
新宿区内で音楽・美術・演劇・伝統芸能・まち歩き・歴史
探訪などがまとめて楽しめる新宿フィールドミュージアムは
2020年7月1日から11月30日まで開催！詳しくは公式ホーム
ページ（https://www.sfm-shinjuku.jp/）をご覧ください。

TOPICS

大
都
会
・
新
宿
に
あ
ふ
れ
る

伝
説
と
伝
承

　

古
く
か
ら
要
衝
と
し
て
栄
え
た
新

宿
に
は
、数
多
く
の
伝
説
・
伝
承
が

残
っ
て
お
り
、そ
の
数
は
１
３
０
に
も

上
り
ま
す
。中
に
は
江
戸
時
代
の
鶴

屋
南
北
に
よ
る「
東
海
道
四
谷
怪

談
」の
よ
う
に
、脚
色
さ
れ
物
語
と
し

て
広
く
知
ら
れ
よ
う
に
な
っ
た
も
の

も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
４
話
以
外
に
も

様
々
な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

新
宿
二
丁
目
の
太
宗
寺
に
は
閻
魔

大
王
像
が
、泣
き
止
ま
な
い
子
ど
も

を
食
べ
た
と
い
う「
つ
け
ひ
も
閻
魔
」

の
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、大
聖
院
の「
紅
皿
の
墓
」

は
、太
田
道
灌
ゆ
か
り
の「
山
吹
の

里
」伝
説
の
乙
女
、紅
皿
の
墓
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

富
久
町
の
蜘
蛛
切
り
坂（
別
名
：

禿
坂
）に
は
、千
年
ほ
ど
前
、渡
辺
綱

と
い
う
武
士
が
、大
蜘
蛛
を
退
治
し

た「
ク
モ
の
井
戸
」伝
説
が
あ
り
、歌

舞
伎
の
有
名
な
演
目「
土
蜘
蛛
」は

こ
の
お
話
が
も
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

市
ヶ
谷
の
逢
坂
は「
さ
ね
か
づ
ら
の

恋
」と
い
う
悲
恋
物
語
の
舞
台
に
な
っ

て
い
ま
す
。奈
良
時
代
、武
蔵
守
を
命

じ
ら
れ
た
小
野
美
佐
吾
が
美
し
い
娘

と
恋
仲
に
な
り
ま
し
た
が
、都
へ
の
帰

任
が
決
ま
り
ま
す
。娘
が
忘
れ
ら
れ

な
い
美
佐
吾
は
病
に
伏
せ
、つ
い
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、娘
の
夢
で

こ
の
坂
で
再
会
し
ま
し
た
。こ
の
伝
説

に
ち
な
ん
で「
逢
坂
」と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

済
松
寺
に
は
、江
戸
時
代
の
慶
安

の
変
の
首
謀
者
で
あ
る
由
比
正
雪
が

こ
の
お
寺
の
境
内
に
道
場
を
開
き
、

近
く
の
井
戸
を
槍
で
突
い
た
と
こ
ろ

さ
ら
に
水
が
湧
き
出
た
と
い
う「
槍

突
き
井
戸
」の
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

　

西
早
稲
田
の
宝
泉
寺
は
平
将
門

の
乱
を
平
定
し
た
藤
原
秀
郷
が
草

創
し
、毘
沙
門
堂
を
建
て
た
と
伝
え

ら
れ
、高
田
馬
場
跡
に
は
赤
穂
浪
士

と
し
て
名
高
い
堀
部
安
兵
衛
が
叔
父

の
菅
野
六
郎
左
衛
門
の
果
し
合
い
の

助
太
刀
の
た
め
、高
田
馬
場
に
駆
け

つ
け
て
相
手
方
三
人
を
切
り
倒
し
た

と
い
う
話
が
残
っ
て
お
り
、水
稲
荷
神

社
に
は
後
の
吉
良
邸
討
ち
入
り
の
功

績
を
讃
え
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。

　

数
多
く
の
伝
説
、伝
承
は
庶
民
に

よ
っ
て
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。そ

こ
に
は
当
時
の
生
活
、風
俗
、も
の
の

見
方
や
考
え
方
が
反
映
さ
れ
て
い
ま

す
。何
気
な
い
場
所
に
伝
わ
る
物
語

に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
散
策
を
楽
し

み
ま
し
ょ
う
。

将門と鎧神社

鎧神社　新宿区北新宿3-16-18

　江戸時代後期の歌舞伎脚本作者、四代目鶴屋南北が書いた有
名な怪談話『東海道四谷怪談』に基づきます。四谷左門町の浪人・
伊右衛門が不義をしたうえにお岩を毒殺し、その亡霊に復讐されると
いう物語です。しかし実際のお岩夫婦は円満で、養子伊右衛門ととも
に家勢を再興したことから、お岩にあやかろうと、お岩稲荷の信仰が
盛んになったといわれています。明治５年頃、『於岩稲荷田宮神社』と
改められ、現在は子孫の11代目がお岩稲荷の旧地を守っています。

　「鎧神社」の社名は、平安時代、平貞盛・藤原秀郷連合軍が
平将門を討ちとり、その鎧を埋蔵して将門を厚く弔ったと伝えら
れています。この地は「天慶の乱」の際に将門の弟将頼が陣地
にしたとも伝えられています。また、病に苦しむ秀郷が境内に将
門の鎧を埋めてその霊を弔ったところ病が全快したという伝承も
伝えられています。

　「策の井」は、松平摂津守の下屋敷内にあり、徳川家康が鷹
狩りから江戸城に戻る途中に汚れた「策」を洗ったという伝承に
由来します（『江戸砂子』より）。晩年は駿府へと隠退して大御
所と称された家康は、年に数回は江戸城に滞在し、度々鷹狩り
に出ていたといわれています。元 「々策の井」は新宿西口の「新
宿エルタワービル」付近にありましたが、現在は蓋をされ、同ビル
西南隅の植栽にモニュメントが建てられています。

　東福院の境内にある「豆腐地蔵」の伝承です。昔、東福院横
丁に一軒の豆腐屋があり、陰で悪い商売をしていました。この豆
腐屋に毎晩お坊さんが豆腐を買いにくるようになり、それを狐のい
たずらだと思い込んだ豆腐屋は、お坊さんを切りつけました。落ち
ていた血の跡を辿っていくと、そこは東福院の地蔵尊だったので
す。そこで豆腐屋は心を入れ替え、以後真面目に働くようになった
ということです。

東海道
四谷怪談

策の井
豆腐屋を
改心させた
地蔵

於岩稲荷田宮神社　新宿区左門町17 MAP P.12-13  C-3
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MAP P.10-11  B-3策の井　新宿区西新宿1-6-1 東福院　新宿区若葉2-2
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