
浅
草
寺
の
水
吹
き
イ
チ
ョ
ウ

は
じ
め
に

　

東
京
の
観
光
名
所
と
し
て
も
知
ら
れ
る

浅
草
寺
は
、古
く
か
ら
観
音
霊
場
と
し
て
信

仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
。そ
の
本
堂
で
あ
る

観
音
堂
は
、慶
安
２
年（
１
６
４
９
）に
再
建

さ
れ
て
以
来
、火
災
を
免
れ
て
き
た
と
い
い

ま
す
。

　

大
正
12
年（
１
９
２
３
）９
月
に
発
生
し
た

関
東
大
震
災
に
よ
る
火
災
に
お
い
て
も
、浅

草
区（
現
・
東
京
都
台
東
区
の
東
部
）で
は
９

割
以
上
が
焼
失
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、浅
草

寺
の
観
音
堂
、五
重
塔
、仁
王
門（
宝
蔵
門
）

お
よ
び
伝
法
院
は
焼
け
残
り
ま
し
た
。

　

一
面
の
焦
土
の
な
か
、な
ぜ
浅
草
寺
の
こ

れ
ら
の
建
物
は
焼
け
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
。そ

れ
は
奇
跡
と
も
い
わ
れ
、人
々
の
中
に
は
、境

内
の
イ
チ
ョ
ウ
が
水
を
吹
い
て
火
を
消
し
て
い

た
と
不
思
議
な
こ
と
を
語
る
者
も
現
れ
ま

し
た
。

イ
チ
ョ
ウ
が
水
を
吹
い
た

　

関
東
大
震
災
は
、正
午
前
と
い
う
炊
事
が

行
わ
れ
る
時
間
帯
に
発
生
し
た
こ
と
も
あ

り
、火
災
が
多
発
し
被
害
を
拡
大
さ
せ
ま

し
た
。浅
草
区
で
も
各
所
で
黒
煙
が
上
が
り
、

た
ち
ま
ち
辺
り
は
火
の
海
と
な
り
ま
し
た
。

　

炎
に
追
わ
れ
た
人
々
の
避
難
先
と
な
っ
た

の
は
公
園
や
広
場
で
し
た
。当
時
、「
浅
草
公

園
」と
い
う
名
称
の
都
市
公
園
と
な
っ
て
い
た

浅
草
寺
に
も
、多
く
の
人
々
が
避
難
し
ま
し

た
。そ
の
数
は
10
万
人
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、こ
こ
な
ら
ば
大
丈
夫
だ
と
安

堵
し
た
の
も
束
の
間
の
こ
と
で
し
た
。浅
草

千せ
ん
ぞ
く
ち
ょ
う

束
町
で
発
生
し
た
火
災
が
、強
風
に
煽あ
お

ら

れ
て
延
焼
を
拡
大
さ
せ
な
が
ら
浅
草
寺
に

迫
っ
た
の
で
す
。

　

境
内
は
騒
然
と
な
り
ま
し
た
。四
方
を
炎

に
囲
ま
れ
て
、も
う
逃
げ
る
こ
と
も
で
き
ま

せ
ん
。す
で
に
炎
は
仲
見
世
を
焼
き
、間
近

か
ら
火
の
粉
を
降
ら
せ
て
い
ま
す
。

　

イ
チ
ョ
ウ
が
水
を
吹
い
た
と
さ
れ
る
の
は
、

こ
の
渦
中
の
こ
と
で
し
た
。震
災
の
翌
月
に

出
版
さ
れ
た『
大
正
大
震
災
大
火
災
』に
は
、

こ
の
と
き
境
内
に
避
難
し
て
い
た
人
々
の
間

で「
堂
を
掩お
お

う
大
銀
杏
か
ら
龍り
ゅ
う
ど
す
い

吐
水
の
よ
う

に
水
を
吹
き
出
し
て
、本
堂
に
燃
え
か
か
る

火
焔
を
消
し
て
い
た
」、ま
た「
猛
火
中
境
内

の
樹
々
の
枝
か
ら
盛
ん
に
雨
を
降
ら
し
た
」

な
ど
と
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
と
し
て
も
、

浅
草
寺
は
危
機
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
、焼

失
を
免
れ
た
こ
と
で
多
く
の
命
が
救
わ
れ
ま

し
た
。

他
所
に
も
あ
る
水
吹
き
イ
チ
ョ
ウ

　

