
時
代
が
港
を
変
え
る

繁
栄
を
誇
っ
た
都
市
の
栄
枯
盛
衰
は
、

何
も
港
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
流

通
の
花
形
で
あ
っ
た
舟
運
も
、
鉄
道
や

陸
送
の
発
達
に
よ
っ
て
見
え
に
く
く
な

っ
た
現
在
、
か
つ
て
の
港
の
姿
を
探
し

出
す
こ
と
は
、
果
た
し
て
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
。

今
で
は
港
や
舟
運
の
片
鱗
も
見
え
な

い
場
所
に
、
生
き
生
き
と
し
た
人
の
息

遣
い
、
人
の
暮
ら
し
を
支
え
る
物
流
の

活
気
が
存
在
し
た
こ
と
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
た
い
。
積
み
出
し
地
で
は
何
が
生

産
さ
れ
、
出
荷
さ
れ
て
い
た
の
か
。
到

着
地
で
は
ど
の
よ
う
に
荷
が
受
け
取
ら

れ
、
販
売
さ
れ
て
い
た
の
か
。
港
町
を

モ
ノ
の
流
れ
と
商
人
の
活
躍
か
ら
発
掘

し
た
ら
、
江
戸
後
期
の
舟
運
の
イ
メ
ー

ジ
を
つ
か
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

奥
筋
廻
船
の
到
着
地
、
江
戸
・
日
本

橋
か
ら
佃
島
ま
で
を
、
東
北
学
院
大
学

教
授
、
斎
藤
善
之
さ
ん
の
案
内
の
も
と
、

歩
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

江
戸
の
港
町

当
時
、
江
戸
に
到
着
す
る
諸
国
の
千

石
船
は
佃
島
沖
辺
り
に
停
泊
し
た
。
そ

こ
か
ら
茶
船

ち
ゃ
ぶ
ね

︵
十
石
積
み
の
川
船
︶
で

荷
物
を
運
ん
だ
の
だ
が
、
茶
船
は
大
川

︵
隅
田
川
︶
か
ら
堀
︵
現
・
日
本
橋
川
︶

を
通
っ
て
日
本
橋
界
隈
ま
で
荷
物
を
運

18

江戸後期から現代に至る商いの満干
みちひき

商人の港、日本橋界隈
編集部
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ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
問
屋
は
堀

沿
い
︵
現
在
の
中
央
区
永
代
通
り
沿
い
︶

や
日
本
橋
小
舟
町
、
掘
留
町
な
ど
に
集

積
し
、
廻
船
問
屋
は
佃
島
対
岸
の
鉄
砲

洲
︵
現
・
中
央
区
湊
町
︶
に
集
ま
っ
て

い
た
。
一
石
橋
で
外
堀
と
ぶ
つ
か
る
辺

り
が
、
港
の
終
点
。

日
本
橋
界
隈
で
は
、
ま
ず
一
石
橋
と

日
本
橋
の
間
に
は
菱
垣
廻
船
の
問
屋
が

並
ん
で
い
た
。
幕
府
と
強
く
結
び
つ
き
、

江
戸
前
期
を
代
表
す
る
流
通
勢
力
だ
っ

た
よ
う
で
、
江
戸
橋
や
小
網
町
か
ら
日

本
橋
寄
り
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
江

戸
前
期
に
活
躍
し
た
商
人
た
ち
の
牙
城
。

江
戸
後
期
に
活
躍
す
る
新
興
商
人
た
ち

は
江
戸
橋
か
ら
新
川
の
辺
り
、
ま
た
掘

留
辺
り
に
は
尾
張
の
商
人
と
い
う
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
分
布
図
が
で
き

上
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

つ
ま
り
、
江
戸
後
期
に
は
こ
う
し
た

新
興
勢
力
が
加
わ
る
こ
と
で
、
日
本
橋

界
隈
は
よ
り
複
合
的
な
流
通
拠
点
と
し

て
栄
え
て
き
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
当
時
の
雰
囲
気
を
少
し
で
も

知
る
た
め
に
、
﹃
切
絵
図
﹄
と
﹃
江
戸

名
所
図
会
﹄
を
手
に
、
一
石
橋
〜
日
本

橋
〜
江
戸
橋
〜
掘
留
〜
小
網
町
〜
新
川

〜
湊
町
〜
佃
島
に
至
る
コ
ー
ス
へ
。

始
め
は
一
石
橋
、
そ
し
て
呉
服
町
。

白
木
屋
︵
東
急
︶
、
越
後
屋
︵
三
越
︶

と
い
っ
た
名
前
が
﹃
切
絵
図
﹄
に
載
っ

て
い
て
、
長
い
歴
史
を
感
じ
さ
せ
ら
れ

る
。
こ
の
一
画
に
は
木
原
店

き
は
ら
だ
な

と
呼
ば
れ

た
グ
ル
メ
横
町
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
シ

『江戸名所図会』（角川文庫）
を見ると、風を帆にはらま
せて船が行き交う様子から、
当時の活気が伝わってくる
ようだ。かつて佃島に林立
していた千石船の帆柱は、
高層マンションにとって代
わられている。わずかな名
残は、ライオンズクラブが
つくった洋船の錨型の東京
港の記念碑のみだ。（上）
右上の帆船は、新沼棟梁
（10ページ参照）が復元し
た大船渡市の気仙丸。
（撮影：斎藤善之）
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ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
食
事
は
江
戸
の
時
代
か

