
44水の文化 38『記憶の重合』 2011／7

沖
中
千
津
留
お
き
な
か
ち
づ
る

法
政
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期

私
は
荒
川
対
岸
の
江
東
区
で
生
ま
れ
、
江

戸
川
区
に
は
社
会
人
に
な
っ
て
引
っ
越
し
て

き
ま
し
た
。
水
辺
に
囲
ま
れ
た
穏
や
か
な
暮

ら
し
や
す
い
区
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

大
学
で
は
経
済
学
を
専
攻
し
て
、
銀
行
に
就

職
。
数
年
し
て
、
何
か
を
身
に
つ
け
た
い
と

思
っ
た
こ
ろ
、
陣
内
秀
信
先
生
の
『
都
市
の

ル
ネ
サ
ン
ス
』（
中
公
新
書
１
９
７
８
）
を
読
み

感
銘
し
ま
し
た
。
ま
さ
か
自
分
が
こ
う
し
て

研
究
室
に
入
る
日
が
く
る
と
は
、
そ
の
と
き

は
想
像
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
。
そ
の
本
が

き
っ
か
け
と
な
り
建
築
に
興
味
を
持
ち
、
専

門
学
校
に
。
二
級
建
築
士
を
取
得
し
、
建
築

関
係
の
会
社
に
就
職
し
ま
し
た
。
家
庭
に
入

っ
て
も
住
環
境
の
資
格
を
取
得
す
る
な
ど
、

学
ぶ
こ
と
に
ず
っ
と
積
極
的
に
い
た
よ
う
で

す
。数

年
前
よ
り
区
内
で
仕
事
を
す
る
こ
と
と

な
り
、
仕
事
柄
、
江
戸
川
区
の
水
辺
空
間
に

つ
い
て
知
る
に
つ
れ
て
、
と
て
も
興
味
を
持

ち
ま
し
た
。
こ
の
水
辺
の
ま
ち
を
広
く
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、
ぜ
ひ
専
門
的
に
研
究
し

た
い
と
、
一
念
発
起
し
て
大
学
院
に
入
り
ま

し
た
。
修
士
課
程
は
経
済
学
研
究
科
で
水
辺

環
境
の
経
済
分
析
を
し
、
幸
運
に
も
工
学
部

の
博
士
課
程
後
期
に
進
む
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
今
、
陣
内
先
生
の
も
と
で
学
べ
る
こ
と

は
本
当
に
偶
然
な
ん
で
す
が
、
幸
せ
な
気
持

ち
で
夢
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
先
生
は
い
つ

も
「
楽
し
い
水
辺
」
提
案
を
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
は
、
経
済
学
研
究
科
に
進
む
と
き
か
ら

「
水
」
を
テ
�
マ
に
決
め
て
い
た
私
に
と
っ

て
、
と
て
も
刺
激
に
な
り
ま
す
。

江
戸
川
区
に
は
、
か
つ
て
お
び
た
だ
し
い

シ
リ
ー
ズ
里
川

江
戸
川
区
の
水
神
様

江
戸
川
区
の
水
神
様

近
代
的
な
土
木
技
術
や
都
市
政
策
に
よ
っ
て
、

市
街
地
に
新
し
い
景
観
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ

そ
の
土
地
の
由
来
は
、
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

荒
川
放
水
路
に
よ
っ
て
、
都
市
化
の
波
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
お
蔭
で

水
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
、

豊
か
な
地
域
資
源
が
残
さ
れ
た
江
戸
川
区
。

地
域
に
興
味
を
持
つ
こ
と
で
、
新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。



小
河
川
や
水
路
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を

調
べ
て
い
く
う
ち
に
驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
の

水
神
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き

ま
し
た
。
は
じ
め
は
地
図
や
区
の
郷
土
資
料

な
ど
に
載
っ
て
い
る
水
神
宮
を
訪
ね
ま
し
た

が
、
そ
れ
以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

か
つ
て
の
鎮
守
の
神
社
の
裏
に
移
さ
れ
た
り

し
て
い
て
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
こ
と

も
。
江
戸
川
区
は
ほ
と
ん
ど
の
土
地
が
海
面

下
で
、
高
低
差
が
あ
ま
り
な
い
地
形
な
の
で
、

自
転
車
で
移
動
す
る
の
が
便
利
。
休
日
な
ど

に
、
と
に
か
く
自
転
車
で
回
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
確
認
し
て
い
っ
た
所
在
地
を
地

