た
の
が
、
現
在
の
花
火
大
会
の
は
じ

ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
飲
食
業
と
し
て
、
当
時
の

料
理
屋
の
心
意
気
を
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

江
戸
っ
子
の
夏
の
夕
涼
み
と
し
て
人
気
を
博
し
ま
し
た

　

こ
の
時
、
花
火
を
担
当
し
た
の
は
両
国
の
「
鍵
屋
」
の
６

代
目
、
篠
原
弥
平
衛
で
し
た
。
そ
の
後
、
鍵
屋
か
ら
暖
簾
分

け
を
し
た
「
玉
屋
」
が
加
わ
り
ま
し
た
。「
た
ま
や
〜
、
か

ぎ
や
〜
」
と
い
う
掛
け
声
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、花
火
を
楽
し
む
屋
形
船
が
隅
田
川
に
浮
か
ぶ
様
は
、

数
多
く
の
絵
師
の
絵
心
を
か
き
立
て
、
浮
世
絵
の
名
作
を
世

に
送
り
出
し
ま
し
た
。
両
国
の
花
火
の
人
気
は
回
数
を
重
ね

る
度
に
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

多
く
の
江
戸
っ
子
が
、
掛
け
声
を
上
げ
な
が
ら
、
夜
空
に

打
ち
上
げ
ら
れ
る
色
鮮
や
か
な
花
火
を
楽
し
ん
だ
両
国
の
花

火
大
会
。
そ
れ
は
、
人
々
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
江
戸
の

夏
の
風
物
詩
だ
っ
た
の
で
す
。

歴
史
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
時
代
と
と
も
に
進
化
し
た
両
国

両
国
は
江
戸
庶
民
が
、
胸
躍
ら
せ
て
楽
し
ん
だ
場
所
で
し
た

下総国武蔵国

明暦の大火を描いた田代幸春の「江戸火事図巻」（江戸東京博物館所蔵）

二つの国を結んだ「両国橋」（分間江戸大絵図完 安政 6年）

再建されなかった江戸城の天守閣の台座部分、中央の黒い部分は明暦の大火の焼け跡

江戸時代よりも 50mほど上流に竣工された現在の両国橋（1932 年竣工）境内にある「力塚」、1936 年に歴代相撲年寄の慰霊のために建立

かつては「両国花火大会」と呼ばれた、日本で最も長い歴史を持つ「隅田川花火大会」

「両国花火大会」は江戸の夏を彩る一大イベントでした

回向院の山門、江戸時代は隅田川に面したほうに表門がありました回向院の山門、江戸時代は隅田川に面したほうに表門がありました



　

回
向
院
か
ら
は
じ
ま
っ
た
両
国
の
相
撲
、
そ
れ
は

庶
民
の
気
持
ち
を
湧
き
立
て
る
存
在
で
し
た
。
春
夏

に
開
催
さ
れ
る
勧
進
相
撲
で
は
、
両
国
橋
際
に
太
鼓

の
櫓
が
架
設
さ
れ
、
本
場
所
の
開
始
を
知
ら
せ
る
櫓

太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
番
太
鼓
は
場
所
の
開
始
を
、
二
番
太
鼓
は
関
取

の
入
場
を
告
げ
ま
し
た
。
早
朝
に
打
つ
太
鼓
の
音
は
、

隅
田
川
を
渡
り
、
遠
く
は
品
川
辺
り
ま
で
聞
こ
え
た

と
い
い
ま
す
。
さ
ぞ
か
し
、
人
々
の
気
持
ち
を
か
き

た
て
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

興
行
中
の
境
内
に
は
よ
し
ず
張
り
の
仮
小
屋
が
建
て
ら

れ
ま
す
。
そ
の
大
き
さ
は
２
階
席
、
３
階
席
ま
で
設
け
ら

れ
た
巨
大
な
も
の
で
、
こ
こ
に
大
勢
の
観
客
が
訪
れ
、
ひ

い
き
の
力
士
た
ち
の
取
り
組
み
を
楽
し
ん
だ
の
で
す
。

番
付
表
の
「
蒙
御
免
」
の
意
味
と
は
？

　