ら
セ
ッ
ト
だ
っ
た
ん
だ
な
、
と
納
得
す

る
。

武
山
家
文
書
の
山
本
山

石
巻
の
本
間
家
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
﹃
武
山
六
右
衛
門
家
文
書
﹄
に
は
、

次
の
よ
う
な
文
書
が
残
っ
て
い
る
。

覚

一
金
壱
分
也
　
　
御
茶
代

九
匁

舩
分

右
之
通
　
慥
受
取
申
候

二
月
三
日

山
本
嘉
兵
衛
︵
印
︶

︵
江
戸
日
本
橋
通
弐
丁
目
︿
ヤ
マ
嘉
﹀
御
茶
所
︶

久
兵
衛

こ
れ
は
い
わ
ば
、
昔
の
﹁
領
収
書
﹂

だ
。
領
収
書
は
、
茶
業
を
営
ん
で
い
た

山
本
嘉
兵
衛
商
店
の
番
頭
で
あ
る
久
兵

衛
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
奥
州
か
ら
江
戸
ま
で

米
を
運
び
、
帰
り
に
は
お
茶
、
塗
物
、

蝋
燭
、
砂
糖
、
等
々
を
仕
入
れ
て
き
て

『復元・江戸情報地図』朝日新聞社 ○C 中川恵司（1856年（安政３）の江戸図（実測図）と現在の地図を重ねたもの）
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い
た
こ
と
な
ど
が
、
こ
れ
ら
の
古
文
書

か
ら
わ
か
る
。

山
本
山
は
、
京
都
で
茶
の
販
売
を
行

な
っ
て
い
た
初
代
が
、
日
本
橋
の
現
在

の
場
所
に
出
店
し
た
の
が
１
６
９
０
年

︵
元
禄
３
︶。
当
時
は
紙
問
屋
も
営
ん
で

い
た
と
い
う
。
武
山
家
文
書
に
出
て
く

る
山
本
嘉
兵
衛
は
、
６
代
目
ご
当
主
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。

﹁
上
か
ら
読
ん
で
も
山
本
山
、
下
か
ら

読
ん
で
も
山
本
山
﹂

と
い
う
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
懐

か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。
山
本
山
は
高

級
煎
茶
の
商
品
名
で
も
あ
り
、
山
本
山

の
社
名
は
１
９
４
１
年
︵
昭
和
16
︶
に

株
式
会
社
に
改
組
し
た
と
き
に
商
品
名

か
ら
と
っ
た
名
称
で
あ
る
。

広
報
の
斉
藤
稔
さ
ん
︵
上
の
写
真
︶

に
よ
る
と
、
関
東
大
震
災
で
、
昔
か
ら

の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
消
失
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
で
、
石
巻
の
武
山
家
文

書
は
、
こ
れ
に
替
わ
る
貴
重
な
史
料
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
創
業
２
８
５
周
年
の
記
念
に

編
纂
し
た
社
史
﹃
山
本
山
の
歴
史
﹄
に

は
、
残
さ
れ
た
史
料
が
相
当
数
、
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
貴
重

な
﹃
永
久
録
﹄
も
残
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
お
り
、
新
た
な
発
見
が
期

待
で
き
そ
う
だ
。

山
本
山
の
お
茶
の
特
徴
は
、
ブ
レ
ン

ド
茶
と
い
う
こ
と
。
作
柄
に
左
右
さ
れ

ず
に
、
安
定
し
た
品
質
と
味
を
維
持
す

る
た
め
に
ブ
レ
ン
ド
と
い
う
方
法
が
長

ら
く
採
用
さ
れ
て
き
た
。
時
代
に
即
し

た
味
の
開
発
も
、
社
長
自
ら
が
試
飲
す

る
こ
と
で
た
ゆ
ま
ず
続
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。
﹁
九
代
目
の
現
社
長
は
、
工

場
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
製
品
を
、
今
で

も
毎
朝
試
飲
し
て
い
ま
す
﹂

産
地
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
全
国
の
一
級

品
を
ブ
レ
ン
ド
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、

物
流
の
集
約
点
で
あ
っ
た
江
戸
な
ら
で

は
、
と
も
い
え
る
。

ま
た
、
お
茶
で
創
業
し
た
山
本
山
だ

が
、
現
在
の
売
り
上
げ
の
筆
頭
は
海
苔
。

そ
れ
も
決
し
て
お
茶
の
売
り
上
げ
が
落

ち
込
ん
だ
か
ら
で
は
な
く
、
海
苔
の
消

費
が
ぐ
ん
と
伸
び
た
こ
と
に
よ
る
。
そ

の
海
苔
は
、
有
明
産
の
も
の
に
あ
く
ま

で
も
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

﹁
繊
維
が
長
く
、
味
も
香
り
も
優
れ
て

い
る
有
明
産
の
海
苔
に
勝
る
も
の
は
、

な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
﹂

海
苔
の
販
売
は
、
現
社
長
の
九
代
目

か
ら
始
め
ら
れ
た
も
の
。
老
舗
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
﹁
守
る
姿
勢
﹂
と

