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化政文化を生んだ武士と
町人の交流 ｜｜本所割下水と葛飾北斎

『絵本隅田川両岸一覧』（両国）
北斎の狂歌絵本の代表作。両国橋の両側には火
除地として広小路が設けられ、上野、浅草と並ぶ江
戸の盛り場として賑わった（すみだ北斎美術館蔵）

本所深川町屋絵図（旧幕府引継書）
本所割下水の位置を記す。南側が今の北斎通りで、北側は
春日通りにあたる（国立国会図書館蔵）

隅田川右岸から上流の両国橋を望む。北斎は生涯のほとんどを左岸の墨田区内で過ごした

Special Feature｜EAST TOKYO｜ ｜本所｜墨田区｜掘割と文化

「明暦の大火」（1657年［明暦3］）をきっかけに、隅田川左岸の湿地帯を
開拓するためにつくられた掘割の一つに本

ほ ん じ ょ

所割
わ り

下
げ

水
す い

がある。これは、
建築資材を舟で運び込む「運搬路」でもあった。このそばで生まれた
のが浮世絵師の葛飾北斎だ。北斎が生涯離れなかった本所界隈は、
士農工商の身分を超えた文化の発信地だった。すみだ北斎美術館 
学芸員の五味和之さんに、本所割下水と北斎についてお聞きした。

竪川
大
横
川

横
十
間
川

大
川（
隅
田
川
）

両国橋

本所割下水（北）

本所割下水（南）

Kazuyuki Gomi
1958年生まれ。大正大学文学部卒
業、同大学院文学研究科修士課程
修了。墨田区文化財保護指導員や
文化センター講師を経て2009年から
現職（墨田区文化振興財団職員）。
2016年、美術館開館と同時に教育・
普及を担当。

インタビュー

五味和之さん

すみだ北斎美術館 学芸員
（教育普及担当）
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防
災
都
市
と
し
て

開
発
さ
れ
た
本
所

　

北き
た
じ
ゅ
っ
け
ん

十
間
川
を
は
さ
み
北
部
の
向
島
区

と
南
部
の
本
所
区
が
１
９
４
７
年
（
昭

和
22
）
に
統
合
し
て
誕
生
し
た
の
が
墨

田
区
で
す
。
江
戸
時
代
初
期
ま
で
、
南

側
は
わ
ず
か
な
干
潟
に
人
家
が
点
在
す

る
荒
れ
た
湿
地
帯
で
し
た
。

　

本
所
地
域
が
開
発
さ
れ
た
の
は
明
暦

の
大
火
以
降
。
焼
け
出
さ
れ
た
人
々
の

移
転
先
と
し
て
、
10
万
人
余
り
の
遺
骨

を
葬
る
場
所
と
し
て
、
さ
ら
に
は
防
災

都
市
計
画
と
し
て
、
幕
府
は
本
所
地
域

を
開
拓
整
備
し
、
新
た
な
ま
ち
な
み
を

形
成
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
江
戸
市

中
は
江
戸
城
を
中
心
に
旗
本
屋
敷
を

「
の
」
の
字
に
配
置
す
る
軍
事
要
塞
的

な
ま
ち
づ
く
り
で
し
た
が
、
明
暦
の
こ

ろ
と
も
な
れ
ば
幕
政
は
安
定
し
外
敵
の

脅
威
も
薄
れ
て
い
た
の
で
、
防
災
上
の

観
点
か
ら
も
っ
と
も
機
能
的
な
碁
盤
目

状
に
区
画
整
理
し
た
の
で
す
。

　

両
国
橋
を
架
け
、
市
中
に
防
火
堤
や

火
除
け
地
を
設
け
、
竪た
て

川
、
大
横
川
、

北
十
間
川
、
横
十
間
川
な
ど
を
縦
横
に

開
削
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
運
河
は
今

も
残
り
ま
す
が
、
暗あ
ん
き
ょ渠
と
な
っ
た
用
水

路
に
「
割
下
水
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が

あ
り
ま
す
。
道
路
を
割
っ
て
掘
削
し
、

建
築
資
材
を
運
ぶ
舟
が
通
っ
た
り
、
排

水
路
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
割

｜HONJO｜Sumida-ku

1910年（明治43）（右）と関東
大震災以前（左）の本所割下水

（南割下水）。下水と名づけら
れているものの水はきれいで、
飲み水（上水）以外の生活水と
して使われていたという（墨田
区立ひきふね図書館蔵）

本所割下水（南割下水）は昭和初期に暗渠となり、1994年（平成6）から
「北斎通り」と命名された。本所七不思議の舞台の一つとしても知られる
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下
水
は
２
本
あ
っ
て
、
現
在
の
北
斎
通

