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隅
田
川
か
ら
現
れ
た
観
音
様

❶
駒
形
堂

　

今
も
昔
も
大
勢
の
人
で
賑
わ
う
「
浅

草
」。
特
に
東
京
へ
来
た
外
国
人
観
光

客
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
訪
れ
る

人
気
ス
ポ
ッ
ト
だ
。
し
か
し
、
せ
っ
か

く
浅
草
に
来
て
も
、
雷
門
や
仲
見
世
だ

け
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
見
て
終
わ
り
と

い
う
人
も
多
い
。

　

歴
史
を
遡
れ
ば
、
よ
り
広
範
な
浅
草

と
い
う
エ
リ
ア
一
帯
が
、
聖
と
俗
と
が

ひ
し
め
き
合
う
巨
大
な
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン

ド
だ
っ
た
。
老
若
男
女
を
魅
了
し
た

「
浅
草
」
の
魅
力
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

浅
草
の
歴
史
に
詳
し
い
沓
沢
博
行
さ
ん

と
浅
草
を
歩
い
て
み
た
。

　

浅
草
駅
か
ら
沓
沢
さ
ん
が
最
初
に
向

か
っ
た
の
は
、
隅
田
川
沿
い
を
少
し
下

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「
駒
形
堂
」。
浅

草
寺
発
祥
の
霊
地
に
建
つ
お
堂
だ
。

　
「
浅
草
寺
と
隅
田
川
に
は
深
い
つ
な

が
り
が
あ
る
の
で
す
」
と
沓
沢
さ
ん
。

６
２
８
年
（
推
古
天
皇
36
）、
隅
田
川
で
漁

を
し
て
い
た
檜
ひ
の
く
ま
の前
浜は

ま
な
り成
、
竹た

け
な
り成
と
い
う

兄
弟
が
、
網
に
か
か
っ
た
一
体
の
仏
像

を
今
の
駒
形
堂
の
あ
る
場
所
で
引
き
上

げ
、
草
ぶ
き
の
お
堂
に
祀ま
つ

っ
た
。
そ
れ

が
浅
草
寺
の
ご
本
尊
、
聖
観
世
音
菩
薩

像
の
由
緒
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
地
元

の
名
士
、
土は
じ
の師
中な

か
と
も知
が
私
宅
を
寺
に
改

め
、
観
音
像
を
大
切
に
祀
っ
た
こ
と
で
、

浅
草
寺
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
。
ち
な
み

に
浅
草
神
社
の
三
社
様
と
は
、
檜
前
兄

弟
と
土
師
中
知
の
３
人
を
神
と
し
て
祀

っ
た
も
の
だ
。

　

観
音
様
が
示じ

現げ
ん

し
た
隅
田
川
は
神
聖

な
も
の
と
さ
れ
、
１
６
９
２
年
（
元
禄

５
）
に
は
、
こ
の
あ
た
り
の
川
で
殺
生

を
禁
止
す
る
お
触
れ
が
出
さ
れ
て
い
る
。

絶
景
か
な
、絶
景
か
な

❷
待
乳
山
聖
天
、山
谷
堀
、猿
若
町

　

駒
形
堂
か
ら
踵
を
返
し
、
隅
田
公
園

を
し
ば
ら
く
歩
く
と
、
左
手
に
浅
草
寺

の
子
院
「
本
龍
院
・
待ま
つ
ち
や
ま

乳
山
聖し

ょ
う
で
ん
天
」
が

あ
る
。
浅
草
寺
か
ら
離
れ
て
い
る
た
め

か
、
広
い
境
内
に
は
人
も
ま
ば
ら
で
、

落
ち
着
い
た
空
間
だ
。
こ
こ
の
聖
天
様

に
は
大
根
を
お
供
え
す
る
習
わ
し
が
あ

り
、
社
務
所
の
前
に
生
の
大
根
が
大
量

老
若
男
女
が
集
う

江
戸
随
一
の
遊
興
地

浅
草
の
賑
わ
い
今
昔

1911年（明治44）の浅草寺仲見
世の賑わい（『東京風景』より）

Special Feature｜EAST TOKYO｜ ｜浅草｜台東区｜芸能

金龍山浅草寺を中心とする浅草周辺は、かつて
江戸随一の賑わいを見せる遊興地だった。実は、
浅草寺と隅田川は縁が深い。漁師の兄弟が隅田
川からすくった菩薩像が浅草寺のご本尊なのだ。
東京都江戸東京博物館学芸員の沓沢博行さん
に、浅草周辺の移り変わりを紐解いていただいた。