﹁
新
た
な
挑
戦
﹂
の
バ
ラ
ン
ス
が
何
よ

り
大
切
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。

湯
浅
屋
与
右
衛
門
を
追
え

武
山
家
文
書
の
中
に
は
、
江
戸
・
湯

浅
屋
与
右
衛
門
が
、
奥
州
産
の
〆
粕
や

魚
油
の
取
引
を
行
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
記
録
も
あ
っ
た
。

湯
浅
屋
で
思
い
当
た
る
の
は
、
現
在

の
機
械
と
住
宅
の
専
門
商
社
と
し
て
知

1690年（元禄3）の出店
当時から現在の場所に店
を構える山本山は、錦絵
にも描かれている老舗で
ある。白黒写真は江戸末
期に建てられた2階建て
の店舗で1887年（明治20）
ごろ撮影されたものだ。
下段左端は、今でいう商
品券。現物ではなく金券
で取り引きするというこ
とは、信用がないとでき
ないという証でもある。



っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。
琵
琶
湖
舟

運
で
北
方
の
モ
ノ
が
京
都
と
結
び
つ
い

て
く
る
交
流
点
に
い
て
、
視
野
が
広
が

り
、
最
終
的
に
は
北
海
道
に
ま
で
進
出

し
た
近
江
商
人
と
同
様
の
境
遇
で
は
な

い
か
。

紀
州
商
人
に
は
、
栖
原
屋
の
よ
う
に

江
戸
の
木
場
に
進
出
し
て
材
木
商
と
し

て
活
躍
し
た
り
、
関
東
醤
油
の
発
祥
に

か
か
わ
っ
た
広
屋
の
よ
う
に
、
進
取
の

気
性
に
富
ん
だ
人
が
多
い
。
菱
垣
廻
船

も
、
も
と
も
と
は
御
坊
︵
和
歌
山
県
御

坊
市
︶
水
軍
を
大
坂
の
商
人
が
チ
ャ
ー

タ
ー
し
た
も
の
だ
っ
た
。

業
態
変
更
が
存
続
の
鍵

明
暦
の
振
袖
火
事
︵
１
６
５
７
年

明
暦
３
︶
の
後
、
新
し
く
復
興
し
た
江

戸
で
は
、
日
本
橋
通
り
と
本
町
通
り
が

商
業
の
中
心
と
な
っ
て
活
況
を
呈
し
て

い
た
。
初
代
庄
九
郎
が
京
都
の
打
刃
物

を
江
戸
に
卸
す
た
め
に
店
を
開
い
た
の

が
、
１
６
７
４
年
︵
延
宝
２
︶
本
石
町

だ
っ
た
。
現
在
は
、
三
代
目
が
通
油

あ
ぶ
ら
ど
う
り

町
ち
ょ
う

角
に
１
７
２
６
年
︵
亨
保
11
︶
に

進
出
し
て
以
来
、
同
じ
場
所
に
位
置
す

る
。
当
時
は
問
屋
街
で
、
運
河
が
あ
っ

た
そ
う
だ
。
佃
島
あ
た
り
で
荷
役
し
て
、

こ
こ
ま
で
は
茶
船
で
持
っ
て
き
て
い
た
。

刃
物
は
重
い
の
で
、
船
の
ほ
う
が
効
率

が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
関
西
支
社
も

長
堀
の
角
に
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
地
の

利
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
大
坂
も
江
戸
と

同
じ
よ
う
に
、
舟
運
を
利
用
し
た
商
い

形
態
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

炭
を
商
い
、
打
刃
物
を
商
い
、
今
で

は
工
作
機
械
︵
マ
ザ
ー
マ
シ
ン
︶
の
内

需
の
14
％
の
シ
ェ
ア
を
持
つ
商
社
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
は
一
朝
一

夕
で
で
き
上
が
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

明
治
以
降
、
金
物
屋
で
扱
っ
て
い
る
鍋
、

釜
、
包
丁
の
よ
う
な
商
品
を
、
の
れ
ん

分
け
し
た
別
店
に
商
権
を
譲
渡
し
、
同

社
は
工
業
用
製
品
に
移
行
す
る
。
つ
ま

り
、
炭
屋
を
や
め
た
の
と
、
打
刃
物
を

や
め
た
の
と
２
回
、
業
態
を
変
え
て
い

る
の
だ
。

当
然
、
取
引
先
も
同
社
と
一
緒
に
機

械
工
具
商
、
住
宅
建
材
商
に
移
れ
ば
取

引
が
続
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と

は
有
り
得
な
い
の
で
以
前
の
取
引
関
係

は
続
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
東
北
で
の

取
引
先
が
１
０
０
年
ぐ
ら
い
し
か
遡
れ

な
い
理
由
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
今
の
同
社
は
、
ど
う
い
う
形