り
が
「
南
割
下
水
」、
春
日
通
り
が

「
北
割
下
水
」
で
、
東
西
に
貫
通
し
て

い
た
の
で
す
。
た
ん
に
「
割
下
水
」
と

い
う
と
南
割
下
水
近
辺
を
指
し
、
北
斎

通
り
の
名
は
浮
世
絵
師
・
葛
飾
北
斎
の

生せ
い

地ち

だ
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

隅
田
川
を
両
国
橋
で
渡
っ
た
割
下
水

周
辺
の
本
所
地
域
こ
そ
、
後
の
文
化
文

政
期
（
1
8
0
4
～
1
8
3
0
）
を
最
盛
期

と
す
る
江
戸
町
人
文
化
「
化
政
文
化
」

（
注
１
）
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
む
淵え

ん
げ
ん源

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、

五
代
将
軍
綱
吉
（
1
6
4
6
～
1
7
0
9
）

の
時
代
に
実
施
さ
れ
た
ま
ち
な
み
の
再

整
備
で
す
。

江
戸
の
文
化
を
育
ん
だ

「
身
分
を
超
え
た
つ
な
が
り
」

　

本
所
の
再
整
備
は
、
原
因
は
津
波
な

ど
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
地
上
90
㎝
に
達

す
る
大
水
が
出
た
た
め
で
す
。
幕
府
は

本
所
の
土
地
を
い
っ
た
ん
公
収
し
、
武

士
は
元
の
屋
敷
に
戻
ら
せ
、
町
人
に
も

補
償
金
を
出
し
て
西
側
に
移
転
さ
せ
ま

し
た
。
こ
の
都
市
計
画
の
練
り
直
し
の

時
期
に
代
替
わ
り
し
た
将
軍
が
綱
吉
で

す
。
初
の
徳
川
直
系
で
は
な
い
政
権
な

の
で
力
ず
く
で
抑
え
よ
う
と
す
る
軍
事

的
な
色
彩
が
強
く
、
武
士
の
た
め
の
ま

ち
づ
く
り
へ
と
仕
切
り
直
し
ま
す
。
碁

盤
目
状
の
ま
ち
な
み
は
残
し
た
の
で
す

が
、
よ
り
細
か
く
区
割
り
し
、
道
も
狭

く
し
て
、
旗
本
・
御
家
人
地
を
多
く
設

け
、
与
力
・
同
心
の
組
屋
敷
や
、
雑

兵
・
足
軽
の
官
舎
も
置
き
ま
し
た
。
ゆ

っ
た
り
し
た
防
災
都
市
か
ら
、
武
士
の

比
率
が
高
い
軍
事
都
市
へ
と
若
干
の
修

正
が
図
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
町
割

は
現
在
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
ま
ち
づ
く
り
は
武
士
と
町

人
の
交
流
を
も
た
ら
し
、
新
た
な
文
化

を
生
み
ま
し
た
。
旗
本
・
御
家
人
な
ど

の
下
級
武
士
は
３
日
に
１
回
く
ら
い
し

か
仕
事
が
な
く
、
下
手
を
す
る
と
裃
か
み
し
もを

質
に
入
れ
る
ほ
ど
生
活
に
困
窮
し
て
い

ま
す
。
一
方
で
町
人
は
、
そ
こ
そ
こ
カ

ネ
は
あ
る
も
の
の
暇
つ
ぶ
し
の
娯
楽
に

飢
え
て
い
る
。
カ
ネ
の
な
い
暇
人
と
カ

ネ
の
あ
る
暇
人
が
隣
り
同
士
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
す
る
と
「
お
武
家

さ
ん
、
あ
ん
た
読
み
書
き
で
き
て
漢
籍

も
古
典
も
知
っ
て
る
な
ら
、
お
も
し
ろ

い
話
を
書
い
て
く
れ
な
い
か
、
カ
ネ
は

出
す
か
ら
」
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で

す
。

　

