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江
戸
の
掘
割
と

現
代
の
カ
フェ

Special Feature｜EAST TOKYO｜ ｜深川｜江東区｜材木とカフェ

慶長年間（1596-1615）、摂津国から来た深川八郎右衛門によって隅田川河
口が埋め立てられ、「深川村」と命名されたことに始まる深川は、１６５７年（明
暦３）の「明暦の大火」から急速に発展。日本橋や神田にあった貯木場が
深川、そしてさらに東の木場へと移り、また社寺の移転も相次いだ。今、この
深川の「運河」「材木倉庫」「寺町」という地域の資産がカフェを呼び込む
など、思いがけず新たな賑わいを生んでいる。中川船番所資料館の久染健
夫さんの案内で、深川エリアを巡った。

Takeo Hisazome
江東区中川船番所資料館
1956年（昭和31）東京都江東区
生まれ。中川船番所資料館や深
川江戸資料館で学芸員として勤
務。館内の案内だけでなく、江東区
のまち歩きイベントの講師も務める。

『江東区の民俗（深川編）』の執筆
にも携わった。

深川案内人

久染健夫さん

深
川
今
昔
ま
ち
歩
き

木場公園そばの仙台堀川北岸にある
「cafe copain」の店内。板壁の下の
コンクリートは、かつての堤防護岸だ
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関
東
一
円
の
水
系
と

江
戸
市
中
を
結
ぶ
川

　

水
し
ぶ
き
を
上
げ
て
バ
ス
が
川
の
中

へ
ダ
イ
ブ
し
た
。
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
R

出
発
の
水
陸
両
用
観
光
バ
ス
「
ス
カ
イ

ダ
ッ
ク
」
が
飛
び
込
む
の
は
、
旧
中
川

が
荒
川
ロ
ッ
ク
ゲ
ー
ト
に
注
ぐ
南
端
付

近
。
こ
こ
か
ら
西
へ
延
び
て
い
る
一
本

の
川
が
あ
る
。
東
端
の
番
所
橋
に
立
っ

て
西
側
を
眺
め
る
と
一
直
線
に
見
通
せ

る
の
で
、
人
工
運
河
と
わ
か
る
。
両
岸

に
は
遊
歩
道
。
水
面
の
近
く
を
気
持
ち

よ
く
散
歩
で
き
そ
う
だ
。

　

旧
中
川
と
隅
田
川
を
東
西
に
結
ぶ
こ

の
小お

な

ぎ
名
木
川が

わ

こ
そ
「
利
根
川
な
ど
関
東

一
円
の
水
系
と
江
戸
市
中
の
水
路
を
結

ん
で
い
た
物
資
運
搬
の
玄
関
口
」
と
話

す
の
は
、
江
戸
時
代
に
船
番
所
が
位
置

し
て
い
た
小
名
木
川
東
端
近
く
に
あ
る

中
川
船
番
所
資
料
館
の
久
染
健
夫
さ
ん
。

徳
川
家
康
が
行
徳
産
の
塩
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
物
資
を
運
ぶ
た
め
江
戸
に

入
府
し
て
最
初
に
開
削
し
た
運
河
が
小

名
木
川
だ
と
い
う
。
縦
横
に
水
路
が
走

る
「
水
の
ま
ち
」
江
戸
の
開
幕
を
告
げ

た
運
河
が
、
４
２
０
年
の
時
を
超
え
て

埋
め
立
て
ら
れ
ず
残
っ
て
い
る
の
は
感

慨
深
い
。

　

家
康
は
江
戸
湾
に
注
い
で
い
た
利
根

川
を
銚
子
河
口
へ
至
る
流
路
に
付
け
替

え
る
な
ど
、
関
東
一
円
の
水
運
網
を
整

備
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
危
険
を
伴
う

海
運
や
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
陸
路
を
使
っ
て

い
た
東
北
諸
藩
か
ら
江
戸
へ
の
廻
米
が
、

河
川
を
通
じ
て
ス
ム
ー
ズ
に
運
搬
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
橋
界
隈
か
ら

隅
田
川
、
小
名
木
川
、
船
堀
川
（
現
・
新

川
）
を
経
て
江
戸
川
、
利
根
川
水
系
へ

と
つ
な
が
る
舟
運
の
公
式
ル
ー
ト
が
定

め
ら
れ
た
。

　