態
の
商
い
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
澤

村
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

﹁
実
は
、
ち
ょ
う
ど
今
第
二
の
創
業
と

い
う
こ
と
で
、
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
ー

︵
新
商
品
、
新
事
業
開
発
の
意
︶
の
役

割
を
果
た
そ
う
と
標
榜
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
﹃
こ
う
い
う
商
品
を
つ
く
っ

た
ら
売
れ
る
で
し
ょ
う
か
﹄
と
尋
ね
て

こ
ら
れ
た
メ
ー
カ
ー
さ
ん
と
、
共
同
で

開
発
し
た
も
の
を
営
業
、
販
売
し
て
い

ま
す
。
今
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド

に
な
っ
て
い
る
機
械
メ
ー
カ
ー
さ
ん
が
、

ら
れ
る
﹁
ユ
ア
サ
商
事
株
式
会
社
﹂。

湯
浅
屋
与
右
衛
門
の
手
が
か
り
を
求

め
て
、
現
在
は
中
央
区
大
伝
馬
町
に
あ

る
ユ
ア
サ
商
事
︵
株
︶
を
訪
ね
る
。
取

締
役
執
行
役
員
・
総
合
企
画
部
長
　
澤

村
和
周

ま
さ
の
り

さ
ん
︵
左
の
写
真
︶
に
湯
浅
家

の
来
歴
を
う
か
が
っ
た
。

湯
浅
七
左
衛
門
家
の
系
図
に
は
﹁
湯

浅
与
右
衛
門
﹂
の
名
前
は
見
当
ら
な
い

が
、
創
業
者
の
庄
九
郎
の
お
父
さ
ん
と

同
姓
同
名
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
江
戸
初
期
の
話
な
の
で
、
武
山

家
文
書
の
こ
ろ
と
は
残
念
な
が
ら
時
代

が
違
う
が
、
庄
九
郎
は
紀
州
の
湯
浅
郷

か
ら
出
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。

代
々
、
湯
浅
七
左
衛
門
を
襲
名
す
る

の
で
、
襲
名
前
の
名
前
で
﹁
与
右
衛
門
﹂

が
な
い
か
澤
村
さ
ん
も
調
べ
て
く
だ
さ

っ
た
が
、
そ
れ
も
見
当
ら
な
か
っ
た
。

た
だ
、
﹁
湯
浅
﹂
と
は
紀
州
・
湯
浅

浦
か
ら
と
ら
れ
た
名
前
で
、
そ
の
地
域

か
ら
は
﹁
紀
州
商
人
﹂
と
呼
ば
れ
る
多

く
の
商
人
が
輩
出
さ
れ
て
い
る
。
奥
州

か
ら
江
戸
に
﹁
湯
浅
屋
﹂
を
追
っ
て
き

た
ら
、
そ
の
出
自
は
紀
州
に
ま
で
伸
び

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

和
歌
山
・
湯
浅
浦
は
醤
油
で
も
名
高

い
所
だ
が
、
湯
浅
水
軍
で
も
有
名
で
、

湯
浅
七
左
衛
門
家
は
水
軍
の
筋
か
ら
京

都
に
出
て
炭
屋
を
始
め
た
の
が
創
業
だ

と
い
う
。

は
じ
め
は
炭
を
鍛
冶
屋
に
納
め
て
い

た
の
だ
が
、
寛
文
の
こ
ろ
︵
１
６
６
１

〜
１
６
７
３
︶
か
ら
、
炭
を
納
品
し
た

帰
り
便
で
、
鍛
冶
屋
が
生
産
し
た
打
物

刃
物
を
仕
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
創
業

５
年
目
か
ら
は
、
木
炭
商
を
廃
止
し
打

刃
商
に
本
業
を
移
し
た
が
、
創
業
者
の

労
苦
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
二
代
目
が
屋

号
を
﹁
炭
屋
﹂
と
し
、
当
主
は
代
々
、

湯
浅
七
左
衛
門
を
襲
名
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
。
主
な
仕
入
れ
先
は
、
三