Hiroyuki Kutsusawa
東京都江戸東京博物館 都市歴
史研究室 学芸員。2008年（平成
20）に企画展『浅草今昔展』を担
当。江戸から明治・大正期にかけて
の浅草の歴史と文化を研究。

浅草案内人

沓沢博行さん

628年（推古天皇36）に創建された都内最古の寺院「浅草寺」。
今の本堂は1958年（昭和33）に建立されたもの
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浅草寺のご本尊が祀られたという
「駒形堂」。かつては川側に向い
ていたが、時代とともに川を背に
するようになった

に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

待
乳
山
と
い
う
名
の
通
り
、
小
高
い

丘
に
建
つ
本
院
は
、
江
戸
時
代
に
は
向

島
の
桜
や
富
士
山
な
ど
が
見
渡
せ
る
下

町
随
一
の
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
だ
っ
た
。
す

ぐ
下
に
は
山さ
ん
や
ぼ
り

谷
堀
が
通
っ
て
お
り
、
今

戸
橋
が
あ
り
、
そ
の
脇
に
は
料
亭
も
立

ち
並
ん
で
い
た
と
い
う
。

　

山
谷
堀
は
人
工
の
水
路
で
、
隅
田
川

か
ら
幕
府
公
認
の
遊
郭
、
新
吉
原
あ
た

り
ま
で
を
結
ぶ
重
要
な
交
通
ル
ー
ト
だ

っ
た
。
当
時
は
、
猪ち
ょ
き
ぶ
ね

牙
船
と
呼
ば
れ
る

小
舟
に
乗
っ
て
山
谷
堀
を
上
り
、
吉
原

に
遊
び
に
行
く
の
が
「
粋い
き

」
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
堀
は
戦
後
埋
め
立
て

ら
れ
、
現
在
は
山
谷
堀
公
園
と
し
て
そ

の
名
を
留
め
て
い
る
。

　

そ
の
山
谷
堀
公
園
か
ら
浅
草
寺
へ
向

か
う
途
中
、
旧
浅
草
猿さ
る
わ
か
ち
ょ
う

若
町
を
通
っ
た
。

古
い
建
物
も
な
い
ご
く
普
通
の
道
な
の

で
、
知
ら
な
け
れ
ば
素
通
り
し
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
猿
若
町
は
天
保
の
改
革

（
1
8
4
1
～
43
年
）
に
よ
り
、
中
村
座
、

市
村
座
、
森
田
座
の
歌
舞
伎
三
座
が
集

め
ら
れ
、
江
戸
後
期
は
芝
居
の
ま
ち
と

し
て
栄
え
た
。
沓
沢
さ
ん
は
「
歌
舞
伎

は
庶
民
に
と
っ
て
一
番
の
娯
楽
で
、
歌

舞
伎
役
者
は
現
代
の
ア
イ
ド
ル
や
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う
な
存
在
で

し
た
。
男
性
は
吉
原
へ
、
女
性
は
猿
若

町
の
歌
舞
伎
見
物
へ
、
と
い
う
の
が
浅

草
の
楽
し
み
方
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
だ

っ
た
の
で
す
」
と
語
っ
た
。

多
彩
な
神
仏
が
同
居
す
る
聖
地

❸
二
天
門
か
ら
浅
草
寺
本
堂
へ

　

馬
道
通
り
か
ら
二
天
門
を
く
ぐ
り
、

浅
草
寺
境
内
へ
入
る
。
本
堂
の
東
側
に

建
つ
こ
の
二
天
門
は
、
江
戸
時
代
初
期

に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

建
立
当
時
の
名
称
は
「
随
身
門
」。
門

の
左
右
に
祀
ら
れ
て
い
た
の
は
、
豊と
よ
い
わ岩

間ま
ど
の
み
こ
と

戸
命
、
櫛く

し
い
わ岩
間ま

ど
の
み
こ
と

戸
命
と
い
う
神
道
の

神
様
だ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
に
入
り
、

神
仏
分
離
の
命
に
よ
っ
て
２
体
の
像
は

す
ぐ
隣
の
浅
草
神
社
に
移
さ
れ
、
代
わ

り
に
鶴
岡
八
幡
宮
か
ら
来
た
持じ

国こ
く
て
ん天
と

増ぞ
う
ち
ょ
う
て
ん

長
天
と
い
う
仏
教
の
四
天
王
２
体
が

左
右
に
据
え
ら
れ
て
、
名
前
も
二
天
門

に
改
め
ら
れ
た
。
門
が
同
じ
ま
ま
神
仏

が
入
れ
替
わ
る
と
い
う
の
は
不
思
議
な

今回歩いた主なポイント。赤色部分は本文に関連するかつ
ての町名や街区（台東区発行『重ね地図で江戸を訪ねる 
上野・浅草・隅田川 歴史散歩』などを参考に編集部作成）