小
名
木
川
の
北
岸
に
は
、
摂
津
国
出

身
の
深
川
八
郎
右
衛
門
ら
に
よ
っ
て
拓ひ
ら

か
れ
た
深
川
村
が
発
展
。
南
岸
に
は
、

東
北
・
関
東
方
面
か
ら
大
船
で
来
た
荷

物
を
小
船
に
小
分
け
し
て
江
戸
市
中
に

届
け
る
人
た
ち
が
多
く
住
み
、
船
大
工

も
目
立
っ
た
こ
と
か
ら
海
辺
大
工
町
と

呼
ば
れ
た
。

　

江
東
区
深
川
地
域
が
水
運
流
通
の
結

節
点
と
し
て
栄
え
た
痕
跡
を
、
久
染
さ

ん
の
案
内
で
た
ど
っ
て
み
る
。

貸
蔵
が
掘
割
沿
い
に

建
ち
並
ん
だ「
蔵
の
ま
ち
」

　

小
名
木
川
の
河
口
に
架
か
る
万
年
橋

❶（
P
・
31
の
地
図
参
照
）
を
南
下
し
、

清
澄
公
園
西
端
を
左
に
見
て
進
め
ば
、

清
川
橋
で
仙
台
堀
川
を
渡
る
。
こ
こ
か

ら
南
西
方
向
に
下
る
の
が
大
島
川

西に
し
し
せ
ん

支
川
。
そ
の
運
河
に
沿
っ
て
右
に
折

れ
る
と
小
さ
な
「
中
の
堀
公
園
」
が
現

れ
た
❷
。

「
こ
の
佐
賀
町
（
注
）
あ
た
り
が
『
蔵
の

ま
ち
深
川
』
の
中
心
地
で
し
た
」
と
久

染
さ
ん
が
江
戸
古
地
図
を
示
す
。
今
も

残
る
仙
台
堀
川
、
大
島
川
西
支
川
の
ほ

か
に
も
掘
割
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い

た
。
水
運
流
通
の
拠
点
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
つ
ま
り
、
荷
揚
げ
さ
れ
た
物
資

を
保
管
す
る
蔵
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
深
川
の
蔵
の
特
徴
は
『
貸
蔵
』
で
す
。

特
に
三
井
家
が
点
在
す
る
土
地
を
多
く

も
ち
、
貸
蔵
経
営
を
し
て
い
ま
し
た
。

深
川
で
ひ
と
旗
上
げ
よ
う
と
商
い
を
始

め
る
人
が
借
り
た
り
、
商
品
が
大
量
に

入
荷
し
た
と
き
臨
時
に
借
り
る
な
ど
、

便
利
に
活
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
」

と
久
染
さ
ん
。

　

公
園
奥
の
フ
ェ
ン
ス
の
向
こ
う
、
会

社
ビ
ル
に
は
さ
ま
れ
て
、
ま
だ
水
路
が

残
さ
れ
て
い
た
。
古
地
図
を
見
る
と
、

｜FUKAGAWA｜Koto-ku

（注）佐賀町

江戸時代は深川佐賀町と呼ばれていた。
現在の佐賀一丁目と佐賀二丁目にあたる。

本所深川町屋絵図（旧幕府引継書）
中川番所と小名木川の位置関係を記す。幕末の
史料と思われるが、江東区域の大きな掘割は今も
かなり残っていることがわかる（国立国会図書館蔵）
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本所割下水（南）

中川番所

新大橋

小名木川
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番所橋から西に向かって
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佐賀稲荷神社の境内にある力石（右）と天水桶（左）



隅
田
川
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洲
運
河
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●
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平
久
川
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ま
さ
に
こ
こ
が
隅
田
川
か
ら
ク
ラ
ン
ク

状
に
続
く
か
つ
て
の
「
中
之
堀
」
だ
。

水
路
は
Ｌ
字
を
描
き
大
島
川
西
支
川
に

今
も
つ
な
が
る
。
久
染
さ
ん
の
「
川
筋

を
屈
曲
さ
せ
た
の
は
、
長
さ
を
と
っ
て

蔵
を
多
く
建
て
る
た
め
」
と
い
う
説
明

に
納
得
す
る
。

　

