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・
私

は

、

錦

絵

や

戯

作

本

の

挿

絵

や

古

い

写

真

を

手

掛

か

り

に

昔

の

下

水

道

の

様

子

を

探

っ
て

い
ま

す

　

今

日

は

、

『
江

戸

名

所

図

会

』

を

中

心

に

し

て

描

か

れ

て

い
る

江

戸

の

町

の

下

水

道

の

様

子

を

お

話

し

て

み

た

い
と

思

い
ま

す

。

本

題

に

入

る

前

に

江

戸

の

町

の

概

略

を

見

て

い

た

だ

く

方

が

良

い

の

で

は

な

い

か

と

思

い
ま

す

。

江

戸

の

町

は

、

大

き

く

分

け

て

武

家

地

．
寺

社

地

、

そ

れ

か

ら

町

人

の

住

ん

で

い

る

町

屋

か

ら

な

っ
て

ぃ

た

そ

う

で

す

。

そ

れ

ぞ

れ

の

面

積

で

水
　

す

が

、
武

家

地

が

六

割

、
寺

社

地

が

二

割

．

町

屋

は

残

り

二

奸
　

割

だ

そ

う

で

す

．

野

村

兼

大

郎

と

い
う

人

が

『
亨

保

年

中

江

一́
　

戸

絵

図

』

か

ら

推

定

し

た

も

の

で

す

。
　

・

た

　

（

塾
私
　

一
　

）

こ

の

絵

は

．
ち

ょ
う

ど

現

在

の

九

段

下

沖
　

辺

り

で

す

。

左

側

の

絵

の

中

央

に

あ

る

の

が

武

家

屋

敷

で

す

。

描
　

そ

の

左

側

の

坂

が

九

段

坂

で

す

．
坂

の

下

の

所

に

丸

印

を

つ

話
　

け

て

あ

り

ま

す

が

、

こ

こ

に

下

水

が

描

か

れ

て

い
ま

す

．

こ

二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

‐　
　
　
・

‐　
　
　
‐

紅
　

の

下

水

は

、
恐

ら

く

武

家

屋

敷

の

脇

か

ら

ず

つ
と

坂

を

下

っ

一
　

て

き

て

、

通

り

を

横

切

っ

て

俎

橋

の
北

側

で

日

本

橋

川

に

流

２６
　

れ

込

ん

で

い

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

ま

す

。

下

水

は

こ

の

よ

う

な

形

で

描

か

れ

て

い
ま

す

。

橋

の

よ

う

な

も

の

が

描

か

れ

て

い
ま

す

が

、

ど

ん

な

も

の

だ

っ
た

か

は

後

で

ま

た

見

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

．
坂

の

下

の

方

は

町

屋

で

す

。

飯

田

町

と

い

う

町

だ

と

思

い
ま

す

。

ハ

［
脚
］

一
　

〉

こ

の

図

は

漬

券

図

で

す

。二

部

を

縮

小

し

た

の

で

分

り

難

く

な

っ
て

い

ま

す
、

上

の

方

に

橋

の

よ

う

な

も

の

が

描

か

れ

て

い
ま

す

。

こ

れ

は

大

通

り

に

下

水

が

横

切

っ
て

い

た

所

に

架

け

ら

れ

た

橋

で

、
多

分

本

か

、
場

所

に

よ

っ
て

は

そ

の

上

に

道

路

の

上

が

教

せ

ら

れ

．
道

路

と

変

わ

ら

な

い
よ

う

に

な

っ
て

い

た

と

思

わ

れ

ま

す

。

真

ん

中

辺

り

．
少

し

大

き

い
丸

印

を

付

け

た

所

、

こ

こ

に

は

『
此

の

下

水

幅

三

尺

、

公

儀

下

水

に

御

座

候

」

と

書

か

れ

て

あ

り

ま

す

。

こ

れ

よ

り

少

し

上

に

『
通

旅

籠

町

新

道

」

と

書

い

て

あ

り

ま

す

が

、

こ

れ

は

後

で

作

ら

れ

た

道

で

、

元

は

町

の

境

だ

っ
た

の

で

は

な

い

か

。

だ

い

た

い

町

と

町

の

境

に

こ

の

よ

う

な

大

き

を

下

水

が

流

れ

て

い

た

、

つ
ま

り

町

の

境

が

下

水

で

仕

切

ら

れ

て

い

た

と

思

わ

れ

る

か

ら

で

す

。

こ

の

新

道

に

も

下

水

の

橋

が

架

け

ら

れ

て

い
ま

す

。
大

き

い
丸

印

の
右

側

に

も

通

旅

籠

町

と

い

う

の

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

向

き

合

っ
た

一
画

が

通

旅

籠

町

と

い
う

町

な

の

で

す

．

こ

の

縁

に

細

い
線

で

描

か

れ

て

い

る

の

で

す

が

、

こ

れ

が

雨

落

下

水

で

は

な

い

か

。

こ

れ

を

た

ど

つ

て

行

き

ま

す

と

橋

の

た

も

と

か

ら

大

下

水

に

入

っ
て

い

ま

す

。

こ

の

図

の

原

板

は

大

き

い
も

の

だ

と

思

い

ま

す

。

第

二

話

描

か

れ

た

江

戸

の

下

水

西
木

ｍ
口

　

　

