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隅田川の吾妻橋上流にある親水テラスから流されたとうろう。
人々のさまざまな思いを載せて川面を下っていく

途
絶
え
か
け
て
い
た

と
う
ろ
う
流
し
を
復
活

「
僕
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
隅
田
川
は
と

に
か
く
臭
か
っ
た
。
近
づ
か
な
か
っ
た

で
す
よ
」

　

そ
う
話
し
は
じ
め
た
の
は
、
浅
草
観

光
連
盟
事
務
局
で
広
報
を
担
当
す
る
飯

島
邦
夫
さ
ん
。
連
盟
と
い
っ
て
も
浅
草

を
盛
り
上
げ
よ
う
と
す
る
地
元
旦
那
衆

を
中
心
と
し
た
集
ま
り
で
、
堅
苦
し
い

も
の
で
は
な
い
。
飯
島
さ
ん
の
実
家
も

変わることを恐れない
浅草人のプライド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　隅田川 とうろう流し
水質浄化が進み、さらに人々の憩いの場となる親水テラス
が整備された隅田川。その吾妻橋のたもとで毎年８月に行
なわれるのが、12年前に復活した「隅田川 とうろう流し」
だ。関東大震災や東京大空襲などで亡くなった方々の霊を
悼むために戦後始まったこの催しは、約40年の休止期間を
経て、今は老若男女、国籍を問わず多くの人が集うように
なった。その裏には、「変わることを恐れない」浅草の人
たちのプライドが隠されていた。
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合
羽
橋
で
祝
儀
袋
屋
を
営
ん
で
お
り
、

自
身
も
観
光
関
連
の
企
業
を
経
営
し
て

い
る
と
い
う
。

　

観
光
連
盟
で
は
、
ほ
ぼ
毎
月
の
ペ
ー

ス
で
な
ん
ら
か
の
行
事
を
実
施
し
て
お

り
、
隅
田
川
の
と
う
ろ
う
流
し
も
そ
の

一
つ
だ
。
終
戦
翌
年
の
１
９
４
６
年

（
昭
和
21
）
に
始
ま
っ
た
歴
史
あ
る
も
の

で
、
戦
火
で
焼
か
れ
た
浅
草
の
再
興
の

た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
浅
草
復
建
自
治

会
（
観
光
連
盟
の
前
身
）
が
、
浅
草
寺
な
ど

と
協
力
し
て
実
施
し
た
「
浅
草
復
興

祭
」
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
が

最
初
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
後
、
20
年

に
わ
た
り
続
け
ら
れ
た
が
、
隅
田
川
の

護
岸
工
事
が
実
施
さ
れ
川
辺
に
人
が
降

り
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
１
９
６

６
年
（
昭
和
41
）
に
一
度
中
止
さ
れ
た
。

そ
れ
が
、
隅
田
川
親
水
テ
ラ
ス
の
設
置

な
ど
川
岸
の
再
整
備
が
進
ん
だ
の
を
受

け
、
飯
島
さ
ん
た
ち
が
２
０
０
５
年

（
平
成
17
）
に
復
活
さ
せ
現
在
に
至
る
。

　

復
興
か
ら
高
度
経
済
成
長
に
向
か
っ

て
い
っ
た
１
９
５
０
～
60
年
代
に
は
隅

田
川
の
水
質
悪
化
の
問
題
が
発
生
。
と

う
ろ
う
流
し
の
ほ
か
に
も
、
名
物
だ
っ

た
寒
中
水
泳
（
１
９
５
３
年
［
昭
和
28
］
に
中

止
）、
伝
統
あ
る
ボ
ー
ト
競
技
大
会
で
あ

る
早
慶
レ
ガ
ッ
タ
、
花
火
大
会
の
ル
ー

ツ
で
も
あ
る
隅
田
川
花
火
大
会
（
と
も
に

１
９
６
１
年
［
昭
和
36
］
に
中
止
）
と
、
多
く
の

行
事
が
開
催
不
能
に
追
い
込
ま
れ
た
。

　

当
時
の
観
光
連
盟
は
事
態
を
打
開
す

べ
く
隅
田
川
浄
化
の
た
め
の
運
動
の
先

頭
に
立
っ
た
。
住
民
と
力
を
合
わ
せ
台

東
区
議
会
な
ど
に
粘
り
強
く
働
き
か
け

た
結
果
、
沿
岸
か
ら
流
れ
込
む
工
場
排

水
の
処
理
施
設
建
設
や
川
底
の
汚
泥
の

浚
渫
、
下
水
道
の
普
及
な
ど
が
実
現
し
、

水
質
は
徐
々
に
改
善
す
る
。
早
慶
レ
ガ

ッ
タ
と
花
火
大
会
は
1
9
7
8
年
（
昭

和
53
）
に
再
開
さ
れ
た
。

　