近
辺
に
は
三
井
倉
庫
や
日
立
物
流
な

ど
の
建
物
が
あ
り
、「
蔵
の
ま
ち
」
の
面

影
を
わ
ず
か
に
留
め
て
い
る
が
、
そ
の

痕
跡
が
明
ら
か
な
の
は
佐
賀
稲
荷
神
社

に
あ
る
力
石
と
天
水
桶
だ
。
蔵
で
物
資

を
運
ぶ
仕
事
の
余
技
か
ら
生
ま
れ
た
、

米
俵
や
酒
樽
を
持
ち
上
げ
る
力
比
べ
の

民
俗
芸
能
「
深
川
の
力
持
」。
力
石
は

こ
の
技
芸
を
も
つ
人
た
ち
が
寄
進
し
た
。

天
水
桶
は
１
８
８
６
年
（
明
治
19
）、
佐

賀
町
に
米
の
取
引
市
場
が
開
設
さ
れ
た

際
、
仲
買
商
た
ち
の
寄
進
で
設
置
さ
れ

た
。
明
治
時
代
の
佐
賀
町
に
は
米
穀
問

屋
が
集
積
し
て
い
た
。

　

飲
料
水
と
炊
事
は

　
　
「
水
売
り
」頼
り

　

昭
和
初
期
竣
工
の
深
川
正
米
市
場
の

建
物
は
「
食
糧
ビ
ル
」
と
し
て
ア
ー
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
た

が
２
０
０
２
年
（
平
成
14
）
に
解
体
さ
れ

集
合
住
宅
に
。
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
ア
ー

チ
型
オ
ブ
ジ
ェ
が
往
時
の
建
物
の
外
壁

イ
メ
ー
ジ
を
か
す
か
に
残
す
。

　

沿
岸
に
油
問
屋
が
あ
っ
た
油
堀
は
埋

め
立
て
ら
れ
、
今
は
首
都
高
が
走
る
。

こ
の
油
堀
周
辺
の
長
屋
と
い
う
設
定
で
、

深
川
江
戸
資
料
館
に
佐
賀
町
の
ま
ち
な

み
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。
長
屋
の
玄
関

で
目
を
引
く
の
は
大
き
な
水
甕
。
埋
め

立
て
地
の
た
め
井
戸
を
掘
っ
て
も
塩
水

し
か
出
な
い
の
で
、
飲
料
と
煮
炊
き
の

水
は
「
水
売
り
」
に
頼
っ
て
い
た
。
久

染
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
日
本
橋
よ
り
西
側

に
あ
っ
た
銭ぜ
に
が
め
ば
し

瓶
橋
の
下
に
玉
川
上
水
と

神
田
上
水
の
用
水
が
流
れ
落
ち
、
そ
れ

を
水
桶
に
受
け
て
船
で
隅
田
川
を
越
え
、

売
り
歩
い
て
い
た
」
ら
し
い
。

　

隅
田
川
沿
岸
、
佐
賀
町
付
近
の
掘
割

は
、
も
と
も
と
材
木
置
場
と
し
て
幕
府

が
寛
永
年
間
（
１
６
２
４
～
44
）
に
開
削
し

た
も
の
。
日
本
橋
や
神
田
の
材
木
問
屋

に
高
積
み
さ
れ
て
い
た
材
木
が
火
災
の

延
焼
の
原
因
に
な
る
こ
と
か
ら
、
開
拓

途
上
の
隅
田
川
沿
岸
に
移
し
た
の
だ
。

　

久
染
さ
ん
は
「
掘
割
に
浮
か
べ
て
お

け
ば
海
水
な
の
で
材
木
に
虫
が
つ
き
に

く
く
舟
運
に
も
都
合
が
よ
い
。
佐
賀
町

近
辺
が
『
蔵
の
ま
ち
』
と
し
て
流
通
の

拠
点
と
な
る
に
つ
れ
、
よ
り
東
方
の
入

江
で
あ
る
木
場
へ
貯
木
場
は
移
り
ま
し

た
」
と
話
す
。

今
に
続
く
門
前
町
と

寺
町
の
た
た
ず
ま
い

　