●
″̈ツ
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大

雑

把

に

言

い

ま

す

と

、

町

屋

で

は

家

の

前

に

雨

落

下

水

が

あ

り

ま

し

て

、

そ

れ

か

ら

町

と

町

の

間

に

は

幅

が

三

尺

か

ら

六

尺

位

の

大

下

水

が

あ

っ
た

。

こ

ん

な

事

が

言

え

る

と

思

い

ま

す

。

（

い
私

二

）

こ

の

絵

は

、

現

在

の

万

世

橋

の

近

く

．

筋

違

御

円

の

所

で

す

。

奥

の

方

に

武

家

屋

敷

が

あ

り

ま

す

。

左

の

端

の

方

に

町

屋

が

あ

り

ま

す

が

、

こ

こ

は

須

田

町

で

す

。

武

家

屋

敷

の
丸

印

の

部

分

を

見

て

下

さ

い

。

屋

敷

を

囲

む

よ

う

に

長

屋

が

あ

り

、

そ

の

下

に

下

水

が

描

か

れ

て

い

ま

す

．

右

の

丸

印

で

は

、

通

り

を

横

切

る

所

に

下

水

の

橋

が

架

け

ら

れ

て

い
ま

す

。

こ

の

よ

う

に

武

家

屋

敷

の

周

り

に

は

お

城

の

堀

に

近

い

よ

う

な

水

路

が

描

か

れ

て

い
ま

す

。

（

い
私

〓

一

）

こ

の

絵

か

ら

お

寺

の

周

り

で

も

武

家

地

と

同

じ

よ

う

に

堀

と

言

い

ま

す

か

、

私

は

精

え

堀

と

言

っ
て

は

ど

う

か

と

思

っ

て

い

る

の

で

す

が

、

そ

の

よ

う

な

堀

が

作

ら

れ

て

い

た

事

が

分

り

ま

す

。

こ

の

お

寺

は

海

禅

寺

と

言

い

ま

す

。

現

在

の

台

東

区

松

が

谷

二

丁

目

辺

り

に

な

り

ま

す

．

こ

の

寺

は

、

現

存

し

て

い

る

よ

う

で

す

。

絵

の

右

側

、

清

水

寺

と

東

光

院

の

間

の

通

り

が

今

の

合

羽

橋

商

店

街

に

当

た

る

よ

う

で

す

。
道

路

を

横

切

る

所

に

は

下

水

の

橋

が

架

け

ら

れ

て

い

る

様

子

が

分

り

ま

す

。

お

寺

か

ら

の

排

水

や

門

前

町

の

排

水

は

、

こ

の

下

水

に

流

さ

れ

て

い

た

も

の

と

考

え

ら

れ

ま

す

。さ

て

、

こ

れ

ま

で

は

町

屋

、
武

家

屋

敷

、

寺

社

地

の

下

水

の

様

子

を

ご

く

大

掴

み

に

見

て

き

た

わ

け

で

す

。

そ

こ

で

少

し

細

か

く

、

も

っ
と

町

に

近

付

い

て

見

て

み

た

い

と

思

い
ま

す

。（

い
柘

ｍ
Ｗ
Ｈ

）

こ

の

絵

は

．

錦

袋

回

と

言

い
ま

し

て

、

現

在

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、
池

之

端

仲

通

り

に

あ

っ
た

薬

屋

さ

ん

で

す

。

こ

の

店

の

前

に

石

を

組

ん

だ

よ

う

な

下

水

が

描

か

れ

て

い
ま

す

．
蓋

は

さ

れ

て

い
な

い

よ

う

に

見

受

け

ら

れ

ま

す

が

、

と

も

か

く

こ

の

よ

う

な

下

水

が

作

ら

れ

て

い

た

と

い

う

事

が

分

る

と

思

い

ま

す

。

（

い
幅

，
■

）

こ

の

絵

は

、

お

菓

子

屋

さ

ん

の
店

先

で

す

。
店

の

前

に

蓋

の

さ

れ

た

下

水

が

描

か

れ

て

い
ま

す

。

蓋

は

石

の

よ

う

に

見

え

ま

す

。

江

戸

時

代

前

期

、
寛

文

（
一
六

六

一
～

一
六

七

二

）

の

頃

の

町

触

れ

に

、

下

水

に

蓋

を

か

け

る

よ

う

に

と

か

、

下

水

の

板

や

石

垣

の

壊

れ

た

所

は

直

す

よ

う

に

と

い

っ
た

も

の
が

あ

り

ま

す

。

で

す

か

ら

下

水

の
蓋

は

石

だ

け

で

な

く

、
板

の

も

の

も

あ

っ
た

と

思

わ

れ

ま

す

。

（

払
私

上
ハ

）

薮

小

路

と

い
う

の

は

、

虎

の

間

の
交

差

点

か

ら

神

谷

町

の
方

に

行

く

と

、

愛

后

の

方

に

抜

け

る

通

り

が

あ

り

ま

す

が

、

そ

の

通

り

を

藪

小

路

と

呼

ん

で

い

た

よ

う

で

す

．

武

家

屋

敷

の

あ

る

所

で

す

が

、

角

の

家

に

数

が

あ

っ
た

の

で

、

そ

の

よ

う

に

呼

ん

で

い

た

と

言

わ

れ

て

い
ま

す

。

こ

こ

で

も

石

組

の

下

水

が

あ

り

、

橋

も

石

で

架

け

ら

れ

て

い
ま

す

。

大

き

い

丸

印

の

所

に

文

字

が

あ

り

ま

す

が

、
桜

川

と

書

か

れ

「
７
　
・

，

ヤ

ー

，

可
ヽ

報い釧〓．」　・　　，

攘
，

■
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て

い

る

よ

う

で

す

が

、

記

録

に

よ

る

と

桜

川

と

い

う

川

は

確

か

に

あ

り

ま

し

た

。

こ

の

川

が

下

水

の

役

割

を

果

た

し

て

い

た

わ

け

で

す

。

上

の
九

印

の

所

で

す

が

、

下

水

の

脇

に

尖

っ

た

石

が

並

ぺ

ら

れ

て

い
ま

す

。

こ

の

石

は

ど

の

よ

う

な

役

割

を

果

た

し

て

い

た

の

か

。

転

落

防

止

用

の

、

今

流

に

言

え

ば

防

譲

柵

の

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す

．

『
御

府

内

備

考

』

に

よ

る

と

桜

川

の

上

流

は

、

四

ノ
谷

の

鮫

河

橋

辺

り

．

あ

の

辺

り

か

ら

現

在

の

迎

賓

館

を

抜

け

、

赤

坂

に

出

、

溜

め

池

の

辺

り

か

ら

愛

后

の

方

に

出

て

来

る

と

い
う

よ

う

な

流

れ

だ

っ
た

ら

し

い

で

す

ね

‘

〈

ｍ
四

一　

一

）

こ

の

地

図

は

先

程

の

絵

六

と

関

連

し

ま

す

。

左

の

方

に

紀

伊

殿

と

書

か

れ

て

い
ま

す

。

こ

れ

が

現

在

の

迎

賓

館

の

位

置

に

当

た

り

ま

す

．

丸

印

の

所

に

『
此

大

下

水

ロ

ロ

落

合

溜

池

よ

り

下

を

楓

川

と

唱

え

、

芝

宇

田

川

橋

を

経

海

に

入

る

也

』

と

書

か

れ

て

い

る

の

が

読

め

ま

す

。

一
部

判

読

出

来

な

い

の

で

す

が

，

こ

れ

は

江

戸

切

絵

図

の

う

ち

赤

坂

今

井

辺

図

の

部