木
︵
兵
庫
県
三
木
市
︶
と
三
条
︵
新
潟

県
三
条
市
︶
だ
っ
た
そ
う
だ
。

個
人
営
業
か
ら
株
式
会
社
と
し
て
法

人
な
り
し
た
の
は
、
十
二
代
目
の
ご
当

主
の
時
代
で
１
９
１
９
年
︵
大
正
８
︶

の
こ
と
だ
。

武
山
家
文
書
の
お
話
を
す
る
と
、

﹁
東
北
に
は
御
世
話
に
な
っ
た
お
客
さ

ん
が
多
い
﹂
と
教
え
て
く
れ
た
。
澤
村

さ
ん
に
よ
れ
ば
、

﹁
店
の
商
標
が
︿

の
下
に
炭
な
の
で
、

東
北
へ
行
き
ま
す
と
い
ま
だ
に
﹁
山
炭

や
ま
ず
み

さ
ん
﹂
と
呼
ば
れ
る
お
客
さ
ん
が
お
ら

れ
ま
す
﹂

と
の
こ
と
。
今
で
も
つ
き
あ
い
が
あ

る
古
い
取
引
先
は
、
お
お
む
ね
１
０
０

年
前
後
な
の
で
そ
れ
ほ
ど
古
く
ま
で
は

遡
れ
な
い
と
い
う
。
現
在
、
東
北
支
社

は
仙
台
に
あ
る
が
、
戦
前
で
は
秋
田
、

青
森
に
も
出
店
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

同
社
と
東
北
と
の
結
び
つ
き
は
、
結
構

強
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

紀
州
商
人
の
世
界

湯
浅
家
も
蝦
夷
地
に
行
っ
た
栖
原

す
は
ら

家

も
紀
州
の
出
、
銚
子
の
広
屋
︵
現
・
ヤ

マ
サ
醤
油
、
浜
口
儀
兵
衛
店
︶
は
湯
浅

浦
の
隣
り
の
広
浦
︵
現
・
広
川
町
︶
の

出
。
あ
の
辺
り
か
ら
江
戸
に
進
出
す
る

商
人
を
多
く
輩
出
し
て
る
の
は
な
ぜ
な

の
か
。
澤
村
さ
ん
に
う
か
が
っ
た
。

﹁
水
軍
が
あ
り
、
海
の
道
に
通
じ
て
い

る
う
ち
に
見
聞
が
広
く
な
る
。
そ
こ
で

ビ
ジ
ネ
ス
の
チ
ャ
ン
ス
や
ヒ
ン
ト
を
つ

か
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂

と
い
う
答
え
。
そ
れ
は
、
紀
伊
国
屋

文
左
衛
門
が
み
か
ん
で
財
を
成
し
た
よ

う
に
、
産
地
の
も
の
を
消
費
地
に
届
け

る
術
を
持
ち
、
時
運
を
図
る
器
量
を
持

22
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商人の港、日本橋界隈

神
田
駅

東
京
駅

亀
島
川

ユ
ア
サ
商
事

隅
田
川

旧
入
堀

日本橋川

旧堀

旧八丁堀

江
戸
橋

鎧
橋

湊
橋

十
思
公
園

（
牢
屋
敷
址
）

永
代
橋

豊
海
橋

佃
大
橋

日
本
橋

一
石
橋

呉
服
橋

常
盤
橋

山
本
山

旧
外
堀

一石橋から

佃島の住吉神社までの

江戸探索コース

現在の地図に『復元・江戸情報地図』（20ペ
ージ）の水面（1856年（安政３））を重ねた
もの。

紫色の点線：探索コース
グレー：現在の道路

グレーの破線：首都高速道路
濃いブルー：現在の水面

淡いブルー、淡いグリーン：江戸時代の水面
淡い黄色：現住所に日本橋を冠したエリア

現在の日本橋川には一石橋、日本橋、江戸橋、
鎧橋、茅場橋、湊橋、豊海橋と７つの橋がか
かっているが、茅場橋は新大橋通りが日本橋
を渡る橋で1929年（昭和 4）に震災復興事業
として架橋、鎧橋はもともと「渡し」があっ
たところにできたもの。
常盤橋と呉服橋は外堀を渡る橋。

『復元江戸情報地図』にも
ユアサ商事は「山炭」、山本山は「山本屋」
と記載されている。
「山炭」が面していた入堀の水の流れはどう
管理されていたのだろうか。
上のコースとは別に、人形町からユアサ商事
へ旧入堀を、そして外堀に向って日本橋地域
の北端を歩いた。
切絵図によれば、小伝馬町にあった牢屋敷も
堀に面していたようだが、その痕跡は見当た
らなかった。

堀留など、上流が行き止まりの所では、水の
供給がなければたちまち水が淀んでしまうだ
ろう。上下水道の細かい情報を地図に重ねて
いけば、その仕組みもわかるかもしれない。

ま
だ
町
工
場
だ
っ
た
こ
ろ
か
ら
お
つ
き

あ
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
、
と
い

う
自
負
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
メ

ー
カ
ー
さ
ん
と
は
資
本
関
係
は
あ
り
ま

せ
ん
。

工
作
機
械
の
周
辺
工
具
な
ど
は
、
Ｉ

Ｔ
技
術
だ
け
で
商
売
が
成
り
立
つ
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
一
種
の
成
熟