浅
草
寺
の
み
な
ら
ず
、イ
チ
ョ
ウ
が
水
を
吹

い
た
と
い
う
伝
説
は
他
所
に
も
あ
り
、京
都

で
は
、そ
の
枝
ぶ
り
か
ら「
逆
さ
イ
チ
ョ
ウ
」

と
も
呼
ば
れ
る
西
本
願
寺
の
大
イ
チ
ョ
ウ
が
、

天
明
８
年（
１
７
８
８
）の
大
火
で
炎
が
迫
っ

た
際
に
、水
を
吹
き
出
し
て
伽
藍
を
護ま
も
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、本
能
寺
の
イ

チ
ョ
ウ
も
同
じ
く
天
明
８
年
の
大
火
で
水
を

吹
き
出
し「
火
伏
せ
の
イ
チ
ョ
ウ
」と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
、イ
チ
ョ
ウ
が
水
を
吹
く
と
い

う
現
象
は
本
当
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

焼
失
を
免
れ
た
要
因

　

浅
草
寺
が
焼
失
を
免
れ
た
の
に
は
、実
際

に
は
複
数
の
要
因
が
あ
り
ま
し
た
。

　

浅
草
寺
に
は
第
五
消
防
署
浅
草
公
園
隊

が
消
火
に
駆
け
付
け
た
ほ
か
、境
内
で
は

鳶と
び
が
し
ら
頭
で
消
防
組く
み
が
し
ら
頭
の
馬
場
斧
吉
の
呼
び
か
け

で
、避
難
者
た
ち
に
よ
り
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
が
行

わ
れ
る
な
ど
、必
死
の
消
火
活
動
が
続
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、焼
け
残
っ
た
地
帯
に
は
防
火
上

で
有
利
だ
っ
た
点
も
あ
り
ま
し
た
。内
務
省

社
会
局
編『
大
正
震
災
志	

上
』に
よ
る
と
、

明
治
17
年（
１
８
８
４
）に
浅
草
公
園
内
が
一

区
か
ら
七
区
に
区
割
り
さ
れ
た
際
、一
区
の

観
音
堂
に
隣
接
し
て
い
た
建
物
を
、防
火
上

の
危
険
が
あ
る
と
し
て
六
区
へ
移
転
さ
せ
て

い
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
観
音
堂
の
周
囲
は

空
地
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
一
区
と
二

区
、五
区
は
防
火
地
帯
に
指
定
さ
れ
、家
屋

の
高
さ
や
建
坪
に
制
限
が
課
せ
ら
れ
た
ほ
か
、

水
道
消
火
栓
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、震
災
前

か
ら
防
火
対
策
が
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
本
書
に
は
防
火
用
に
イ
チ
ョ
ウ
を

植
え
付
け
た
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。実
は
、

関
東
大
震
災
で
は
公
園
や
広
場
の
樹
木
が

防
火
壁
と
な
っ
た
事
例
が
多
く
報
告
さ
れ
て

お
り
、浅
草
寺
に
お
い
て
も
境
内
の
木
々
が

防
火
に
効
果
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
す
。

樹
木
に
よ
る
防
火
の
事
例　

　

例
え
ば
、避
難
し
た
約
２
万
人
の
命
が
救

わ
れ
た
岩
崎
家
深
川
別
邸（
現・清
澄
庭
園
）

の
周
囲
は
土
堤
で
囲
ま
れ
て
お
り
、そ
の
上

に
は
シ
イ
ノ
キ
な
ど
が
密
生
す
る
植
え
込
み

が
あ
り
ま
し
た
。ま
た
敷
地
内
に
は
モ
ミ
ジ

や
ク
ロ
マ
ツ
な
ど
の
樹
林
や
池
が
あ
り
、炎
に

正
面
か
ら
攻
め
ら
れ
な
が
ら
も
庭
内
の
人
々

は
無
事
で
し
た
。

　