分

で

す

。

切

絵

図

の

中

に

も

大

下

水

と

い

う

言

葉

が

あ

っ
た

の

で

、

御

紹

介

し

ま

し

た

．

（

泌
私

ル
し

）

こ

れ

は

四

ソ
谷

の

鮫

河

橋

の

絵

で

す

。

鮫

ヶ
橋

と

言

っ
て

い
ま

す

が

，

Ｊ

Ｒ

が

信

濃

町

に

向

か

っ
て

行

く

と

ト

ン

ネ

ル

を

出

た

直

ぐ

の

辺

り

、
南

元

町

と

言

い
ま

す

が

、

そ

の

辺

り

に

鮫

ヶ
橋

と

い

う

橋

が

架

か

っ
て

い

た

よ

う

で

す

。

こ

の

絵

で

は

河

の

真

ん

中

に

杭

が

並

ん

で

い
ま

す

。

こ

れ

は

ゴ

ミ

で

も

よ

け

る

た

め

に

作

っ
た

も

の

で

し

よ
う

。

鮫

河

も

下

水

を

集

め

る

役

割

を

果

た

し

て

い

た

の

で

す

が

、

こ

の
川

の

脇

に

小

さ

い

下

水

が

描

か

れ

て

い
ま

す

。

大

き

い

川

は

、

石

積

み

で

す

が

、
小

さ

い

方

は

丸

大

と

板

で

相

を

作

っ
た

よ

う

に

な

っ
て

い

ま

す

。

左

の

丸

印

の

部

分

は

、

多

分

水

溜

め

桶

で

し

ょ
ぅ

．

こ

こ

で

洗

濯

を

し

て

い

る

の

で

し

よ

う

か

ね

．

『
御

府

内

備

考

』

で

は

鮫

ケ
橋

の

大

溝

は

幅

五

尺

と

あ

り

ま

す

．

（

同
凶

一
二

）

こ

の
絵

は

切

絵

図

の

う

ち

小

石

川

辺

の

図

で

す

．
丸

印

の

部

分

に

『
コ

ノ

ナ

ガ

レ

小

石

川

大

下

水

ト

云

』

と

書

い

て

あ

り

ま

す

。

水

戸

殿

と

い

う

の

は

現

在

の

後

楽

園

で

、
文

字

の

辺

り

が

ド

ー

ム

球

場

辺

り

に

な

り

ま

す

。

こ

の
川

は

、

上

流

が

豊

島

区

の

長

崎

辺

り

で

、
板

橋

か

ら

大

塚

を

通

っ
て

小

石

川

に

出

て

来

ま

す

。

俗

に

千

川

と

い

う

言

い

方

も

し

て

い

た

よ

う

で

す

。

千

川

上

水

と

は

別

で

す

。
丸

印

の

少

し

上

流

に

は

町

屋

が

あ

り

ま

す

が

、

下

流

は

水

戸

様

の

お

屋

敷

か

ら

直

ぐ

に

神

田

川

に

落

ち

ま

す

。

だ

か

ら

こ

の

辺

で

は

か

な

り

下

水

化

さ

れ

て

い

た

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。

こ

の

流

れ

の

跡

は

、

公

共

下

水

道

の

『
千

川

幹

線

』

に

な

っ

て

い
ま

す

．

〈

泌
私

――
ハ

）

こ

の

絵

は

市

ヶ
谷

の

八

幡

神

社

．

市

ヶ

谷

駅

の

お

堀

の

反

対

側

の
山

の

上

に

現

在

も

八

幡

神

社

が

あ

り

ま

す

が

、

そ

の

辺

り

の

絵

で

す

。
丸

印

の

所

に

小

さ

い
川

の

よ

う

な

も

の

が

あ

り

ま

す

。

『
御

府

内

備

考

』

に

よ

る

と

、

こ

れ

は

か

な

り

大

き

い

下

水

だ

つ
た

よ

う

で

す

ｏ
幅

が

六

尺

、



一ヽ
一

■
キ

■
一‐

第 話 描かれた江戸の下水一 "
両

側

が

石

垣

で

あ

っ
た

そ

う

で

す

。

こ

の

跡

は

現

在

は

『
市

ヶ
谷

幹

線

』

に

な

っ
て

い

ま

す

。

上

流

は

大

久

保

辺

り

の

下

水

と

四

ッ
谷

大

木

戸

の

上

水

の

余

水

が

流

れ

込

み

、
飯

田

橋

近

辺

に

あ

っ
た

船

河

原

橋

か

ら

、
ち

ょ
う

ど

文

京

区

と

新

宿

区

の

境

で

す

が

、
神

田

川

に

落

ち

て

い
ま

し

た

．

（

払
私

―
ル

）

こ

の

絵

は

、

上

野

公

園

の

入

日

に

当

た

る

所

で

．
左

下

に

不

忍

池

が

描

か

れ

て

い
ま

す

．
池

か

ら

流

れ

出

た

川

は

忍

川

と

呼

ば

れ

、
広

小

路

を

横

切

っ
て

三

味

線

堀

か

ら

鳥

越

、
蔵

前

を

通

っ

て

隅

田

川

に

落

ち

て

い
ま

し

た

。

三

つ

の

橋

が

架

か

っ
て

い

ま

す

の

で

、

三

橋

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

中

央

の

橋

は

、
将

軍

が

寛

永

寺

を

参

詣

さ

れ

る

時

に

通

ら

れ

る

橋

だ

そ

う

で

す

。

『
上

野

町

清

券

図

』
を

見

ま

す

と

、

こ

の

忍

川

の

と

こ

ろ

は

『
公

儀

下

水

」

と

な

っ
て

い
ま

す

。

幅

は

一
丈

九

寸

．

川

が

下

水

道

の

役

割

を

果

た

し

て

い

た

と

思

わ

れ

ま

す

。

（

［
Ⅲ
］

皿
口

〉

こ

の

図

は

切

絵

図

の

本

所

の

部

分

で

す

。

『
北

本

所

中

ノ

郷

石

原

辺

図

』

と

言

い
ま

す

。
丸

印

の

左

側

の

大

き

い

下

水

が

『
南

割

下

水

』

．
右

側

が

『
北

割

下

水

』

で

す

。

北

割

下

水

は

、
現

在

の

春

日

通

り

に

当

た

り

ま

す

。

南

割

下

水

は

、

現

在

の

江

戸

東

京

博

物

館

の

建

設

予

定

地

か

ら

錦

糸

町

の

駅

に

向

か

う

少

し

大

き

い
通

り

に

あ

っ
た

よ

う

で

す

。

以

前

川

柳

と

下

水

の

話

の

際

申

し

上

げ

ま

し

た

が

、

劇

下

水

と

い
う

の

は

俗

称

地

名

に

も

使

わ

れ

て

い
ま

し

た

．

例

え

ば

一
茶

の

句

に

『
鶯

が

呑

む

ぞ

浴

び

る

ぞ

剤

下

水

』

川

柳

に

、
黙

礼

の

中

を

流

る

る

割

下

水

』

等

が

あ

り

ま

す

．

幅

は

二

間

．

万

治

二

年

（
一
六

五

九

年

）
本

所

に

屋

敷

地

を

造

る

時

に

掘

ら

れ

た

も

の
だ

そ

う

で

す

。

明

治

の

末

頃

に

撮

影

さ

れ

た

写

真

に

よ

る

と

、

割

下

水

は

丸

大

と

板

で

柵

の

よ

う

に

し

て

作

ら

れ

て

い
ま

し

た

。

周

辺

に

工

場

が

立

並

ぶ

よ

う

に

な

る

ま

で

は

大

変

さ

れ

い
な

水

が

流

れ

て

い

た

よ

う

で

す

．〈

塾
私

上
―

〉

こ

の

絵

は

、
新

堀

川

．

現

在

の

合

羽

橋

の

商

店

街

で

す

。

明

歴

（
一
六

五

五

ヽ

五

各

年

）
以

降

に

掘

ら

れ

た

川

で

、