商
品
で
す
か
ら
、
最
初
の
Ｐ
Ｒ
が
終
わ

れ
ば
型
番
だ
け
で
取
引
で
き
る
よ
う
に

な
る
し
、
収
益
性
も
高
い
。
し
か
し
、

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
ー
と
し
て
必
要
か
つ

有
能
な
商
品
を
育
て
て
い
く
こ
と
は
、

本間家に所蔵されている『武山六右衛門家文書』のひとつ。湯浅屋与右衛門の店の
番頭、嘉助と庄兵衛が桜田林之助に宛てた手紙で、武山屋六右衛門に荷物を発送し
たこと、ならびに、江戸での奥州産魚油・イワシ粕の相場などを知らせている。

左：ユアサ商事のビル。
ビルの右側の道は入堀に
沿った道で、向かいのビ
ルの場所に入堀があった。
右：日本橋人形町あたり
の入堀跡地は公園となっ
ていて、両側を道路に挟
まれている。



24

旧木原店

江
戸
橋

鎧
橋

茅
場
橋

常
盤
稲
荷

小
網
稲
荷

山
王
日 智

堀
留
児
童
公
園

霊
巌

日
本
橋

一
石
橋

呉
服
橋

常
盤
橋

山本山

三井
（越後屋）

三越
（越後屋）

西川
（近江屋）

高島屋

日本橋
郵便局

三菱倉庫

東京証券取引所

日証券

日清製粉

郵船

小網町
記念館

東京穀物
商品取引所

三越

国分
野村証券

大和証券

中央警察署

消防署

日本銀行
（金座）

日本銀行

旧
外
堀

旧江戸橋

堀が行き止まりになっていたから堀留町。幕末から
戦前にかけて、鉄や銅の問屋が軒を連ね、富豪の町
と呼ばれるほどの活気だったという。堀の埋め立て
跡地は、現在、堀留児童公園になっているが、謂れ
を匂わすものは何も残っていない。

魚河岸の人たちからの寄進が多い常盤稲荷。昔は堀
に面していた。

首都高速道路の入口がある
江戸橋。三菱倉庫（中央右）
の隣は郵政発祥の地（1871
年　明治4）の日本橋郵便
局。
右：三菱倉庫は、堀に向か
ってファサードを残してい
る唯一の建物。
下右：東京穀物商品取引所
下中：東京証券取引所。こ
の一帯のビル群が、証券、
銀行に代表される日本の金
融市場をまかなっている。
下：小網稲荷。江戸の地図
には掲載されていないが日
本橋七福神のひとつ。
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商人の港、日本橋界隈

上：日本橋から南を臨むと、左が、近江の西川、山本山の看板の向こうが高島屋。
下：江戸時代の日本橋グルメ横町「木原店」があった通り。

上：創業1712年と看板に掲
げる国分ビルは日本橋1-1-1。
写真中央奥が野村証券。
右：国分ビルの向いの漆器
店のショーケースに、元の
日本橋の欄干に使われてい
た1658年（萬治1）の擬宝
珠（ぎぼし）が保存されて
いるのを発見。
下：江戸名所図絵から位置
が変わらぬ三越（越後屋）。
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新川大神宮は、当時大変な賑わいを見せていた。現在は、往時の面影はない。
手水や石灯籠などの寄進者の中には、醤油・酒・酢などの醸造関係の会社も名
を連ねている。

残念ながら、新川は関東大震災で壊滅的な打撃を受け、そのがれきで埋められてし
まった。わずかに残された隅田川に面した部分も、戦後埋め立てられ、まったく残
っていない。隅田川への河口だったところに『新川の跡』がある。（写真下）

永代橋のたもとには、船員教育発祥の地の碑があった。
創設には、大久保利通がかかわっている。

右：豊海橋の北側には、海から出入りする船を
見張る「御船手番所」が設置されていた。
上：豊海橋をくぐって、日本橋川に入る。
左：江戸時代からの商人がたくさん軒を連ねて
いるたが、この地域だ。いまだ健在の会社も数
軒残っている。
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商人の港、日本橋界隈

隅
田
川

日本橋川（霊願島新堀）

旧新川

旧永代橋

鎧
橋

茅
場
橋

山
王
日
枝
神
社

智
泉
院
薬
師
堂

新
川
の
碑

船員教育発祥の地

日
本
銀
行
創
業
の
地

高
尾
稲
荷

見
張
り
址

新
川
神
宮

湊
橋

永
代
橋

豊
海
橋

霊
巌
橋

東京証券取引所

郵船

大和証券

署

署

上：湊橋
左：霊岸橋
下：霊雁島の開拓・造成を進めた河村瑞軒の屋敷跡。人知れず、
ひっそりとあった。

下：日本銀行創業の碑。現在の日本銀行
は一石橋の北側、金座の跡にあるが、創
業は河口に近い場所にあった。

上：山王日枝神社。三方に小道がついており、人々の抜け
道にもなっていた。
下：智泉院薬師堂。鋳物製の水槽にも、寄進者や鋳物師の
名が見える。戦時に供出されなかったのが奇跡的だ。
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栄
を
究
め
た
港
が
﹁
新
河
岸
﹂
に
中
心