江
戸
後
期
に
な
り
ま
す
と
、
相
撲
の
歴
史
で
名
高
い
、
谷

風
、
小
野
川
、
雷
電
の
三
大
強
豪
力
士
が
現
れ
ま
す
。
将
軍

上
覧
相
撲
も
行
わ
れ
、
相
撲
風
景
や
力
士
の
に
し
き
絵
も
つ

く
ら
れ
、相
撲
の
人
気
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

相
撲
の
人
気
の
高
ま
り
と
同
時
に
、
勝
ち
負
け
を
め
ぐ
る

け
ん
か
や
争
い
事
も
頻
繁
に
起
こ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、幕
府
は
た
び
た
び
禁
止
令
を
出
す
ほ
ど
で
し
た
。

　

現
在
で
も
番
付
表
の
中
央
の

上
部
に
「
蒙
御
免(

ご
め
ん
こ

う
む
る)

」
と
書
か
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
幕
府
公
認
の
相

撲
興
行
と
い
う
意
味
を
現
し
て

い
ま
す
。

相
撲
は
歌
舞
伎
と
並
ぶ
江
戸
庶
民
の
楽
し
み
で
し
た
　

　

回
向
院
で
の
勧
進
相
撲
は
、
明
治
43
年(

1
9
1
0
年)

、

両
国
国
技
館
が
完
成
す
る
ま
で
の
76
年
間
続
き
ま
し
た
。

　

回
向
院
の
近
隣
に
は
、
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
小
屋
や
茶

店
な
ど
が
軒
を
連
ね
、
上
野
や
浅
草
に
匹
敵
す
る
に
ぎ
わ
い
を

誇
っ
た
の
で
す
。

　

相
撲
が
歌
舞
伎
と
並
ぶ
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
の
大
き
な
地

位
を
占
め
る
に
連
れ
、
両
国
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
花
開
く

場
所
と
な
り
ま
し
た
。

　

力
士
の
食
事
で
あ
る
ち
ゃ
ん
こ
料
理
の
伝
統
も
そ
の
ひ
と

つ
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
両
国
で
い
ま
か
ら
40
年
前
に
誕
生
し
た
ち
ゃ
ん
こ
巴

泻
。
両
国
に
守
ら
れ
、
両
国
と
と
も
に
歩
み
、
今
日
に
至
っ

た
こ
と
に
感
謝
し
、
こ
れ
か
ら
も
、
ち
ゃ
ん
こ
を
通
じ
て
、

和
の
食
文
化
を
伝
え
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

相
撲
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
両
国
を
、
こ
れ
か
ら
も
大
事
に
し
た
い

い
ま
か
ら
四
十
年
前
の
昭
和
五
十
一
年(

一
九
七
六
年)

、
両
国
の
友
綱
部
屋
の

跡
地
に
、
一
軒
の
ち
ゃ
ん
こ
料
理
店
が
開
業
し
ま
し
た

そ
れ
が
現
在
の
ち
ゃ
ん
こ
巴　

の
は
じ
ま
り
で
す

振
り
返
れ
ば
、
た
く
さ
ん
の
喜
び
と
苦
難
に
満
ち
た
四
十
年
で
し
た

い
つ
も
温
か
く
見
守
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十
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と
し
て

江
戸
時
代
を
中
心
に
、
両
国
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
ま
す

☎ 03 -3632 -5600
FAX 03-3635-3056
〒130 -0026 東京都墨田区両国 2-17-6

本館130席　新館170席全300席

ご 予 約
お問合せ

営業時間
平　　日　11時半～14時　17時　～22時
土・日・祝日 11時半～14時　16時半～22時
※6月～8月は月曜定休

「名所江戸百景 両国花火」( 歌川広重 )

特集号第1弾

お陰さまで創業 40年

創業40年　
 

両
国
が
大
好
き
で
す 一雄齋国輝　「勧進大相撲取組之図」（回向院所蔵）

4040
ありがとうありがとう

SINCE 1976SINCE 1976

ご
め
ん
こ
う
む
る