幅

は

お

よ

そ

二

間

半

余

り

，

現

在

の

台

東

区

竜

泉

辺

り

か

ら

台

東

区

の

ほ

ぼ

真

中

を

南

に

流

れ

、
蔵

前

で

東

に

曲

り

、

隅

田

川

に

落

ち

て

い
ま

し

た

。
今

は

大

部

分

が

『
浅

草

幹

線

』

に

な

っ
て

い

ま

す

。
上

流

は

三

の

輪

の

方

で

す

．

石

神

井

川

か

ら

分

か

れ

た

音

無

川

が

三

の

輪

の

方

ま

で

来

て

、

そ

の

水

も

こ

の

川

に

落

ち

て

い

た

よ

う

で

す

。

右

の

丸

印

の

所

、
道

路

の

真

ん

中

に

筋

が

描

か

れ

て

い
ま

す

。

こ

れ

が

何

か

は

『
御

府

内

備

考

』

を

見

て

も

出

て

来

ま

せ

ん

。

ど

う

も

下

水

と

し

か

考

え

ら

れ

な

い

の

で

す

が

、
道

路

を

横

切

る

部

分

に

は

何

も

描

か

れ

て

い
ま

せ

ん

。

こ

の
部

分

は

嗜

渠

に

な

っ

て

い

た

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。
あ

る

い

は

橋

に

な

っ
て

い

た

が

、

そ

の

上

に

上

が

被

さ

っ
て

見

え

な

く

な

っ
て

い

る

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。



・
今

ま

で

街

の

下

水

が

ど

の

よ

う

に

造

ら

れ

て

い

た

の

か

．

石

組

の

下

水

が

あ

っ
た

り

丸

大

と

板

で

造

ら

れ

て

い

る

下

水

が

あ

つ
た

り

し

ま

し

た

。

そ

れ

で

は

商

家

や

長

屋

や

武

家

屋

敷

か

ら

下

水

ま

で

ど

の

よ

う

に

し

て

流

れ

て

い

た

の

か

，

そ

の

辺

り

を

こ

れ

か

ら

見

て

い
き

た

い

と

思

い
ま

す

．

（

口
＝
口
Ｔ

ユ

〉

・
」
の
図

は

ゴ

三
井

文

庫

で

コ

ピ

ー

を

さ

せ

て

も

ら

っ
た

越

後

屋

呉

服

店

向

店

の

屋

敷

図

で

す

．
場

所

は

、

現

在

の

三

越

本

店

の

あ

る

辺

り

で

す

．
本

店

は

現

在

の

三

井

信

託

銀

行

の

あ

る

所

で

、

そ

の

向

側

に

あ

り

ま

し

た

．

こ

の

絵

の

上

側

、
右

か

ら

二

つ
目

の

丸

印

の

所

に

四

角

の
枡

の

よ

う

な

も

の

が

あ

り

ま

す

．

こ

れ

は

多

分

便

所

だ

と

思

い

ま

す

．　

一
番

右

の

丸

印

の

所

に

、
大

下

水

」

と

書

か

れ

て

あ

り

ま

す

。

幅

は

六

尺

ほ

ど

あ

っ
た

よ

う

で

す

　

こ

の

丸

印

の

左

端

に

て

い

形

の

国

が

描

か

れ

て

い

ま

す

．１

一
れ

は

小

便

所

水
　

の

よ

う

に

思

え

ま

す

．

そ

う

で

あ

れ

ば

、

ま

さ

に

水

洗

便

所

下σ
　

で

す

ね

。

そ

れ

か

ら

町

屋

敷

の

中

を

下

水

が

流

れ

て

い

た

わ

一Ｐ
　

け

で

す

が

、

恐

ら

く

越

後

屋

さ

ん

が

次

々
と

周

囲

の

土

地

を

コた
　

買

っ
て

屋

敷

を

広

げ

．
昔

は

地

境

だ

っ
た

所

も

取

り

込

ん

で

坤
　

し

ま

っ
た

た

め

だ

ろ

う

と

思

い
ま

す

．

猫

　

　

一
番

下

の

丸

印

の

所

に

．
丸

に

丼

ヒ

書

い

た

部

分

が

あ

り

話
　

ま

す

．

こ

れ

は

恐

ら

く

消

防

用

の

井

戸

だ

と

思

い
ま

す

．

こ

第
　

の

井

戸

と

同

じ

よ

う

な

も

の

が

先

程

の

便

所

の

左

下

に

も

あ

一一
　

り

ま

す

●

一３ｏ
　

　

右

側

中

央

に

三

つ
の
丸

印

が

く

っ

つ

い

て

あ

り

ま

す

が

．

こ

の

真

中

の

丸

印

の

所

に

『
下

流

し

』

、

そ

の

下

に

『
上

流

し

』

と

書

か

れ

て

い
ま

す

．

多

分

台

所

で

し

ょ
う

。

上

の

丸

に

は

『
井

戸

』

と

あ

り

ま

す

。

こ

の

井

戸

は

多

分

掘

り

抜

き

井

戸

だ

と

思

い
ま

す

．

左

上

の

大

き

い
丸

印

に

は

『
大

下

水

通

り

』

と

あ

り

、

そ

の

下

の

板

の

よ

う

に

な

っ
た

所

に

は

『
下

水

』

と

書

か

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

左

隣

の

丸

に

は

『
用

水

』

と

あ

り

ま

す

。

店

の

中

に

も

消

防

用

の

水

溜

桶

が

置

か

れ

て

い

た

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

ね

。
あ

と

は

『
下

水

』

と

書

か

れ

た

部

分

に

丸

印

を

つ
け

て

お

き

ま

し

た

．
流

れ

の

方

向

は

よ

く

分

か

ら

な

い

の

で

す

が

、
店

の

左

側

に

も

下

水

が

描

か

れ

て

い

ま

す

．

台

所

の

下

水

は

右

端

に

消

が

あ

っ
て

上

の

大

下

水

に

要

が

っ

て

い

た

の

で

し

―

っ

．
大

下

水

を

右

に

辿

っ
て

行

く

と

現

在

の

お

堀

に

ぶ

つ
か

り

ま

す

の

で

、

恐

ら

く

大

下

水

は

堀

に

繋

が

っ

て

い
た

と

想

像

さ

れ

ま

す

．

（

塾
私
一
■
―

　
一
　

）

こ

の

絵

に

は

長

屋

の

下

水

が

描

か

れ

て

い
ま

す

．

路

地

の

真

中

に

溝

板

が

掛

か

っ
た

下

水

が

見

え

ま

す

ね

。

こ

の

絵

で

は

分

か

り

ま

せ

ん

が

、

長

屋

の

流

し

か

ら

本

樋

や

竹

筒

で

こ

の

下

水

に

排

水

さ

れ

て

い
た

よ

う

で

す

．（

い

価

上
―

二

〉

こ

の

絵

は

．
路

地

を

表

通

り

か

ら

見

た

絵

で

す

．

や

は

り

路

地

の

真

中

に

溝

が

描

か

れ

て

い

ま

す

ね

．
上

の

丸

印

の

部

分

に

は

障

子

戸

の

陰

に

水

瓶

の

上

に

水

桶

が

乗

っ
て

い

る

よ

う

な

絵

が

描

か

れ

て

い

ま

す

．

そ

の

聯
■
●
Ｉ

ｔ

一

，
ヽ
一
一
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３１

丸

印

の

上

に

丼

桁

の

マ

ー

ク

が

あ

り

ま

す

が

．

こ

れ

は

奥

に

一一　

井

戸

が

あ

る

と

い

う

印

だ

そ

う

で

す

。

林

　