的
な
地
位
を
譲
る
と
い
う
例
は
、
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
さ
え

も
機
能
が
真
に
必
要
と
さ
れ
れ
ば
残
さ

れ
る
わ
け
で
、
港
の
機
能
や
場
所
も
生

き
物
の
よ
う
に
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
繁

栄
し
た
り
衰
退
し
た
り
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
。

日
本
橋
界
隈
は
、
江
戸
開
府
当
初
か

ら
隅
田
川
河
口
部
に
近
く
、
江
戸
を
守

る
軍
事
上
の
拠
点
で
あ
っ
た
た
め
、
徳

川
家
康
に
早
く
か
ら
仕
え
た
向
井

将
監

し
ょ
う
げ
ん

や
間
宮
造
酒
丞

み
き
の
じ
ょ
う

、
小
浜
弥
三
郎

な
ど
の
屋
敷
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
水
軍

と
し
て
活
躍
し
た
武
将
で
、
水
路
か
ら

の
攻
撃
に
対
す
る
守
り
を
固
め
る
意
味

で
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
兜
町
の
名

は
、
１
８
７
１
年
︵
明
治
４
︶
明
治
維

新
の
論
功
行
賞
と
し
て
兜
町
界
隈
の
土

地
が
三
井
組
な
ど
に
下
賜
さ
れ
、
町
場

と
な
っ
て
か
ら
と
い
う
。
町
名
の
由
来

は
兜
神
社
の
兜
塚
に
よ
る
と
伝
え
ら
れ

る
。も

と
も
と
渡
し
舟
が
行
き
来
す
る
船

着
場
に
１
８
７
２
年
︵
明
治
５
︶
鎧
橋

︵
当
初
は
木
製
︶
が
架
け
ら
れ
た
こ
と

で
、
日
本
橋
地
区
と
の
交
通
が
至
便
に

な
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
日
本
経
済

の
中
心
地
と
し
て
大
い
に
繁
栄
し
た
。

斎
藤
善
之
さ
ん
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、

日
本
橋
界
隈
も
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
を

遂
げ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
本
町

辺
り
に
は
米
や
塩
の
問
屋
、
小
網
町
に

は
小
麦
粉
、
砂
糖
、
繊
維
の
問
屋
、
そ

型
番
商
売
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
実
際
に

使
わ
れ
て
い
る
顧
客
と
共
同
で
も
の
づ

く
り
を
考
え
て
い
か
な
い
と
ユ
ー
ザ
ー

ニ
ー
ズ
が
つ
か
め
な
い
。
本
当
に
必
要

な
も
の
を
一
か
ら
つ
く
っ
て
い
く
と
い

う
手
間
の
か
か
る
仕
事
を
し
て
、
収
益

と
ど
う
結
び
つ
け
る
か
が
こ
れ
か
ら
の

課
題
で
す
﹂

た
と
え
３
４
０
年
た
っ
た
老
舗
で
も
、

た
ゆ
ま
ず
前
進
す
る
こ
と
が
商
い
に
と

っ
て
不
可
欠
な
の
だ
。

歴
史
が
生
ん
だ
町
の
個
性

実
際
に
歩
い
て
み
れ
ば
、
日
本
橋
本

町
の
辺
り
の
鰹
節
、
小
網
町
の
繊
維
や

製
糖
業
や
製
粉
業
、
新
川
の
酒
や
酢
と

い
っ
た
醸
造
問
屋
と
い
っ
た
具
合
に
、

今
で
も
老
舗
の
本
店
の
位
置
と
出
自
、

業
種
ご
と
の
立
地
か
ら
は
舟
運
の
名
残

が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
埋
め
立
て
に
よ
る
港
の
位
置

の
変
化
が
、
商
い
や
港
の
機
能
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
１
５
９
０
年