武
士
に
す
れ
ば
、
例
え
ば
高
屋
彦
四

郎
の
本
名
で
は
ま
ず
い
か
ら
柳
り
ゅ
う
て
い
た
ね
ひ
こ

亭
種
彦

と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
作
品
を
出
す
。

そ
れ
が
当
た
っ
て
、
次
か
ら
次
へ
と
作

品
を
書
き
、
ど
ん
ど
ん
芝
居
小
屋
に
か

か
る
。
し
ま
い
に
は
作
家
を
と
る
か
武

士
を
と
る
か
幕
府
に
迫
ら
れ
筆
を
折
っ

た
山さ
ん
と
う
き
ょ
う
で
ん

東
京
伝
の
よ
う
な
人
気
戯
作
者
も

出
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
し
た
素
養
あ

る
下
級
武
士
が
多
く

住
ん
で
い
た
の
が
本

所
地
域
で
し
た
。
町

人
も
商
人
も
武
士
も

農
民
も
渾
然
一
体
と

な
っ
て
い
た
本
所
の

よ
う
な
地
域
は
江
戸

じ
ゅ
う
探
し
て
も
そ

う
そ
う
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
文
化
は
混

沌
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
戯
作
や

浮
世
絵
な
ど
江
戸
文
化
が
爆
発
す
る
導

火
線
に
い
つ
火
が
着
い
て
も
お
か
し
く

な
い
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。

本
所
割
下
水
に
生
ま
れ

93
回
引
っ
越
し
た
絵
師

　

そ
ん
な
江
戸
文
化
を
代
表
す
る
浮
世

絵
師
の
一
人
が
葛
飾
北
斎
（
注
２
）
で
す
。

本
所
割
下
水
で
生
ま
れ
た
北
斎
の
父
親

は
川
村
氏
と
し
か
わ
か
ら
ず
、
武
士
か

町
人
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
母
方
の

先
祖
は
赤
穂
浪
士
に
討
ち
取
ら
れ
た
吉

良
上
野
介
の
家
臣
、
小
林
平
八
郎
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

幕
府
の
御
用
鏡
師
で
あ
る
中
島
伊
勢

の
養
子
に
な
り
、
６
歳
か
ら
絵
を
描
く

こ
と
が
好
き
で
、
19
歳
で
版
木
彫
り
の

仕
事
を
辞
め
、
浮
世
絵
師
の
勝
川
春
章

に
弟
子
入
り
し
ま
し
た
。

　

当
時
と
し
て
は
異
例
の
90
歳
と
い
う

長
寿
を
全
う
し
た
北
斎
は
、
最
晩
年
に

至
る
ま
で
旺
盛
な
創
作
活
動
を
続
け
、

多
種
多
彩
な
画
業
を
残
し
ま
し
た
が
、

実
に
生
涯
93
回
に
わ
た
る
「
引
っ
越
し

魔
」
だ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
敷
金
・
礼
金
も
な
け
れ
ば
鍋
釜
さ

え
損
料
屋
（
今
の
レ
ン
タ
ル
店
）
か
ら
借
り

ら
れ
た
時
代
な
の
で
、
気
軽
に
身
一
つ

で
た
び
た
び
引
っ
越
す
こ
と
も
可
能
で

し
た
。

　

な
ぜ
北
斎
は
そ
ん
な
に
住
ま
い
を
変

え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
カ
ネ
遣
い
の
荒

い
孫
か
ら
逃
げ
て
い
た
、
掃
除
嫌
い
で

家
が
汚
れ
る
た
び
に
取
り
替
え
た
、
先

輩
の
仏
教
学
者
が
願
掛
け
で
百
度
転
居

し
た
の
に
倣
っ
た
…
…
な
ど
諸
説
あ
り

ま
す
が
、
い
ず
れ
も
あ
ま
り
よ
い
話
で

は
な
い
の
で
、
墨
田
区
と
し
て
は
「
創

作
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
る
た

め
頻
繁
に
環
境
を
変
え
た
」
と
説
明
す

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

浮
世
絵
は
薄
利
多
売
で
す
か
ら
版
元

Special Feature｜EAST TOKYO｜ ｜本所｜墨田区｜掘割と文化

『北斎仮宅之図』
北斎の弟子が描いた晩年の北斎と三女・応為（おう
い）。衣食などに無頓着で、散らかった部屋で作画三
昧だったことが窺える（国立国会図書館蔵）

（注１）化政文化

文化・文政（ぶんかぶんせい）（1804～1830）ころの江戸
中心の町人文化。人情本や俳諧、川柳などが流行し、浄瑠
璃や歌舞伎、浮世絵も盛んだった。



27

は
儲
か
り
ま
す
が
絵
師
は
潤
い
ま
せ
ん
。

殿
様
や
豪
商
の
仲
間
内
で
配
る
会
員
限

定
の
豪
華
絢
爛
で
高
価
な
摺
絵
や
枕
絵

（
春
画
）
で
絵
師
は
生
計
を
立
て
て
い
ま

し
た
。　

　