（

い
称

↓
―

二

一

）

こ

の

絵

は

．

江

戸

名

所

図

会

の

う

の

ち

『
霰

ヶ
関

』

と

い
う

絵

で

す

。
武

家

屋

敷

を

描

い

た

も

の

ヨ沖

で

す

。

石

組

の

下

水

が

造

ら

れ

て

あ

り

、

左

の

丸

印

の

中

の

晨

黒

い

四

角

い
も

の

は

排

水

日

で

は

な

い

か

、

よ

く

見

る

と

水

レ

が

落

ち

て

い

る

よ

う

に

描

か

れ

て

い

ま

す

ね

。

何

故

こ

の

よ

‐

う

な

箱

が

作

ら

れ

た

の

か

、
私

の

想

像

で

す

が

、

こ

の

よ

う

端
に
し
な
い
と
道
路
ま
で
下
水
が
飛
び
跳
ね
る
た
め
だ
ろ
う
と

第

思

い

ま

す

。

左

か

ら

三

つ
日

の

丸

印

の

所

に

柵

の

よ

う

な

も

の

が

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

ご

み

よ

け

の

ス

ク

リ

ー

ン

の

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

か

と

思

い
ま

す

。　

一
番

左

の

丸

印

の

所

に

桝

の

よ

う

な

も

の

が

描

か

れ

て

い
ま

す

．

こ

れ

は

下

水

の
も

の

か

上

水

の

も

の

か

分

か

り

ま

せ

ん

。

上

水

に

も

桝

は

あ

っ

た

よ

う

で

す

。

下

水

に

も

水

溜

め

桝

と

い

う

の

が

あ

っ
た

よ

う

で

す

ね

。

『
千

代

田

区

史

』

に

よ

る

と

水

溜

め

桝

を

よ

く

掃

除

せ

よ

と

い
う

お

触

れ

が

出

て

い

た

よ

う

で

す

。

で

す

か

ら

事

に

よ

れ

ば

下

水

の

水

溜

め

桝

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

随

分

沢

山

の

水

が

流

れ

て

い

る

よ

う

に

描

か

れ

て

い
ま

す

の

で

、

下

水

だ

け

で

は

な

く

、
別

の

水

源

が

あ

っ
た

の

で

し

さ

て

、

こ

れ

か

ら

は

下

水

と

関

係

の

あ

り

そ

う

な

絵

を

少

し

紹

介

し

た

い

と

思

い
ま

す

。

（

塾
鴨

上
―

田

Ｈ

〉

こ

の

錦

絵

は

、

『
十

二

月

の

内

、

卯

月

、

初

時

鳥

」

と

い

ぃ

、

大

田

美

術

館

が

所

蔵

し

て

い

る

も

の

で

す

．

初

鰹

を

料

理

し

て

い

ま

す

ね

。

中

央

の

丸

印

の

所

に

あ

る

流

し

が

面

白

い

。

初

鰹

を

調

理

し

て

い

る

側

か

ら

は

座

り

流

し

で

す

が

、

反

対

側

か

ら

は

立

ち

流

し

．

丸

印

の

上

に

水

瓶

と

水

桶

が

描

か

れ

て

い

ま

す

が

、

こ

の

高

さ

か

ら

判

断

す

る

と

立

ち

流

し

で

す

ね

。
勝

手

な

想

像

で

す

が

、

こ

の

よ

う

な

使

わ

れ

方

も

あ

っ

た

の

で

し

ょ

う

。

〈

塾
幅

↓
Ｉ

Ｔ
上

〉

こ

の

絵

は

、
従

夫

以

来

記

』

（
そ

れ

か

ら

い

ら

い

き

）
と

い
う

戯

作

本

に

載

っ
て

い

た

挿

絵

で

す

。

据

風

呂

の

絵

で

す

ね

。

据

風

呂

と

い

う

の

は

移

動

可

能

で

、

ど

こ

に

で

も

据

ら

れ

る

わ

け

で

す

．

風

呂

の

初

め

は

蒸

し

風

呂

と

か

岩

風

呂

の

よ

う

に

室

の

中

に

入

る

も

の

で

固

定

式

で

す

。

据

風

呂

は

、

現

在

の

家

庭

に

あ

る

風

呂

の

よ

う

に

桶

の

下

で

火

を

た

い

て

お

湯

を

沸

か

し

て

入

る

。

風

呂

桶

の

下

の

丸

印

を

見

て

下

さ

い

。

車

が

付

い

て

い
ま

す

ね

。

『
以

来

記

』

と

い
う

の

は

、

『
未

来

記

」

と

い

う

意

味

ら

し

い

。

銭

湯

で

浄

瑠

璃

や

謡

を

う

な

っ
て

い

る

人

が

多

い

の

で

、

こ

の

絵

の

よ

う

に

す

れ

ば

商

売

に

な

る

ぞ

と

い
う

事

の

よ

う

で

す

。
風

呂

屋

の

出

前

で

す

ね

．

（

塾
私

上
―

エ
ハ

）

こ

の

絵

は

、
江

戸

名

所

図

絵

の

う

ち

『
板

橋

駅

』

の

図

で

す

。
右

の

丸

印

、
洗

濯

を

し

て

い

ま

す

。

現

在

の

石

神

井

川

で

す

。

ょ

く

見

る

と

ち

ょ

つ
と

し

た

台

の

上

か

ら

直

接

川

に

洗

濯

物

を

漬

け

て

す

す

い

で

い

る

よ

う

で

す

。

左

の

丸

は

車

井

戸

。

普

通

な

ら

丼

戸

端

で

洗

濯

を

節響 :

.:や
.I「 r・
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す

る

図

が

描

か

れ

る

の

で

し

ょ

う

が

、

こ

の
井

戸

は

街

道

筋

に

あ

る

か

ら

で

し

よ

う

か

。

長

屋

の

中

の

井

戸

と

は

違

う

の

ちヽ

―
）
ょ

つヽ
．

（

払
転

↓
―

♭
Ｌ

）

こ

の

錦

絵

は

、
国

芳

の

『
松

阪

屋

呉

服

店

ノ

前

、

正

月

の

賑

い

」

と

い
う

絵

で

す

．

屋

根

の

雨

水

を

樋

が

ど

の

よ

う

に

受

け

て

下

に

流

す

の

か

、
よ

く

描

か

れ

て

い

る

と

思

い
ま

す

．

錦

絵

で

雨

樋

が

描

か

れ

て

い

る

も

の

は

あ

ま

り

あ

り

ま

せ

ん

。

大

変

珍

し

い

絵

だ

と

思

い

ま

す

。

こ

の
絵

は

、

三

枚

続

き

で

す

が

、

そ

の

内

の

二

枚

で

す

．

（

い
私

エ
ー

ーー
ハ

）

こ

の

絵

は

．
樋

竹

売

り

の

絵

で

す

．

手

元

の

黒

い
も

の

は

鋸

で

、

長

さ

の

注

文

に

応

し

た

よ

う

で

す

。

左

の

文

字

の

意

味

は

『
こ

の

竹

は

人

月

に

切

っ
た

も

の

で

、

虫

の

害

が

な

い

良

い

竹

だ

』

と

い

う

こ

と

の

よ

う

ち、

お

そ

ら

く

そ

ん

な

事

を

言

い
な

が

ら

売

り

歩

い

て

い

た

の

で

水

し

ょ
う

．

な

お

、

こ

の

絵

は

、

『
今

様

職

人

尽

歌

合

し

の

内

い

の

一
枚

で

す

。

戸
　

　

川

柳

に

も

次

の

よ

う

な

も

の

が

あ

り

ま

す

．

枷
　

　

一
本

を

片

身

づ

つ
売

る

樋

竹

屋

Ｍ
　
跡
先
へ
心
を
つ
か
う
樋
竹
屋

描
　

　

裏

店

を

樋

竹

売

の

跡

し

さ

り

話
　

　