図
に
プ
ロ
ッ
ト
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
水
神
様
は
、
地
域

の
特
色
を
よ
く
反
映
し
て
い
ま
す
。
区
画
整

理
や
荒
川
放
水
路
の
開
削
な
ど
で
地
形
も
区

画
も
変
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
昔
の
地
図
と

重
ね
る
こ
と
で
、
な
ぜ
水
神
宮
が
そ
こ
に
置

か
れ
た
の
か
が
、
や
っ
と
理
解
で
き
る
。
近

代
的
な
土
木
技
術
や
都
市
政
策
が
、
新
し
い

景
観
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
ね
。
ま
た
水
の
神
様
と
い
う
と
治
水

の
要
衝
に
置
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
真

っ
先
に
頭
に
浮
か
び
ま
す
。
確
か
に
江
戸
川

区
に
は
水
害
の
悲
し
い
歴
史
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
区
内
の
水
神
宮
は
水
田

の
神
様
と
し
て
用
水
路
の
引
き
込
み
脇
に
置

か
れ
て
い
た
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
今
は

水
田
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
神
社
合
祀
令
や

区
画
整
理
な
ど
の
際
に
集
め
ら
れ
た
り
、
謂い

わ

れ
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
も
の
も
多
い
。
お

稲
荷
さ
ん
と
間
違
え
ら
れ
て
石
の
狐
が
置
い

て
あ
っ
た
り
等
々
、
既
に
行
方
が
わ
か
ら
な
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く
な
っ
て
い
る
水
神
宮
も
あ
り
ま
す
。

少
な
く
と
も
今
の
段
階
で
わ
か
る
こ
と
は
、

形
に
残
し
た
い
で
す
ね
。
区
内
に
こ
れ
だ
け

多
く
の
水
神
宮
が
残
っ
た
の
も
、
荒
川
の
開

削
な
ど
が
影
響
し
て
、
都
市
化
の
波
が
緩
や

か
だ
っ
た
の
が
一
因
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

経
済
や
イ
ン
フ
ラ
の
面
か
ら
は
デ
メ
リ
ッ
ト

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
と
な
っ
て

は
住
み
や
す
い
環
境
が
残
さ
れ
た
と
い
う
意

味
か
ら
も
、
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
に
な
っ
て
い

ま
す
。

荒
川
放
水
路

も
と
の
荒
川
は
、
関
東
平
野
に
出
た
の
ち
東
へ
下
り
、
現

在
の
越
谷
市
・
吉
川
市
周
辺
で
南
流
し
て
い
た
利
根
川
と

合
流
、
そ
こ
か
ら
合
流
と
分
流
を
繰
り
返
し
な
が
ら
東
京

湾
に
注
い
で
い
た
が
、
し
ば
し
ば
川
筋
を
変
え
る
そ
の
名

の
通
り
の
暴
れ
川
だ
っ
た
。
下
流
域
の
浸
水
に
よ
る
被
害

は
深
刻
で
、
開
発
も
ま
ま
な
ら
な
い
た
め
に
、
人
工
水
路

が
開
削
さ
れ
て
現
在
の
流
路
に
固
定
さ
れ
た
。
荒
川
放
水

路
（
現
在
は
荒
川
）
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
岩
淵
水
門
か
ら
、

江
東
区
・
江
戸
川
区
の
区
境
の
中
川
河
口
ま
で
。
１
９
１

３
年
（
大
正
２
）
か
ら
１
９
３
０
年
（
昭
和
５
）
に
か
け

て
、
17
年
が
か
り
の
難
工
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
用
地
買
収

は
、
１
０
０
０
ha
。
こ
れ
に
よ
り
１
３
０
０
戸
、
南
葛
飾

郡
の
大
木
村
、
平
井
村
、
船
堀
村
の
３
村
が
廃
村
と
な
り
、

周
辺
の
町
村
へ
編
入
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
地
形
と
歴
史
的
な
土
地
利
用
を