北
斎
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実

は
１
９
９
９
年
（
平
成
11
）
に
ア
メ
リ
カ

の
『
ラ
イ
フ
』
誌
が
「
こ
の
千
年
に
偉

大
な
業
績
を
残
し
た
百
人
」
と
し
て
北

斎
を
讃
え
る
ま
で
、
日
本
で
は
「
技
巧

を
凝
ら
し
た
枕
絵
師
」
と
の
偏
見
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
根
強
く
、
嫌
う
人
も
多
か

っ
た
の
で
す
。

マ
ル
チ
な
才
人
が

生
涯
追
っ
た
画
題「
水
」

　

独
自
の
遠
近
法
や
想
像
力
を
駆
使
し

た
鳥
瞰
図
な
ど
技
巧
に
優
れ
て
い
た
の

み
な
ら
ず
、
北
斎
は
多
方
面
に
才
能
を

発
揮
し
ま
し
た
。

　

風
景
は
も
ち
ろ
ん
人
物
も
得
意
で
読

本
の
挿
絵
も
描
き
、
煙
管
や
櫛
の
デ
ザ

イ
ン
も
す
れ
ば
、
絵
画
の
技
法
を
手
ほ

ど
き
す
る
教
育
者
で
も
あ
り
、
巨
大
な

箒ほ
う
きに

墨
汁
を
付
け
て
達
磨
を
描
い
た
か

と
思
え
ば
米
粒
に
雀
を
描
く
な
ど
、
時

に
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
で
も
あ
っ
た
の
で

す
。
こ
れ
ほ
ど
幅
広
く
活
躍
し
た
浮
世

絵
師
は
ほ
か
に
い
ま
せ
ん
。
一
つ
所
に

留
ま
ら
ず
好
奇
心
の
赴
く
ま
ま
挑
戦
を

続
け
、
90
歳
で
世
を
去
る
直
前
ま
で
絵

筆
を
離
さ
ず
「
あ
と
５
年
、
天
が
命
を

与
え
て
く
れ
れ
ば
ほ
ん
と
う
の
絵
師
に

な
れ
る
の
に
」
と
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
る
た
め
に
引
っ
越

し
を
繰
り
返
し
た
」
と
い
う
墨
田
区
の

「
公
式
見
解
」
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
北
斎
が
、
こ
れ
だ
け
は
一
貫

し
て
追
究
し
た
画
題
、
そ
れ
が
「
水
」

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
形
の
な
い
水
を

ど
う
捉
え
、
海
、
波
、
川
、
滝
を
い
か

に
描
く
か
。
40
代
半
ば
で
描
い
た
『
賀

奈
川
沖
本
杢
乃
図
』
と
70
代
で
描
い
た

『
冨
嶽
三
十
六
景　

 

神
奈
川
沖
浪
裏
』

を
比
べ
る
と
、
波
の
表
現
の
巧
拙
は
一

目
瞭
然
。
今
に
も
水
し
ぶ
き
が
か
か
る

よ
う
な
後
者
の
迫
力
は
、
ま
る
で
３
Ｄ

映
像
の
よ
う
で
す
。

　

93
回
の
引
っ
越
し
で
は
小
石
川
や
浅

草
に
も
行
き
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
隅
田

川
沿
岸
に
戻
っ
て
い
ま
す
。
隅
田
川
も

よ
く
描
き
ま
し
た
。
富
士
山
を
望
む
悠

揚
た
る
川
の
流
れ
と
、
そ
の
周
辺
に
生

き
る
人
々
の
活
気
。
そ
れ
こ
そ
北
斎
が

生
涯
変
わ
ら
ず
魅
了
さ
れ
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化政文化を生んだ武士と町人の交流

｜本所｜掘割と文化

｜HONJO｜Sumida-ku

（注２）葛飾北斎

江戸後期の浮世絵師（1760～1849）。江戸本所割下水の川村家に生まれ
る。春朗・宗理・画狂人などたびたび号を変えた。勝川春章の門で浮世絵を、ま
た狩野派・土佐派・西洋画などからも画技を学ぶ。マネ、モネらフランス印象派
の画家に大きな影響を与えた。代表作に『冨嶽三十六景』『北斎漫画』など。

（上）『賀奈川沖本杢乃図』
文化前期（1804～09）に描かれた洋風版画。の
ちの『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』に連なる
構図だ

（中）『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』
1831年（天保2）ごろに描かれた。『賀奈川沖本
杢乃図』と比べると波の表現が進化していること
がわかる

（下）『冨嶽三十六景　御厩川岸より両国橋夕
陽見』
御厩川岸は今の厩橋付近。両国橋が下流にあ
り、その向こうには富士山が描かれている

（3点とも、すみだ北斎美術館蔵）