大

き

い
家

で

は

銅

製

の

も

の

も

あ

っ
た

よ

う

で

す
●

ま

た

二雛
　

板

を

Ｖ

型

に

打

ち

付

け

た

も

の

も

あ

り

ま

し

た

。

で

も

一
般

一
　

に

は

竹

を

二

つ

に

割

っ
た

も

の

の

よ

う

で

す

ね

．

３２

　

（

払
転

上
―

―
ル

）

こ

の

絵

は

、

『
江

戸

名

所

図

屏

風

』

の

一
部

で

す

．

天

水

桶

が

商

家

の

屋

根

の

上

に

乗

っ
て

い

る

所

が

描

か

れ

て

い

ま

す

。

（

い

栖

一　

一
上
―

）

こ

れ

は

、

江

戸

名

所

図

会

の

内

の

『
今

川

橋

』

の

絵

で

す

。

今

川

橋

と

い

う

の

は

現

在

の
神

田

駅

の

近

く

、

中

央

通

り

の

中

央

区

と

千

代

田

区

の

境

の

所

に

あ

っ
た

橋

で

す

．

近

所

に

は

瀬

戸

物

屋

さ

ん

が

多

か

っ
た

そ

う

で

す

が

．
丸

印

の

所

に

水

溜

め

桶

が

並

べ

ら

れ

て

い
ま

す

．

天

水

桶

の

よ

う

に

も

見

え

ま

す

が

、

多

分

水

溜

め

桶

だ

と

思

い
ま

す

．

（

【Ｍ
四

エ
ハ

〉

こ

れ

は

、

『
鉄

砲

町

清

券

図

』

の

一
部

で

す

。

道

路

の

真

中

に

二

本

線

が

あ

り

、

上

に

丸

印

が

あ

り

ま

す

。

こ

こ

に

は

、

『
マ

ス

」

と

書

か

れ

て

い
ま

す

。

こ

れ

は

上

水

の

分

水

桝

だ

と

思

い
ま

す

．

そ

の

左

に

上

水

か

ら

分

岐

し

た

井

桁

が

描

か

れ

て

い
ま

す

。

こ

れ

は

消

防

用

の

井

戸

で

し

よ
う

。

大

伝

馬

塩

町

と

書

い

て

あ

る

宅

地

の
中

の

井

桁

は

．

多

分

裏

店

等

に

あ

っ
た

井

戸

だ

と

思

い

ま

す

。
他

の

場

所

に

も

同

じ

よ

う

な

も

の

が

あ

り

ま

す

。

掘

り

抜

き

で

は

な

く

．

上

水

か

ら

分

水

し

た

井

戸

で

す

ね

。

そ

れ

か

ら

右

上

の

丸

に

は

本

石

町

大

下

水

、

左

下

の

九

に

は

大

伝

馬

塩

町

大

下

水

と

あ

り

ま

す

．

町

の

名

が

冠

し

て

あ

る

と

い
う

こ

と

は

、

そ

の

町

が

管

理

し

て

い

た

と

も

考

え

ら

れ

ま

す

‘

（

鉢
Ｍ

一　

一
上
―

　

一
　

）

こ

の

絵

は

、

『
絵

本

風

俗

往

来

』

と

い
う

本

に

載

っ

て

い

た

『
夏

の

暁

、
井

戸

端

之

図

』

と

い
う

絵

で

す

．

表

通

り

か

ら

少

し

入

っ
た

所

に

あ

っ
た

井
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戸

で

、

掘

り

抜

き

井

戸

で

は

な

く

、

■

水

を

扱

み

出

し

て

使

う

も

の

だ

っ

た

と

思

わ

れ

ま

す

。

子

供

は

泣

い

て

い

る

の

で

は

な

く

、

夏

の

朝

で

す

か

ら

ま

だ

眠

く

て

目

を

こ

す

つ

て

い

る

の

で

し

よ

う

．

（

鉢
転

一　

一
上
―

一　

一

）

こ

れ

は

、

江

戸

名

所

図

会

の

う

ち

『
神

田

明

神

祭

礼

其

二

』

と

い
う

図

で

す

。

丸

印

の

所

に

消

防

用

の

井

戸

が

描

か

れ

て

い
ま

す

．

承

応

四

年

（
一
六

五

五

年

）

に

江

戸

の

町

の

消

防

水

利

の

た

め

町

々

の

両

側

に

消

防

用

井

戸

を

掘

る

よ

う

に

命

し

た

町

触

れ

が

出

さ

れ

て

い

た

そ

う

で

す

。

（

い

瓢

一　

一
■
―

〓

一

）

こ

れ

は

本

所

の

中

之

郷

で

、

江

戸

名

所

図

会

の

う

ち

『
中

之

郷

さ

ら

し

井

』

の

図

で

す

．

駒

形

構

を

本

所

の

方

に

渡

っ
た

辺

り

で

し

ょ
う

．

そ

の

辺

に

『
さ

ら

し

井

戸

」

と

い

う

の

が

あ

っ
た

よ

う

で

す

。

『
江

戸

、

町

づ

く

し

稿

」

に

北

本

所

荒

井

町

に

あ

っ
た

と

あ

り

ま

す

．

新

し

く

井

戸

が

出

来

た

の

で

新

井

町

と

言

っ

て

い

た

よ

う

で

す

が

、

誤

っ
て

荒

井

と

言

う

よ

う

に

な

っ
た

と

書

か

れ

て

い

ま

し

た

。

こ

の
井

戸

は

、
掘

り

抜

き

の

井

戸

で

し

ょ
う

．
右

の

丸

印

を

見

て

下

さ

い

．

下

水

は

片

側

が

石

組

、

反

対

側

は

丸

大

と

板

で

す

。

（

塾
柘

二

■
―

冊

Ｈ

〉

こ

れ

は

．

江

戸

名

所

図

会

の

う

ち

『
桜

ヵ
井

』

の

図

で

す

、

現

在

の

内

幸

町

．

山

下

御

門

と

幸

橋

の

間

に

あ

っ
た

そ

う

で

す

。

井

戸

側

は

石

組

、

周

り

の

下

水

も

石

組

で

、

そ

の

下

水

が

道

路

に

出

て

来

て

い
ま

す

。

道

路

の
瑞

の

下

水

も

石

組

の

立

派

な

も

の

で

す

．

（

塾
柘

一　

一
ュ
ー

ー
上

）

こ

れ

は

『
従

夫

以

来

記

』

の

挿

絵

で

す

。

こ

の

挿

絵

に

は

右

側

に

立

っ
て

い
る

男

の

人

の

説

明

は

あ

り

ま

せ

ん

．

左

の

二

人

は

坊

さ

ん

と

神

主

さ

ん

。

二

人

と

も

窓

か

ら

施

し

を

受

け

て

い
ま

す

．
神

と

仏

が

一
緒

に

施

し

を

受

け

て

い

る

と

い
う

事

を

椰

愉

し

た

よ

う

な

絵

で

す

ね

。
右

の
人

は

長

い

柄

の

つ

い

た

柄

杓

の

よ

う

な

物

を

持

っ
て

い
ま

す

。

そ

れ

で

私

は

下

水

波

い
を

し

て

い

る

人

で

は

な

い

か

と

想

像

し

て

い
ま

す

。

脇

に

流

れ

て

い

る

の

は

、

石

組

の

下

水

で

は

な

い
か

と

思

い

ま

す

。

以

上

私

が

今

ま

で

折

り

に

触

れ

て

調

べ

た

描

か

れ

た

江

戸

の

下

水

の

紹

介

を

終

わ

り

ま

す

．

今

後

も

浮

世

絵

や

古

い

写

真

等

に

も

当

た

っ
て

江

戸

の

下

水

に

つ

い

て

い

ろ

い

ろ

な

角

度

か

ら

ア

プ

ロ

ー

チ

し

て

い
き

た

い

と

思

い
ま

す

。

■
訓
¨
■
一調

公
行

日
日

　