佐
賀
町
か
ら
永
代
通
り
を
門
前
仲
町

方
面
へ
歩
け
ば
富
岡
八
幡
宮
❸
。
１
６

２
７
年
（
寛
永
４
）
に
社
殿
が
完
成
し
、

周
辺
は
門
前
町
と
し
て
発
展
し
た
。
料

理
茶
屋
が
賑
わ
い
花
街
も
生
ま
れ
る
。

江
戸
城
の
東
南
（
辰
巳
）
に
位
置
す
る
深

川
の
辰
巳
芸
者
は
、
き
っ
ぷ
の
よ
さ
が

身
上
だ
っ
た
。
男
物
の
羽
織
を
ひ
っ
か

け
て
宴
席
に
出
た
り
し
た
の
で
、
羽
織

芸
者
と
も
呼
ば
れ
た
。

「
木
場
な
ど
の
旦
那
衆
が
客
筋
で
荒
っ

ぽ
い
人
も
多
い
の
で
、
な
よ
な
よ
し
て

舐
め
ら
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
、
み
た
い
な

こ
と
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
」
と
久
染

さ
ん
。
今
も
門
前
仲
町
は
、
飲
食
街
と

し
て
も
住
宅
地
と
し
て
も
人
気
エ
リ
ア

に
な
っ
て
い
る
。

　

八
幡
宮
内
の
小
さ
な
永え
い
し
ょ
う昌五

社
稲
荷

は
干ほ
し

鰯か

の
仲
買
商
が
信
仰
し
て
い
た
。

銚
子
や
九
十
九
里
浜
産
の
干
し
た
鰯
は
、

藍
や
木
綿
な
ど
高
付
加
価
値
の
作
物
の

肥
料
と
し
て
取
引
さ
れ
た
。「
深
川
の
大

店
の
主
要
取
り
扱
い
商
品
は
米
、
材
木
、

干
鰯
」（
久
染
さ
ん
）
だ
っ
た
と
い
う
わ

け
だ
。

　

再
び
北
上
し
て
仙
台
堀
川
を
越
え
、

清
澄
庭
園
の
東
側
へ
。
こ
こ
に
は
寺
町

が
広
が
る
。
な
か
で
も
多
く
の
子
院
や

塔
頭
を
も
っ
て
い
た
の
が
浄
土
宗
の

霊れ
い
が
ん巌
寺じ

❹
。
も
と
は
霊
巌
島
（
中
央
区
新

川
）
に
あ
っ
た
が
、
１
６
５
７
年
の
明

暦
の
大
火
で
被
災
し
現
在
地
に
移
っ
た
。

霊
巌
寺
に
は
僧
侶
の
宿
泊
す
る
学
寮
も

あ
り
「
修
行
中
の
若
い
お
坊
さ
ん
が
何

Special Feature｜EAST TOKYO｜ ｜深川｜江東区｜材木とカフェ

富岡八幡宮境内にある「永昌五社稲荷」。肥料業界
の企業・団体は今も参拝を欠かさないという

『江戸の花 深川之夕暮』歌川国芳画
辰巳芸者はきっぷのよさと江戸前の粋（いき）
が売り物だった（提供：江東区教育委員会）

深川江戸資料館に展示さ
れている井戸の模型。飲料
には適さず「水売り」に頼っ
ていたと考えられる（提供：
公益財団法人江東区文化
コミュニティ財団）
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千
人
も
一
挙
に
や
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
、

ま
ち
も
大
き
く
変
わ
る
わ
け
で
す
よ

ね
」
と
久
染
さ
ん
。

　

霊
巌
寺
前
の
深
川
資
料
館
通
り
に
は

多
彩
な
店
舗
が
軒
を
連
ね
、
清
澄
庭
園

を
訪
れ
た
人
々
の
散
策
路
と
な
っ
て
い

る
。運

河
沿
い
の
倉
庫
が

コ
ー
ヒ
ー
シ
ョッ
プ
に

　

こ
の
清
澄
白
河
付
近
で
近
年
増
え
て

い
る
の
が
、
煎
り
立
て
の
豆
を
ハ
ン
ド

ド
リ
ッ
プ
で
一
杯
ず
つ
丁
寧
に
淹
れ
る

コ
ー
ヒ
ー
店
。
米
国
発
の
新
潮
流
「
サ

ー
ド
ウ
ェ
ー
ブ
コ
ー
ヒ
ー
」
の
総
称
で

知
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
日
本
で
は
昔

懐
か
し
い
「
マ
ス
タ
ー
」
の
い
る
個
人

営
業
の
喫
茶
店
が
そ
の
ス
タ
イ
ル
な
の

で
む
し
ろ
な
じ
み
深
い
。

　