ｐ8-11で所蔵元の記載がない絵図・浮世
絵・古写真は、すべて国立国会図書館蔵

浅草猿若町「市村座」の賑わい。広
重画『東都繁栄の図』の「猿若町三
芝居図」より（1854年［安政1］刊）。

隅田川に「殺生禁断也」と
記された絵図「増補江戸大
絵図 絵入（部分）」（1682年

［天和2］刊）

｜ASAKUSA｜Taito-ku

小高い丘にある待乳山聖天。かつてはもっと高い山
だったが、周囲の埋め立てのために削られたとされる

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

浅
草
駅

浅
草
駅

隅
田
川

旧
浅
草
猿
若
町

❶駒形堂

馬
道
通
り

●
二
天
門

●
木
馬
館

浅
草
神
社
●

●●

浅草寺

奥
山

九代目市川團十郎
「暫(しばらく)」の像

花やしき

凌
雲
閣
記
念
碑
●
大
池

浅
草
六
区

六
区
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ

四区

雷門●
吾妻橋

●浅草水上バス乗り場

東武スカイツリーライン

都営浅草線
東京メトロ銀座線

江
戸
通
り

❷

❸

❹

❺

●待乳山聖天

●山谷堀公園

1911年（明治44）、対岸の
向島から見た待乳山。中央
にあるのが今戸橋で、山谷堀
はここから始まる
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感
じ
だ
が
、
そ
う
し
た
大
ら
か
な
多
様

性
も
浅
草
寺
の
魅
力
だ
と
沓
沢
さ
ん
は

言
う
。

「
浅
草
寺
は
研
究

者
の
間
で
『
神
仏

の
デ
パ
ー
ト
』
と

も
称
さ
れ
る
よ
う

に
、
子
院
が
多
く
、

境
内
に
も
た
く
さ

ん
の
お
社や
し
ろが
あ
っ

て
、
多
彩
な
神
様
、
仏
様
が
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。
人
そ
れ
ぞ
れ
願
い
事
が
違
っ

て
も
、
と
に
か
く
浅
草
寺
に
来
れ
ば
誰

も
が
自
分
に
ぴ
っ
た
り
の
神
仏
を
拝
め

る
わ
け
で
す
。
た
く
さ
ん
の
人
が
参
拝

に
来
る
理
由
も
わ
か
る
気
が
し
ま
す
」

　

浅
草
寺
本
堂
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

で
焼
失
し
た
が
、
人
々
の
心
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
る
よ
う
、
す
ぐ
に
仮
本
堂
が

つ
く
ら
れ
、
な
ん
と
終
戦
の
３
カ
月
後

に
は
参
詣
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
。

本
堂
裏
は
江
戸
随
一
の
盛
り
場

❹
奥
山
、花
や
し
き

　

そ
の
浅
草
寺
本
堂
の
裏
手
に
回
る
と
、

広
い
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
。
実
は
こ

の
あ
た
り
が
「
浅
草
奥お
く
や
ま山
」
と
呼
ば
れ

る
江
戸
の
盛
り
場
の
中
心
部
。
当
時
は

数
々
の
見
世
物
小
屋
が
所
狭
し
と
軒
を

連
ね
、
相
当
な
賑
わ
い
だ
っ
た
ら
し
い
。

　
「
見
世
物
小
屋
と
い
う
と
怪
し
げ
な

イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
実
際
は
手
の
込
ん

だ
工
芸
品
や
巨
大
な
か
ら
く
り
人
形
が

展
示
さ
れ
て
い
た
り
、
独
楽
回
し
や
綱

渡
り
と
い
っ
た
曲
芸
、
手
品
な
ど
を
披

露
し
た
り
と
、
大
人
も
子
ど
も
も
楽
し

め
る
多
種
多
様
な
興
行
が
行
な
わ
れ
て

い
ま
し
た
」（
沓
沢
さ
ん
）

　