対
し
て
、あ
ま
り
に
も
残
酷
な
結
果
を
迎

え
て
し
ま
っ
た
の
が
、陸
軍
被
服
廠し
ょ
う

跡（
現
・

横
網
町
公
園
）で
す
。こ
の
地
は
東
京
市
に

よ
る
整
備
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、当

時
は
樹
木
の
な
い
空
地
で
、区
域
の
境
界
に

鉄
骨
を
組
ん
だ
板
塀
と
溝
が
あ
る
だ
け
で
し

た
。こ
の
地
で
は
、避
難
し
て
い
た
約
４
万
人

の
う
ち
、発
生
し
た
火
災
旋
風
に
襲
わ
れ
て

３
万
８
千
人
も
の
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

　

両
地
は
ほ
ぼ
同
面
積
で
し
た
が
、大
き
く

明
暗
が
分
か
れ
た
の
に
は「
樹
木
の
有
無
」が

関
係
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

公
園
・
広
場
・
樹
木

　

復
興
事
務
局
編『
帝
都
復
興
事
業
誌	

建

築
篇
・
公
園
篇
』で
は
、宮
城
前
広
場
、上
野

公
園
、日
比
谷
公
園
な
ど
で
、広
域
に
わ
た

り
公
園
や
広
場
の
植
樹
帯
が
防
火
壁
と
な
っ

た
焼
け
止
ま
り
が
み
ら
れ
る
と
し
、浅
草
公

園
に
つ
い
て
は
、「
局
部
的
に
効
果
が
あ
っ
た
」

と
し
て
い
ま
す
。

　

浅
草
公
園
内
に
は
イ
チ
ョ
ウ
の
ほ
か
、シ
イ

ノ
キ
、ケ
ヤ
キ
、ク
ロ
マ
ツ
、ア
カ
マ
ツ
、ス
ギ
、ヒ

ノ
キ
、カ
エ
デ
、サ
ク
ラ
、シ
ラ
カ
シ
、ア
カ
ガ
シ
、

ヤ
ナ
ギ
、ヤ
ツ
デ
、ア
オ
キ
、コ
ウ
ヤ
マ
キ
が
あ
っ

た
と
さ
れ
、そ
の
樹
林
地
は
、観
音
堂
の
付
近

に
集
中
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
焼
け
止

ま
り
も
局
部
的
と
な
っ
た
の
で
す
。　

　

浅
草
寺
で
は
空
地
が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、

こ
れ
ら
の
樹
木
が
防
火
壁
と
な
っ
て
人
々
の

命
を
守
る
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。大
正
13

年（
１
９
２
４
）、『
土
木
学
会
誌
』に
掲
載
さ

れ
た
調
査
報
告「
火
災
と
樹
林
並
に
樹
木

と
の
関
係
」に
は
、「
最
も
危
険
な
る
五
重
塔

及
観
音
堂
の
背
面
附
近
に
は
イ
テ
ウ（
イ
チ
ョ

ウ
）の
大
木
多
く
幸
に
風
上
よ
り
之
等
の
建

築
物
を
保
護
せ
し
」と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

公
園
や
広
場
、樹
木
の
防
災
に
お
け
る
重

要
性
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、震
災
を
受
け

て
始
動
し
た
帝
都
復
興
事
業
に
も
大
き
く

反
映
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
事
業
で
、東
京
に
は

３
カ
所
の
大
公
園
と
、小
学
校
に
隣
接
し
た

52
カ
所
の
小
公
園
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。ま

た
、４
万
３
０
０
０
超
の
街
路
樹
を
植
樹
す

る
と
し
、樹
種
に
は
イ
チ
ョ
ウ
、ア
オ
ギ
リ
、ハ

ン
テ
ン
ボ
ク
、シ
ン
ジ
ュ
、エ
ン
ジ
ュ
、サ
ク
ラ
な
ど

が
選
ば
れ
ま
し
た
。

樹
木
の
防
火
機
能

　