先
駆
け
て
こ
の
地
に
出
店
（
２
０
１
２

年
４
月
）
し
た
の
が
、「T

he Cream
 of 

T
he Crop Coffee

（
ザ 

ク
リ
ー
ム 

オ
ブ 

ザ 

ク
ロ
ッ
プ 

コ
ー
ヒ
ー
）」❺
。
木
場
公
園
北
端

の
東
京
都
現
代
美
術
館
に
近
く
、
裏
手

に
は
大
横
川
が
流
れ
る
。
天
井
の
高
い

建
物
は
か
つ
て
の
材
木
倉
庫
。
煙
突
の

要
る
大
き
な
焙
煎
機
を
備
え
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
。
庭
園
や
美
術
館
が
最
寄
り

の
清
澄
白
河
に
サ
ー
ド
ウ
ェ
ー
ブ
コ
ー

ヒ
ー
店
が
集
ま
り
だ
し
た
の
は
、
こ
の

よ
う
な
利
用
し
や
す
い
物
件
が
多
い
か

ら
で
も
あ
る
。

　

カ
カ
オ
豆
の
仕
入
れ
か
ら
精
錬
ま
で

自
ら
手
が
け
る
ベ
ル
ギ
ー
の
チ
ョ
コ
レ

ー
ト
の
輸
入
販
売
で
知
ら
れ
、
同
様
に

生
産
者
の
顔
が
見
え
る
飲
食
事
業
と
し

て
自
家
焙
煎
コ
ー
ヒ
ー
に
参
入
し
た
の

が
株
式
会
社 T

H
E CREA

M
 O

F 
T

H
E CRO

P A
N

D
 CO

M
PA

N
Y

。

取
締
役
の
寺
岡
宏
さ
ん
は
「
川
沿
い
で

あ
る
こ
と
も
こ
の
場
所
を
選
ん
だ
理
由

の
一
つ
」
と
言
う
。

「
直
火
で
は
な
く
熱
風
式
の
焙
煎
機
な

の
で
、
煙
と
い
う
よ

り
も
湯
気
に
近
い
排

気
で
す
か
ら
周
囲
の

環
境
に
影
響
は
出
ま

せ
ん
。
し
か
し
住
宅

街
だ
と
や
は
り
滞
留

し
が
ち
。
で
も
こ
こ

な
ら
ば
常
に
風
が
吹

い
て
い
る
川
側
に
排

気
口
を
出
せ
ま
す
」

　

あ
く
ま
で
「
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
も
で
き

る
ロ
ー
ス
タ
ー
」
と
い
う
位
置
づ
け
の

店
だ
か
ら
、
席
は
最
小
限
し
か
な
い
。

焙
煎
し
た
コ
ー
ヒ
ー
豆
は
他
店
へ
回
す

ほ
か
卸
・
小
売
も
。
週
末
は
美
術
館
の

行
き
帰
り
に
立
ち
寄
る
客
が
多
く
、
平

日
は
近
隣
の
人
た
ち
に
重
宝
さ
れ
て
い

る
。

「
朝
夕
の
出
勤
時
と
退
勤
時
に
い
つ
も

寄
っ
て
く
だ
さ
る
お
客
さ
ん
が
い
た
り
、

近
く
の
会
社
の
方
々
と
も
ざ
っ
く
ば
ら

ん
に
お
つ
き
あ
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

江戸の掘割と現代のカフェ

｜FUKAGAWA｜Koto-ku

今回訪ね歩いた小名木川以南と横十間川以西のポイント。赤い部分はかつての蔵のまち。番号は記事に登場する順番を表す

中の堀公園の最奥部、フェン
スの向こうに残る堀

「蔵のまち深川」の中心部だ
った佐賀町付近。物流会社
や倉庫が散見される

中野堀が通じてい
る大島川西支川

明暦の大火を機に今の場所
に移転した「霊巌寺」

「The Cream of The Crop 
Coffee」の外観

「cafe copain」の
外観。昭和20年代
建造の材木倉庫を
カフェにした

３年に一度の例大祭を翌日に控え、
神輿の準備などで賑わう富岡八幡宮

佐賀稲荷神社

仙台堀川

大横川
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い
ま
す
。
こ
の
近
辺
に
は
や
は
り
下
町

ふ
う
の
気
さ
く
な
独
特
の
雰
囲
気
が
あ

り
ま
す
ね
」
と
寺
岡
さ
ん
は
話
す
。

　