学
び
、
都
市
を
読
む
こ
と
に
よ
り
水
神
宮
に

出
合
え
た
わ
け
で
す
が
、
せ
っ
か
く
残
さ
れ

た
水
神
宮
を
見
直
す
こ
と
は
、
昔
の
人
の
素

朴
な
信
仰
に
隠
さ
れ
た
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ

き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
ね
。

今
回
の
震
災
に
あ
た
っ
て
、
被
災
さ
れ
た

皆
様
へ
の
哀
悼
の
意
を
含
め
、
水
の
神
様
に

対
す
る
思
い
を
よ
り
深
く
し
ま
し
た
。

取
材：

２
０
１
１
年
４
月
９
日

現在の基盤地図と重ねて
江戸川区は住宅地図などで確認できる神社だけで

100社を優に超え、屋敷神が存する家も数多い。その
数の多さは東京都の中でも上位に位置するが、その理
由としては
・地盤的にあまり恵まれなかったために、洪水など自

然災害が多かった。
・都心に近いにもかかわらず、平井と一部小松川地域

を除いて市街化が荒川に阻まれ遅れたために、合祀
などが少なかった。

・各村落が島状に存在し、江戸時代より昭和40年代前
に至るまでその地縁を継承していた。

・農業、漁業など、自然にかかわる産業を営んでいた
ことにより、加護への信仰心が篤かった。

などが考えられる。
上図：沖中千津留さん提供の資料及び、国土地理院基盤地図情報
(縮尺レベル25000)「東京、千葉」より編集部で作図

番号は下の写真の水神宮の位置。

独立型水神宮 

境内型他水神宮 

3

1

2

現在の標高地図と重ねて
江戸川区は標高差が極めて少なく西部を中心に

零メートル（赤いライン）以下のエリアが広がっ
ている。 
・独立した水神宮は区内西部零メートル以下のエ

リアに多く見られる。 
・かつて鎮守であった神社等の境内にある水神宮

については区内全域に見られる。 
・対照的な地形条件にある南部と北部の双方に、

水神宮が見られないエリアがあった。
・北部小岩エリアは区内でも標高が高く、上小岩

遺跡などは古代より人が生活を営んできた場所
である。微高地で地盤的に恵まれていたこと、
近年もJRが通るなど早くから発展し水田が少な
かったことなどが推測される。 

・南部葛西・清新町エリアは浅瀬の漁場であった
海域で昭和後期の埋め立て地である。 
幾多の洪水により微高地が自然形成され、区内

集落はその上につくられたことが、この地図上で
も確認できる。
上図：国土地理院発行の地盤高図に沖中千津留さんが合成した
地図を転載

1909年（明治42）の地図と重ねて
当時の川筋は、洪水時の流路から自然発生したと思

われる多くの小河川、及び用水路が、扇状に中河川に
向けて広がっており、区内の地形の高低差が理解でき
る。唯一、東西に流れている新川（塩の道といわれる）
は、行徳から江戸への舟運路として掘削した人工水路。
微高地と水路は北部において重なる部分が多く、やは
り水の流れ下る高低差を確保し、水路を形成している。
荒川、新中川が開削される以前であるが、小河川及び
街道筋に村落が形成されている様子が見て取れる。
西に位置する江東区との間を分断するものは中河川で
ある旧・中川（江戸期掘削）ぐらいであった。陸路と
しては千葉街道・行徳道、水路としては新川が、幕府
の意向により交通路として整備され、江戸の中心部と
の明快なつながりが感じられる。 

もし荒川が掘削されなかったら、区西部だけでなく、
隣接の江東区と同じように区内全域が中小工業地帯と
して発展し、また多くの戦火に見舞われることも考え
られ、市街地の形成も現在とずいぶん異なったのでは
ないかと推測される。また旧中川東の一部を除き荒川
によって中心部と分断されたことで、市街地が緩やか
に形成された。このことは多くの水神宮を残すことが
できた一因とも考えられる。 上図：沖中千津留さん提供の

資料及び、1909年（明治42）に測図された国土地理院2万分の1地

形図より編集部で作図。地形図は時系列地形図閲覧ソフト「今昔マ

ップ2」（（C）谷謙二） より作成（http://ktgis.net/kjmap/）

1：100年前に江戸川を
深くする工事を行なっ
たときに請け負った業
者が講をつくって勧進
した水神。
2：区画整理により移
されて、去年神社の中
に新しい社を建てられ
た水神。
3：境内の片隅に合祀
された水神やその他の
神様。なぜかお稲荷さ
んの狐が水神を守って
いる。123