さ
て
、こ
の
よ
う
に
樹
木
に
防
火
効
果
が

あ
る
の
は
事
実
と
し
て
、そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
機
能
に
よ
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

樹
木
に
は
樹
冠
や
幹
が
熱
や
火
の
粉
を

遮
る「
遮
断
力
」と
、延
焼
に
耐
え
る「
耐
火

力
」が
あ
り
、こ
の
二
つ
の
力
が
働
く
こ
と
に

よ
っ
て
防
火
効
果
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
樹
木
な
ど
の
植
物
に
は
、根
か
ら

吸
い
上
げ
た
水
分
を
葉
裏
か
ら
水
蒸
気
と

し
て
放
出
し
、葉
の
温
度
上
昇
を
防
ぐ「
蒸

散
」と
い
う
働
き
が
あ
り
ま
す
。暑
い
季
節

に
森
林
の
な
か
に
入
る
と
涼
し
さ
を
感
じ
る

の
は
、こ
の
水
蒸
気
の
放
出
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、消
防
庁
消
防
研
究
所『
水
幕
と

樹
木
の
併
用
に
よ
る
延
焼
防
止
向
上
効
果

に
関
す
る
研
究
報
告
書
』に
よ
る
と「
火
災

か
ら
強
い
熱
を
受
け
る
と
、樹
木
は
水
蒸
気

を
放
出
す
る
」と
あ
り
、そ
し
て
輻
射
熱
が

強
い
場
合
に
は
水
蒸
気
は
著
し
く
放
出
さ
れ

る
が
、そ
の
期
間
は
わ
ず
か
30
秒
～
60
秒
程

度
と
し
て
い
ま
す
。イ
チ
ョ
ウ
は
特
に
水
分
含

有
率
が
高
く
、「
水
吹
き
イ
チ
ョ
ウ
」は
こ
の

よ
う
な
火
災
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
、一

時
的
に
多
量
の
蒸
気
が
放
出
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
れ
は
、そ
れ

だ
け
炎
が
至
近
に
迫
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、あ
ら
た
め
て
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
ず
に
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

　

関
東
大
震
災
の
災
禍
に
耐
え
た
浅
草
寺

で
し
た
が
、昭
和
20
年（
１
９
４
５
）３
月
の

東
京
大
空
襲
に
よ
り
、甚
大
な
被
害
を
受
け

ま
し
た
。長
年
に
わ
た
り
護
ら
れ
て
き
た
観

音
堂
も
つ
い
に
炎
上
し
、五
重
塔
や
仁
王
門

も
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。け
れ
ど
も
境
内

の
イ
チ
ョ
ウ
は
、焼
き
尽
く
さ
れ
る
こ
と
な
く

残
り
ま
し
た
。

　

炎
に
強
い
イ
チ
ョ
ウ
で
す
が
、そ
の
起
源
は

古
生
代
に
ま
で
遡
り「
生
き
た
化
石
」と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。幾
多
の
時
代
を
生
き
る

イ
チ
ョ
ウ
は
、人
々
の
生
活
を
ご
く
身
近
で
見

守
っ
て
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

　

現
在
も
、多
く
の
参
詣
者
で
賑
わ
う
浅
草

寺
の
境
内
で
イ
チ
ョ
ウ
は
静
か
に
枝
を
拡
げ

て
い
ま
す
。

（
文
：
上
原
由
子
）
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水を吹いたと伝えられる浅草寺境内のイチョウ（東京都台東区　2023年撮影）

全焼した仲見世の先に、焼け残った仁王門や五重塔が見える。現在、五重塔は再建されて観
音堂の左側に建っているが、当時は右側に建っていた

（出典：『関東震災画報　第一輯』　大阪毎日新聞社　1923年）

『大正大震災大火災』 
（大日本雄弁会・講談社　1923年）

観音堂裏のイチョウ　
（出典：『震災予防調査会報告　第百号　戊』　
震災予防調査会　1925年）
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