先

程

下

水

の

量

は

そ

れ

ほ

ど

多

く

な

い

と

言

わ

れ

ま

し

た

が

．

下

水

の

断

面

が

大

き

い

の

は

雨

水

排

除

を

兼

ね

て

い
た

か

ら

で

し

ょ
う

ね

．

面
本

回
川
一　

湧

水

も

あ

っ
た

で

し

ょ

う

ね

．

お

寺

や

武

家

屋

敷

は

、

湧

き

水

の

豊

富

な

所

に

建

て

た

よ

う

で

す

か

ら

．

西
■

回
Щ

　

こ

れ

ら

の

絵

の

出

典

か

ら

時

期

は

い

つ
頃

で

し



ヽ

よ
う

か

。

そ

れ

か

ら

か

な

り

石

を

使

っ
て

い
ま

す

が

．

伊

勢

に

行

っ
た

時

の

記

憶

で

は

、
あ

の

辺

り

も

周

囲

に

石

組

の

排

水

路

が

あ

り

ま

し

た

ね

。

か

な

り

似

て

い

る

な

と

い

う

印

象

を

持

ち

ま

し

た

。

そ

れ

か

ら

防

火

用

水

槽

と

水

溜

め

桶

の

違

′
　

い

は

ど

ん

な

も

の

で

し

ょ
う

か

。

面
本

回
出
一　

江

戸

名

所

図

会

は

．
幕

末

で

す

ね

．

で

す

か

ら

江

戸

末

期

の

も

の

で

す

．

『
御

府

内

備

考

』

に

は

石

組

だ

っ

た

の

か

、

作

っ
た

人

は

誰

で

誰

が

管

理

し

て

い

る

か

．
大

変

詳

し

く

書

か

れ

て

い
ま

す

．
神

社

は

音

の

形

式

を

保

存

し

て

い

ま

す

か

ら

、

や

は

り

参

考

に

な

り

ま

す

ね

。

そ

れ

か

ら

丼

戸

の

な

い
所

は

消

防

用

に

水

溜

め

桶

を

据

え

て

お

け

と

い
う

お

触

れ

が

あ

っ
た

よ

う

で

す

．　

一
ヶ
月

に

一
度

水

を

取

り

替

え

る

と

い

う

よ

う

な

細

か

い
指

示

も

あ

っ
た

よ

う

で

す

ね

。

手

桶

の
数

も

間

口

に

応

し

て

決

め

ら

れ

て

い
た

よ

う

で

．
防

抹
　
火

対

策

は

厳

密

を

極

め

た

よ

う

で

す

．

用

途

は

消

防

用

で

し

の
　

ょ
ぅ

が

、
道

に

撒

い
た

り

も

し

た

こ

と

で

し

ょ
う

ね

．

夢
　

飩
憫

担
切

　

昔

の

下

水

の
位

置

に

現

在

の

下

水

管

が

入

っ
て

た
　
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が

、
検
証
し
て
み
ら
れ
ま
し
た
か
．

ねか
　

面
本

田
山

　

お

お

む

ね

そ

の

よ

う

で

す

ね

．

も

っ
と

も

全

部

描
　

を

検

証

し

た

わ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

が

．
旧

市

内

の

幹

線

下

構
　

水

道

は

、
だ

い

た

い
音

の

川

の

跡

に

あ

り

ま

す

．
大

正

時

代

第

　

か

ら

昭

和

に

か

け

て

速

成

下

水

と

い
う

の

が

あ

り

ま

し

た

が

、

一一
　

こ

れ

な

ど

は

川

を

下

水

化

し

て

い

っ
た

も

の

の
よ

う

で

す

ね

．

“
　

単

に

蓋

を

し

た

の

で

は

な

く

て

、
川

筋

に

下

水

を

作

っ
て

い

っ
た

よ

う

で

す

。

範
側

＝
物

　

東

京

の

下

水

道

は

、

神

田

下

水

に

発

祥

す

る

の

で

は

な

く

、
江

戸

開

府

以

来

の

歴

史

が

あ

る

わ

け

で

す

ね

。

こ

の

よ

う

な

点

、

広

く

広

報

し

て

も

ら

い

た

い
も

の

で

す

ね

。

公
，

日
日

　

地

形

が

随

分

変

わ

り

ま

し

た

が

、
地

名

に

名

残

が

残

っ
て

い
ま

す

ね

。

地

名

を

訪

ね

る

と

、

地

形

が

想

像

出

来

る

。

こ

の

点

も

注

意

し

た

い
も

の

で

す

。

”
憫

■
切

　

下

水

の

跡

も

昔

の
地

形

を

復

元

す

る

の

に

役

立

ち

ま

す

ね

。　

一
度

『
江

戸

の

下

水

を

歩

く

』

と

い
う

企

画

を

実

現

し

た

い

で

す

ね

．

τ
■

＋
方

　

栗

田

さ

ん

の

集

め

ら

れ

た

絵

を

見

て

気

が

つ

い

た

の

で

す

が

、

溝

に

蓋

を

す

る

時

期

が

あ

る

わ

け

で

す

が

、

西

洋

建

築

が

入

っ

て

来

る

と

、
溝

に

蓋

を

す

る

絵

が

な

く

な

る

の

で

す

。

多

分

暗

渠

化

し

て

埋

め

て

行

く

の

だ

と

思

う

の

で

す

．

例

え

ば

築

地

ホ

テ

ル

館

と

い
う

よ

う

な

錦

絵

を

見

る

と

、

大

き

い
建

物

な

の

に

下

水

等

は

描

か

れ

て

い
な

い

。

明

治

初

期

に

作

っ

て

間

も

無

く

焼

夫

し

た

わ

け

で

す

が

、

完

全

に

暗

渠

化

さ

れ

て

い

た

の

で

は

な

い

か

と

想

像

さ

れ

ま

す

ね

。

明

治

中

期

に

建

て

ら

れ

た

岩

崎

邸

も

嗜

渠

化

さ

れ

て

い

ま

し

た

ね

。

ど

う

し

て

そ

う

な

っ
た

の

か

、

こ

れ

ら

の

絵

を

見

な

が

ら

そ

ん

な

こ

と

を

考

え

て

い
ま

し

た

．

西
木

ｍ
＝
円
　

絵

は

、

画

家

が

不

必

要

と

思

え

ば

描

か

な

く

て

も

よ

い
わ

け

で

す

。

だ

か

ら

画

家

が

下

水

を

描

く

か

、
描

か

な

い
か

、

そ

こ

に

違

い
が

あ

り

ま

す

ね

。

銀

座

の
煉

瓦

街

の

騨
一

劉ヽ

・

”
４
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絵

も

満

ら

し

き

も

の

が

描

か

れ

た

の

と

そ

う

で

な

い

の

が

あ

り

ま

す

。

写

真

に

は

消

の

蓋

の

よ

う

な

も

の

が

写

っ
て

い
ま

す

が

、

果

た

し

て

下

水

の

蓋

か

ど

う

か

疑

間

で

は

あ

り

ま

す

が

。
歩

道

と

車

道

の

境

界

石

の

よ

う

な

気

も

し

ま

す

。

極
椰

＝
笏

　