︵
天
正
18
︶
の
徳
川
家
康
江
戸
入
府
の

こ
ろ
に
は
、
今
の
中
央
区
は
ほ
と
ん
ど

が
葦
の
生
え
た
潮
の
浜
だ
っ
た
の
だ
。

神
田
山
︵
駿
河
台
︶
を
削
っ
た
土
が
埋

め
立
て
に
使
わ
れ
、
日
本
橋
、
京
橋
辺

り
は
１
６
０
６
年
︵
慶
長
10
︶
ご
ろ
に

完
成
し
た
。

河
口
や
沿
岸
に
あ
っ
た
港
が
埋
め
立

て
に
よ
っ
て
内
陸
化
し
て
、
か
つ
て
繁

上：第１級水準点
右：東京港発祥の地。

鉄砲州稲荷には力石や針
供養の針塚がある。
鉄砲州は千石船の船溜り
だった。力石は、力仕事
の人たち（荷役など）が
多くいたことの証明だろ
うか。



し
て
兜
町
や
茅
場
町
に
は
銀
行
や
証
券

会
社
が
軒
を
連
ね
る
と
い
う
具
合
に
、

時
代
と
と
も
に
主
力
商
品
の
中
心
が
動

い
て
い
る
こ
と
だ
。

特
に
小
網
町
の
製
紛
、
製
糖
、
繊
維

の
原
料
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の

外
交
政
策
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
も
の

だ
。
朝
鮮
半
島
で
は
１
９
０
４
年
︵
明

治
37
︶
ご
ろ
か
ら
綿
花
栽
培
が
始
ま
り
、

台
湾
で
は
１
９
０
０
年
︵
明
治
33
︶
に

設
立
さ
れ
た
台
湾
製
糖
を
中
心
と
し
た

製
糖
業
が
盛
ん
に
な
り
、
日
清
戦
争

︵
１
８
９
４
〜
１
８
９
５
年
︶
以
降
の

満
州
か
ら
は
小
麦
粉
が
輸
入
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
新
興
業
種
の
勃
興
は
、

期
せ
ず
し
て
近
世
か
ら
近
代
へ
と
日
本

の
商
い
の
形
態
が
大
き
く
変
貌
を
遂
げ

た
時
期
と
重
な
る
。

１
８
７
４
年
︵
明
治
７
︶
に
は
楓

川
と
日
本
橋
川
の
合
流
す
る
海
運
橋

︵
も
と
の
海
賊
橋
︶
橋
詰
に
第
一
国
立

銀
行
が
建
て
ら
れ
、
維
新
政
府
に
よ
る

殖
産
興
業
策
と
し
て
株
式
会
社
制
度
の

導
入
も
後
押
し
し
て
、
兜
町
の
地
に
は

商
業
上
の
重
要
な
会
社
や
近
代
的
な
株

式
会
社
が
集
中
し
た
。

ま
た
明
治
政
府
は
、
封
建
時
代
の
制

度
を
払
拭
す
る
た
め
新
・
旧
公
債
な
ど

を
発
行
し
た
。
こ
れ
ら
公
債
の
売
買
が

活
発
に
な
る
に
伴
い
、
取
引
機
関
設
立

の
機
運
が
高
ま
っ
た
た
め
、
１
８
７
８

年
︵
明
治
11
︶
に
株
式
取
引
所
条
例
を

制
定
。
株
式
会
社
組
織
の
東
京
株
式
取

引
所
は
、
こ
の
条
例
を
受
け
て
、
同
年
、

29

商人の港、日本橋界隈

亀
島
川

旧八丁堀

東
京
港
の
碑

水
準
点

鉄
砲
州
稲
荷

桜川公園桜川公園

住
吉
神
社

佃
大
橋

水道局
ポンプ所

渋
沢
栄
一
、
三
井
養
之
助
ら
が
設
立
し

た
も
の
だ
。
兜
町
は
、
民
部
省
通
産
司

や
政
府
公
認
の
米

こ
め

商
会
所
の
ほ
か
、
多

く
の
銀
行
が
設
立
さ
れ
て
ビ
ジ
ネ
ス
の

一
大
中
心
地
と
な
っ
て
い
っ
た
。

町
に
息
づ
く

歴
史
の
リ
ア
リ
テ
ィ

江
戸
と
い
う
か
つ
て
な
い
規
模
の
大

都
市
の
誕
生
が
、
都
市
生
活
者
と
大
量

消
費
を
生
ん
だ
、
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
斎
藤
善
之
さ
ん
の
い
う
よ

う
に
和
食
革
命
に
つ
な
が
っ
て
、
一
層

の
消
費
需
要
を
喚
起
し
た
。
江
戸
は
武

士
や
庶
民
の
台
所
と
直
結
し
た
物
流
拠

点
で
あ
り
、
水
運
の
都
だ
っ
た
の
だ
。

米
と
塩
と
い
う
命
を
支
え
る
一
次
産

品
が
、
小
麦
粉
、
砂
糖
、
繊
維
な
ど
、

製
品
を
つ
く
る
た
め
の
原
料
に
そ
の
地

位
を
譲
り
、
つ
い
に
は
現
実
の
物
性
を

持
た
な
い
﹁
先
物
取
り
引
き
﹂
や

﹁
株
・
証
券
﹂
と
い
っ
た
金
融
に
至
る
。

こ
う
し
た
過
程
で
、
見
え
に
く
く
な
っ

た
と
は
い
え
、
庶
民
の
台
所
や
胃
袋
と

直
結
し
た
物
流
拠
点
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、

こ
う
し
て
探
せ
ば
ま
だ
ま
だ
東
京
の
中

に
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。

奥
州
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
ま
ち
歩
き

は
、
期
せ
ず
し
て
、
江
戸
の
水
運
だ
け

で
な
く
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
物

流
の
大
変
動
の
裏
側
も
見
せ
て
く
れ
た
。

昔ながらの佃煮屋、鳥居に続く路地など、佃島は過去と未来の共
存をアピールしている。摂津国佃村（今の大阪市西淀川区佃）の
漁民が江戸に来て、埋め立てによって島をつくったのが佃島だ。