か
つ
て
材
木
を
貯
蔵
し
運
び
出
し
た

運
河
沿
い
の
倉
庫
が
、
は
る
か
時
を
経

て
自
家
焙
煎
コ
ー
ヒ
ー
店
と
し
て
再
利

用
さ
れ
て
い
る
。
ド
リ
ッ
プ
コ
ー
ヒ
ー

で
一
息
つ
き
「
こ
ん
な
活
か
し
方
が
あ

る
ん
で
す
ね
え
」
と
久
染
さ
ん
も
感
心

し
て
い
た
。

い
な
せ
な
川
並
の
技
芸
を

　

伝
承
す
る
木
場
の
角
乗

　

仙
台
堀
川
を
挟
ん
で
端
か
ら
端
ま
で

歩
く
と
南
北
約
１
㎞
の
木
場
公
園
❻
。

こ
こ
は
江
戸
か
ら
昭
和
末
期
に
か
け
て

材
木
問
屋
が
集
積
し
貯
木
場
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
。
海
に
面
し
た
碁
盤
目
状
の
掘

割
に
材
木
が
浮
か
ん
で
い
た
。
久
染
さ

ん
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
、
広
義
に

「
木
場
」
と
呼
ば
れ
た
地
域
は
現
在
の

木
場
、
平
野
、
三
好
、
冬
木
あ
た
り
と

い
う
。
３
年
に
一
度
の
富
岡
八
幡
宮
例

大
祭
を
翌
日
に
控
え
、
深
川
の
ま
ち
は

祭
り
の
準
備
に
浮
き
立
つ
。
木
場
の
北

か
ら
南
へ
か
け
て
の
昔
の
通
称
、「
上
木

場
」「
中
木
場
」「
下
木
場
」
の
幟の
ぼ
りが

道

路
沿
い
に
は
た
め
い
て
い
る
。

　

か
つ
て
の
材
木
商
い
が
垣
間
見
え
る

話
を
久
染
さ
ん
が
し
て
く
れ
た
。

「
材
木
の
需
要
は
建
築
に
限
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
注
文
さ
れ
た
獅
子
頭
を
つ
く
る

の
に
端は

柄が
ら

材
が
欲
し
い
職
人
さ
ん
も
い

ま
す
。
そ
ん
な
細
か
い
要
望
に
こ
た
え

る
商
店
が
生
ま
れ
、
木
工
品
を
手
が
け

る
職
人
さ
ん
も
周
囲
に
居
を
構
え
ま
し

た
。
ま
と
ま
っ
た
分
量
で
な
く
て
も
売

っ
て
く
れ
た
の
が
木
場
の
い
い
と
こ
ろ
。

中
野
や
杉
並
あ
た
り
か
ら
も
買
い
に
来

た
よ
う
で
す
」

　

か
つ
て
木
場
の
筏い
か
だ師
を
「
川か

わ
な
み並
」
と

言
っ
た
。
川
に
並
ん
で
材
木
の
仕
事
を

す
る
様
を
三
代
将
軍
家
光
が
見
て
こ
う

呼
ん
だ
こ
と
が
由
来
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
川
並
は
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
材

木
を
選
別
、
仕
分
け
し
て
貯
木
場
で
管

理
し
、
寸
法
を
取
っ
て
値
踏
み
し
、
筏

に
組
ん
で
運
搬
す
る
材
木
問
屋
の
花
形

職
業
だ
っ
た
。
水
に
浮
か
べ
た
材
木
を

鳶
口
一
つ
で
乗
り
こ
な
し
筏
に
組
む
仕

事
の
余
技
か
ら
生
ま
れ
た
民
俗
芸
能
が

「
木
場
の
角か
く
の
り乗
」
で
、「
深
川
の
力
持
」
と

同
じ
く
東
京
都
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
。

毎
年
10
月
の
江
東
区
民
ま
つ
り
で
は
木

場
公
園
の
池
で
保
存
会
の
人
た
ち
が
下

駄
や
梯
子
を
使
っ
た
妙
技
を
披
露
し
、

拍
手
喝
采
を
浴
び
て
い
る
。「
角
材
を
使

う
の
で
丸
太
乗
り
よ
り
難
し
い
の
で
す

が
、
保
存
会
に
は
子
ど
も
た
ち
も
参
加

し
て
い
ま
す
」
と
久
染
さ
ん
は
言
う
。

新
旧
住
民
の
融
和
は

ス
ム
ー
ズ
に

　