絵

の

意

味

を

判

断

す

る

の

は

難

し

い

面

も

あ

り

ま

す

ね

。

例

え

ば

絵

二

十

五

は

、

下

水

波

え

で

は

な

く

、

道

路

に

水

を

撤

い

て

い

る

よ

う

に

も

思

え

ま

す

．
舗

装

も

さ

れ

て

い

ま

せ

ん

か

ら

ほ

こ

り

が

立

っ
た

で

し

よ

う

か

ら

．

賞
何

Π
日

　

し

か

し

江

戸

時

代

に

は

溝

族

え

の

お

触

れ

は

随

分

出

て

い

ま

す

よ

．

月

に

三

度

波

う

こ

と

、

ご

み

を

捨

て

ぬ

こ

と

、

等

厳

し

い

も

の

だ

っ
た

よ

う

で

す

か

ら

、

こ

の

絵

は

や

は

り

下

水

浚

え

と

解

釈

し

て

も

よ

い

で

し

よ
う

。

価
口

■
場

　

水

が

気

候

に

及

ぼ

す

影

響

に

つ

い

て

書

か

れ

た

本

も

あ

る

よ

う

で

す

。

昔

の

人

は

随

分

多

面

的

に

考

え

て

い

た

よ

う

で

す

ね

。

そ

れ

に

し

て

も

栗

田

さ

ん

、

こ

の

収

集

は

大

変

な

も

の

で

す

ね

。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
完

）
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絵 1 下水・下水橋 (江戸名所国会『飯田襦」)

現 。東京都千代田区九段北―丁目
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現・東京都中央区日本格大天層町
図 1
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絵 2 武家屋敷の構え堀・下水橋 (江戸名所国会『筋違八ッ小路』)

現・東京都千代田区須田町―丁目
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絵 3 寺社地の構え堀・下水橘 (江戸名所国会 r海揮寺」)

現・東京都台東区松が谷二丁目
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38-第 二話 描かれた江戸の下水
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第二話 描かれた江戸の下水-39

石積

現・

絵6 石積み下水 r桜川』 (江戸名所図会「薇小路1)

現 。東京都港区虎の間―丁目
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40-第 二話 描 かれた江戸の下水
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第二話 描かれた江戸の下水-41
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42-第 二話 描かれた江戸の下水

絵 8 市ヶ谷大下水 (江戸名所図会 r市ヶ谷八幡宮」)

現 。東京都新宿区市ヶ谷八幡町

綸 9 忍川 (公儀下水)(江戸名所国会 r東叡山黒円前』)

現・ 東京都台東区上野二・四丁目
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第二話 描 かれた江戸の下水-43
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図 4 本所割下水 (江戸切絵図「北本所中の郷石原辺図』部分)

現・東京都墨田区本所・ 石原・ 亀沢の―～四丁目

ｉ
‥
・ニ
ギ

美

■

イ

ｎ
　
一

千

４

ｎ

「 ●

“

く

1彗

■
`゛
体
せ

４
”

コ

“ =

●■1

イ .゙

」イ撫姜やト

」■●■)ト

ミ}キ

が,

■

＝

■

‘
ゝ
ハ
■
を

ｎ

●

●
，

工

（

η

■
●
■
、
「

一
一
公
■
´

く

，
一
”

==

“
く

キ
“
”

”

ぺ
『

，
い
い

●
，

ヨ,,■ ■

ヽ
　
中

０

●

彙

"い

う

‘
蓄
ｙ
“

，

,4

ヤハ

ち

〔
■

央

＋

Ч ●

力

疑
、
「

よ”Ｆ■
一一　ｒ　一，

■■

でま一ユ
・〓

|‐

ヽ

=摯

ン■■,■
一
い

，
中
”輌

〉ヽ ;

４
一　
ヽ
”
Ｆ

Ｔ
淵

十

１

■

日

，

わ
０
・́
ヽ
〓

轟
【
０

　

「

●
■
ｎ

ヽ

●

゛

ｎ

一丈

匿王劃
LぜL:ヨ

□
円
□

目
闘
日
目

ili11

i

⊃■
'′

′′
'7
17ハ



44-第 二話 描 かれた江戸の下水
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絵10 新堀‖I(江戸名所図会『新堀端』)

現・東京都台東区蔵前四丁目
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図 5 下水・井戸・便所 (江戸向店仮屋敷絵図面 (越後屋呉服店))

現・東京都中央区日本橋室町一丁目 (三起本店)
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第二話 描 かれた江戸の下水-45

絵1: 長屋の下水(1)(浮世床の挿画 (式亭三馬))
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絵12 長屋の下水(2)(同前 )
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46-第 二話 描かれた江戸の下水

絵:4 流し台 (錦絵『十二月の内・卯月・初時鳥」)

(大田美術館「江戸の一年」より)

絵 13 石組み下水・排水口・ゴミ除け欄 (江戸名所図会『霞ケ関」)

現・東京都千代田区霞ヶ関
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第二話 描かれた江戸の下水-47

絵15 据風呂の戯画 (r従夫以来記」挿絵・ 喜多川歌麿画 )

絵16 洗濯場 。車井戸 (江戸名所国会 r板橋駅」)

現 。東京都板橋区仲宿・本町
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48-第 二話 描かれた江戸の下水

絵 17 雨種 (錦絵 r松坂屋呉服店ノ前・正月の賑い」国芳画)

(筑摩書房「江戸時代図誌」より)
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絵 18 樋竹売り (=今様職人尽歌合』)



第二話 描 かれた江戸の下水-49

絵19 天水桶 (「江戸名所図屏風」 (部分))

(筑摩書房「江戸時代図誌」より)
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絵20 水溜桶 (江戸名所図会「今川橘」)

現 。東京都千代田区鍛治町―丁日、中央区日本構童町四丁目境 (中央通り)
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消防用井戸・裏店井戸 (「鉄砲町滴券図」)
現・東京都中央区日本橋本町三丁目
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絵21 井戸 (r夏の暁・井戸端之図」 (絵本風俗往来))
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第二話 描 かれた江戸の下水―
-51

絵22 消防用井戸 (江戸名所国会『神田明神祭礼・其二」)

絵23 堀抜井戸・下水 (江戸名所図会『中之郷さらし井』)
現 。東京都墨田区東駒形―丁目、底橋―・二丁目

__| _

|

共

こ
■
ノ

リ

工

彗

え

・え
を
．

を
“可

あ
）

_ ,ン
″ ´`   `
″

 λ

悔
一
郡

う
ち
―
■

●

ル

々
，
ａ

ぅ

‘

ヽ

う

‘
Ｃ

せ
の十

ハ
暉
ヽ



,li'1織1響l驚尋
| ~ 1'■ 1.―

52-第 二話 描かれた江戸の下水

絵24 井戸・石組み下水 (江戸名所国会『桜ヵ井』)

現・東京都千代田区内幸町一丁目
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絵25 下水浚い (『従夫以来記」挿絵 )