飯
島
さ
ん
た
ち
が
と
う
ろ
う
流
し
を

復
活
さ
せ
た
の
も
、
途
絶
え
か
け
た
伝

統
行
事
を
再
興
さ
せ
て
き
た
連
盟
の
姿

勢
を
踏
襲
し
た
も
の
な
の
だ
。

浅
草
の
四
季
折
々
の
催
し
を

地
道
に
続
け
て
い
く
こ
と

「
復
活
当
初
は
、
か
つ
て
に
倣
い
戦
災

者
の
慰
霊
を
目
的
に
し
て
い
ま
し
た
。

参
加
し
て
い
た
の
も
浅
草
で
暮
ら
す
方

が
ほ
と
ん
ど
。
そ
ん
な
と
き
に
東
日
本

大
震
災
が
起
き
て
雰
囲
気
が
変
わ
っ
た
。

復
興
や
未
来
へ
の
願
い
を
自
由
に
託
す
、

つ
ま
り
七
夕
の
短
冊
み
た
い
な
も
の
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
外
国

人
観
光
客
に
も
伝
わ
っ
て
大
き
く
な
っ

て
い
っ
た
。『
参
加
で
き
る
ア
ク
テ
ィ
ビ

テ
ィ
』
と
い
う
と
こ
ろ
が
受
け
て
い
る

ん
で
し
ょ
う
ね
」

　

18
時
。
と
う
ろ
う
流
し
が
始
ま
る
と
、

流り
ゅ
う
と
う
だ
い

灯
台
（
隅
田
川
に
と
う
ろ
う
を
流
し
入
れ
る
た

め
の
木
製
の
ス
ロ
ー
プ
）
に
参
加
者
が
長
い

列
を
な
す
。
岸
辺
は
幻
想
的
な
風
景
を

見
よ
う
と
集
ま
っ
た
見
物
客
で
埋
め
尽

く
さ
れ
た
。
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ろ
う
そ
く
の

火
が
揺
れ
る
橙
色
の
と
う
ろ
う
が
水
面

を
流
れ
て
い
く
。
そ
の
風
景
は
日
本
の

夏
の
風
情
そ
の
も
の
だ
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
は
か
つ
て
の
鎮
魂
の

た
め
の
と
う
ろ
う
流
し
が
変
わ
り
ゆ
く

様
で
も
あ
る
。
浅
草
が
「
変
わ
っ
て
い

く
」
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
思
う
の
か
。

「
浅
草
に
来
て
く
れ
る
人
が
増
え
る
の

で
あ
れ
ば
、
な
ん
で
も
や
る
の
が
僕
ら

で
す
か
ら
」

　

そ
う
言
っ
て
飯
島
さ
ん
は
笑
う
。
観

光
客
に
喜
ん
で
も
ら
う
の
が
大
事
。
続

い
て
こ
そ
の
伝
統
と
い
う
こ
と
か
。
だ

が
、
そ
れ
で
い
て
浅
草
の
伝
統
に
強
い

敬
意
と
愛
情
を
抱
い
て
い
る
。
そ
こ
に

強
さ
が
あ
る
。

「
浅
草
っ
て
ね
、
東
京
五
輪
の
後
に
テ

レ
ビ
が
普
及
し
た
こ
と
で
活
気
を
失
っ

た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
こ
ろ
、

僕
ら
の
先
輩
た
ち
は
地
元
を
ま
た
盛
り

上
げ
る
た
め
に
、
浅
草
の
風
情
や
伝
統

を
徹
底
的
に
研
究
し
た
。
そ
し
て
浅
草

で
行
な
わ
れ
て
き
た
四
季
折
々
の
催
し

を
地
道
に
続
け
て
い
け
ば
、
人
は
戻
っ

て
く
る
と
考
え
た
ん
で
す
」

　

そ
の
考
え
が
正
し
か
っ
た
こ
と
は
、

今
の
浅
草
の
賑
わ
い
が
証
明
し
て
い
る
。

先
輩
た
ち
の
意
思
を
継
ぐ
べ
く
、
飯
島

さ
ん
た
ち
は
「
寺
子
屋
」
と
称
し
、
年

長
者
か
ら
浅
草
の
歴
史
を
学
ぶ
機
会
を

重
ね
て
い
る
。
い
ず
れ
は
伝
え
る
側
の

役
を
担
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
受
け
入
れ
る
懐

の
深
さ
。
伝
統
を
守
る
意
思
。
そ
の
両

立
に
浅
草
で
生
き
る
者
の
プ
ラ
イ
ド
を

見
た
。

（
２
０
１
７
年
８
月
12
日
取
材
）

（右上）浅草観光連盟の広報担当、飯島邦夫さんと、飯島さんたちが設計した流灯台　（右下）外国語で書かれたとうろう。近年は外国人観
光客の参加も増えている　（左）ここ数年は、鎮魂よりも、自分や親しい人たちの幸せを願う内容が多いという

｜浅草｜行事