１
８
７
８
年
（
明
治
11
）、
郡
区
町
村

編
制
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
東
京
15
区

の
一
つ
深
川
区
は
、
１
９
４
７
年
（
昭

和
22
）
に
城
東
区
と
合
併
し
て
江
東
区

と
な
る
。

　

明
治
以
降
の
深
川
は
工
場
地
帯
へ
と

変
貌
し
た
。
大
名
屋
敷
の
跡
地
な
ど
に

セ
メ
ン
ト
や
紡
績
、
や
が
て
重
工
業
の

工
場
が
建
設
さ
れ
た
が
、
江
戸
期
か
ら

の
掘
割
は
引
き
続
き
物
資
の
運
搬
に
使

わ
れ
た
。
関
東
大
震
災
の
被
害
を
乗
り

越
え
、
戦
時
中
は
軍
需
工
場
と
な
り
空

襲
に
さ
ら
さ
れ
る
。
戦
後
復
興
、
高
度

成
長
の
時
代
を
過
ぎ
る
と
工
場
は
地
方

や
海
外
へ
移
転
。
跡
地
に
は
次
々
と
高

層
住
宅
が
建
設
さ
れ
、
ま
ち
の
様
相
は

一
変
し
た
。
一
部
の
運
河
も
戦
災
の
残

土
処
理
や
水
害
対
策
で
埋
め
立
て
ら
れ

た
。
昭
和
50
年
代
に
進
め
ら
れ
た
木
場

の
新
木
場
移
転
に
伴
い
掘
割
が
埋
め
立

て
ら
れ
た
の
も
水
害
対
策
の
一
環
。「
私

が
江
東
区
で
仕
事
を
始
め
た
昭
和
60
年

（
１
９
８
５
）
ご
ろ
、
木
場
公
園
一
帯
は
ま

だ
草
ぼ
う
ぼ
う
の
野
っ
原
で
し
た
」
と

久
染
さ
ん
は
振
り
返
る
。

　

深
川
以
南
の
豊
洲
・
有
明
な
ど
臨
海

副
都
心
の
開
発
は
現
在
進
行
中
。
こ
の

あ
た
り
は
東
京
で
も
ひ
と
き
わ
時
代
の

変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
新
旧
住

民
の
融
和
は
進
ん
で
お
り
、「
江
東
区
は

マ
ン
シ
ョ
ン
住
民
が
管
理
組
合
と
別
に

自
治
会
を
組
織
し
て
い
る
率
が
高
く
、

地
元
の
自
治
会
と
連
携
し
て
行
事
で
役

割
を
果
た
し
た
り
、
新
住
民
同
士
の
チ

Special Feature｜EAST TOKYO｜ ｜深川｜江東区｜材木とカフェ

「The Cream of The Crop Coffee」の内部。天井が高いので大型の
焙煎機が据え付けられるうえ、裏が大横川なので排気もこもらない

コーヒー事業部門を統括する
取締役の寺岡宏さん
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ー
ム
ワ
ー
ク
も
い
い
」（
久
染
さ
ん
）
と
い
う
。

　
　

仙
台
堀
い
に
し
え
の

　
　
　

護
岸
が
あ
る
カ
フ
ェ

　

変
わ
り
ゆ
く
ま
ち
の
な
か
で
往
時
の

記
憶
を
未
来
へ
引
き
継
ぐ
存
在
の
一
つ

が
、
埋
め
立
て
ら
れ
ず
残
っ
た
運
河
だ

ろ
う
。
物
資
輸
送
の
主
役
を
陸
路
に
譲

り
役
目
を
終
え
て
も
、「
ザ 

ク
リ
ー
ム 

オ
ブ 

ザ 

ク
ロ
ッ
プ 

コ
ー
ヒ
ー
」
の
例

で
見
た
よ
う
に
新
た
な
活
気
の
呼
び
水

と
な
り
得
る
。

　