両
国
で
は
、「
大
イ
タ
チ
」
を
う
た
っ

て
、
小
屋
に
入
る
と
大
き
な
板イ
タ

に
血チ

が

つ
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
、
な
ん
て
い

う
見
世
物
も
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
江
戸

の
人
は
そ
れ
も
洒
落
と
し
て
楽
し
ん
だ

の
だ
ろ
う
。
人
々
が
喜
ぶ
新
し
い
も
の
、

お
も
し
ろ
い
も
の
が
集
ま
る
娯
楽
の
殿

堂
が
奥
山
だ
っ
た
の
だ
。

　

奥
山
と
さ
れ
る
エ
リ
ア
は
広
く
、
日

本
最
古
の
遊
園
地
と
し
て
今
も
営
業
す

る
「
浅
草
花
や
し
き
」
も
そ
の
一
画
に

あ
る
。
花
や
し
き
が
で
き
た
の
は
、
な

ん
と
１
８
５
３
年
（
嘉
永
６
）。
開
園
し

た
当
初
は
植
物
園
だ
っ
た
。

雑
多
な
魅
力
が
混
在
す
る

❺
浅
草
公
園
六
区
、仲
見
世

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
浅
草
寺
の
寺

領
は
東
京
府
に
公
収
さ
れ
、
公
園
地
と

し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
。
１
８
８
３
年

（
明
治
16
）
に
は
浅
草
寺
の
西
側
に
大
池

が
造
成
さ
れ
、
掘
り
出
し
た
土
で
田
ん

ぼ
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
、
そ
こ
に
奥
山

地
区
の
見
世
物
小
屋
が
ご
っ
そ
り
移
転

さ
れ
た
。
こ
れ
が
浅
草
公
園
六
区
（
浅

Special Feature｜EAST TOKYO｜ ｜浅草｜台東区｜芸能

浅草寺本堂の裏手はかつての「奥山」。無屋根の見世物小屋が立ち並んでいた。
今は九代目市川團十郎の歌舞伎十八番「暫（しばらく）」の銅像がある

日本最古の遊園地とされる「浅草花やしき」。集客の
ために動物を入れ、生き人形を展示し、映画も上映し
た。写真左は1930年（昭和5）発行の絵葉書「浅草
公園花屋敷」（東京都立中央図書館蔵）

（上）浅草寺の馬道通り側にある二
天門。1649年（慶安2）ごろの建築
とされる。浅草神社、伝法院とともに
東京大空襲による消失を免れた

（左）檜前兄弟と土師中知の３人を
祀った浅草神社（三社権現社）
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草
六
区
）
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　
「
奥
山
を
移
転
し
た
背
景
の
一
つ
に

は
、
火
事
が
起
き
や
す
い
見
世
物
小
屋

を
浅
草
寺
か
ら
離
し
た
い
と
い
う
思
惑

が
あ
り
ま
し
た
。
六
区
と
浅
草
寺
の
間

に
は
大
池
が
あ
る
の
で
、
火
事
が
起
き

て
も
延
焼
を
防
げ
る
の
で
す
」

　

興
行
街
と
し
て
人
工
的
に
誕
生
し
た

浅
草
六
区
は
、
当
然
の
よ
う
に
文
化
の

発
信
地
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
先
頭
を

切
っ
た
の
が
、
１
８
８
７
年
（
明
治
20
）

に
開
場
し
た
「
常
盤
座
（
ト
キ
ワ
座
）」
だ
。

こ
こ
で
は
歌
舞
伎
や
新
派
劇
の
興
行
、

そ
し
て
映
画
の
上
映
な
ど
が
い
ち
早
く

行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
大
正
期
に
は
浅
草

オ
ペ
ラ
を
初
め
て
上
演
し
、
大
ブ
ー
ム

の
火
付
け
役
と
な
っ
た
。
当
時
、
浅
草

オ
ペ
ラ
に
傾
倒
し
た
人
は
「
ペ
ラ
ご

ろ
」（
注
）
と
呼
ば
れ
、
な
か
に
は
宮
沢

賢
治
も
い
た
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
、
系

列
劇
場
と
の
三
館
共
通
チ
ケ
ッ
ト
の
導

入
や
日
本
初
の
ス
ト
リ
ッ
プ
シ
ョ
ー
公

演
な
ど
、
ト
キ
ワ
座
が
始
め
た
新
し
い

取
り
組
み
は
多
い
。

　