木
場
公
園
の
交
差
点
、
仙
台
堀
川
の

北
岸
に
あ
る
「cafe copain

（
カ
フ
ェ 

コ

パ
ン
）」
が
、
そ
ん
な
思
い
を
確
信
に
変

え
て
く
れ
た
❼
。
店
内
に
入
る
と
、
吹

き
抜
け
天
井
で
倉
庫
ふ
う
の
建
物
。
店

の
奥
、
堀
側
の
カ
ウ
ン
タ
ー
壁
面
下
部

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
、
な
ん
と
か
つ
て

の
堤
防
護
岸
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
か
。

護
岸
を
壁
の
一
部
と
し
て
丸
ご
と
残
し

て
い
る
と
は
…
…
。
こ
れ
に
は
久
染
さ

ん
も
驚
い
て
い
た
。

　

オ
ー
ナ
ー
の
高
橋
幸
子
さ
ん
は
、
シ

ャ
ッ
タ
ー
の
閉
ま
っ
た
建
物
の
堀
側
に

向
い
た
高
窓
を
一
目
見
て
「
運
命
的
な

出
会
い
を
感
じ
」、
こ
こ
で
店
を
開
き

た
い
と
法
務
局
で
所
有
者
を
調
べ
た
が

わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ダ
メ
も
と
で
江
東

区
平
野
の
自
宅
近
所
の
人
に
聞
い
た
ら

判
明
。
元
は
材
木
倉
庫
で
工
務
店
の
廃

材
置
場
に
使
わ
れ
て
い
た
。
２
０
１
５

年
（
平
成
27
）
に
オ
ー
プ
ン
し
た
カ
フ
ェ

は
天
井
も
梁
も
壁
も
掃
除
し
た
だ
け
で

替
え
て
い
な
い
。
昭
和
20
年
代
の
建
造

だ
が
、
筋す
じ

交か

い
も
し
っ
か
り
し
て
い
て

堅
牢
だ
。

「
木
場
だ
け
に
と
て
も
立
派
な
木
を
使

っ
て
る
か
ら
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
じ
ゃ

壊
れ
な
い
よ
と
言
わ
れ
ま
し
た
」
と
高

橋
さ
ん
。

　

テ
レ
ビ
や
雑
誌
で
よ
く
紹
介
さ
れ
る

「
カ
フ
ェ
コ
パ
ン
」
は
客
足
が
絶
え
な
い
。

「
気
が
つ
い
た
ら
お
客
さ
ん
同
士
、
お
ば

あ
さ
ん
と
若
い
マ
マ
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
友
だ

ち
に
な
っ
て
い
た
り
」（
高
橋
さ
ん
）
と
、

人
懐
っ
こ
い
下
町
風
情
も
風
雪
を
経
た

護
岸
と
と
も
に
健
在
の
よ
う
だ
。

　

江
東
区
で
生
ま
れ
育
っ
た
久
染
さ
ん

は
こ
う
語
る
。

「
も
と
も
と
豪
農
や
大
地
主
も
い
な
い

か
ら
自
由
な
土
地
だ
し
、
江
戸
時
代
か

ら
『
一
旗
揚
げ
て
や
ろ
う
』
と
人
が
移

り
住
ん
で
き
た
ま
ち
だ
か
ら
、
よ
そ
者

で
も
住
み
や
す
い
の
か
な
。
た
し
か
に

時
代
と
と
も
に
ま
ち
は
大
き
く
変
わ
っ

た
け
れ
ど
、
そ
も
そ
も
変
わ
る
の
が
あ

た
り
ま
え
と
思
う
、
そ
ん
な
気
風
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

役
目
を
果
た
し
終
え
た
は
ず
の
掘
割

や
材
木
倉
庫
が
、
今
も
な
お
新
た
な
活

気
を
も
た
ら
す
深
川
。「
運
河
や
堀
は
こ

れ
か
ら
も
残
る
」（
久
染
さ
ん
）
は
ず
だ
か

ら
、
は
た
し
て
次
は
ど
ん
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｜深川｜材木とカフェ

江戸の掘割と現代のカフェ

｜FUKAGAWA｜Koto-ku

語り合う「cafe copain」オーナーの
高橋幸子さんと久染さん

材木倉庫がひしめき合う木場
の通り（現在の深川一・二丁目、
冬木付近）。1926年（大正
15）以前の撮影という（提供：
江東区教育委員会）

明治時代の浅野セメント工場（提供：江東区広報広聴課）

（上）江東区民祭りで披露される「木場の角乗」（提供：江東区広報広聴課）
（左）昭和30年ごろの福富川。今は親水公園として整備されている（提供：江
東区教育委員会）