少
し
離
れ
た
浅
草
四
区
に
は
、
１
８

９
９
年
（
明
治
32
）
に
「
浅
草
公
園
水
族

館
」
と
い
う
日
本
初
の
私
設
水
族
館
が

開
業
し
た
。
こ
こ
は
水
族
館
で
あ
り
な

が
ら
、
昭
和
に
な
る
と
２
階
が
演
芸
場

に
な
り
、
喜
劇
ス
タ
ー
と
な
る
榎
本
健

一
が
劇
団
「
カ
ジ
ノ
・
フ
ォ
ー
リ
ー
」

を
旗
揚
げ
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

浅
草
公
園
水
族
館
は
も
う
な
い
が
、
隣

接
す
る
「
木
馬
館
」
は
今
も
演
芸
場
と

し
て
営
業
を
続
け
て
い
る
。

　

昭
和
初
期
以
降
、
浅
草
六
区
に
は
映

画
館
や
劇
場
が
林
立
し
、
健
全
な
エ
ン

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
か
ら
猥
雑
な
も
の

ま
で
何
で
も
あ
り
の
一
大
歓
楽
街
と
し

て
隆
盛
を
誇
っ
た
。
し
か
し
１
９
６
０

年
代
に
テ
レ
ビ
が
登
場
し
、
娯
楽
が
多

様
化
し
て
映
画
人
気
が
下
火
に
な
る
と
、

浅
草
六
区
も
往
年
の
勢
い
を
失
っ
て
い

く
。
１
９
９
１
年
（
平
成
３
）
に
ト
キ
ワ

座
が
閉
鎖
さ
れ
、
浅
草
六
区
の
一
つ
の

歴
史
が
幕
を
下
ろ
し
た
。

　

浅
草
六
区
を
後
に
し
て
浅
草
寺
境
内

へ
戻
る
。
仲
見
世
に
出
る
と
、
平
日
に

も
か
か
わ
ら
ず
人
で
ご
っ
た
返
し
て
い

る
。
そ
の
喧
騒
に
、
ふ
と
江
戸
の
景
色

が
重
な
っ
て
見
え
た
気
が
し
た
。

　
「
浅
草
の
ま
ち
な
み
は
か
な
り
変
貌

し
て
い
る
の
で
、
知
識
が
な
い
と
昔
を

偲
ぶ
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
少
し
歴
史
を
知
る
だ
け
で
、
浅

草
と
い
う
ま
ち
の
魅
力
が
ぐ
っ
と
身
近

に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と

沓
沢
さ
ん
。

　

漁
師
の
兄
弟
が
隅
田
川
で
す
く
っ
た

仏
像
を
祀
る
浅
草
寺
を
中
心
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
娯
楽
が
密
集
し
、
人
を
飽
き
さ

せ
る
こ
と
が
な
い
ま
ち
、
浅
草
。
何
で

も
あ
り
の
雑
多
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な

包
容
力
が
、
万
人
を
惹
き
つ
け
る
の
だ

と
感
じ
た
。

（
２
０
１
７
年
８
月
18
日
取
材
）

｜浅草｜芸能

老若男女が集う江戸随一の遊興地

｜ASAKUSA｜Taito-ku

（注）ペラごろ

大正末期、オペラに熱中して女優を追い回し
たり劇場に出入りしたりした青年。「オペラごろ
つき」あるいは「オペラジゴロ」の略といわれる。

平日でも多くの人が集う浅草寺の仲見世。聖と
俗がまぜこぜになった不思議な雰囲気がある 地方の魅力が体験できる商業施設などがオープンし、賑わいを取り戻しつ

つある浅草六区。写真下は1922年（大正11）ごろ発行の絵葉書「浅草公
園六区活動街」。大衆娯楽、映画など日本のエンターテインメントの中心地だ
ったことがわかる（東京都立中央図書館蔵）

大池とその向こうにそびえる12階建ての
「凌雲閣」。1890年（明治23）築で「（浅
草）十二階」と呼ばれた。10階までは総煉
瓦造り、11・12階は木造の楼閣だったが、
関東大震災で半壊し取り壊された

1907年（明治40年）、浅草四区で昆虫館と
してスタート、今は大衆演劇の劇場として営
業を続ける「木馬館」 


