
地域の底力 日本橋

取
材
・
文 

千
葉 

望
　写
真 

栗
原
克
己

大
都
会
・
東
京
都
は
、
実
は
小
さ
な
「
地
域
」
の
集
合
体
で
も
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
似
通
っ
て
い
る
よ
う
で
異
な
る
伝
統
を
持
ち
、

気
質
の
違
う
人
々
が
暮
ら
し
を
営
ん
で
き
た
。

江
戸
の
大お
お
だ
な店
の
歴
史
に
連
な
る
老
舗
、
先
端
的
企
業
が
集
ま
る
日
本
橋
に
、

そ
の
特
色
を
活
か
し
た
地
域
お
こ
し
の
現
状
を
探
っ
た
。

東
京
都
中
央
区
日
本
橋

老
舗
の
集
ま
る
伝
統
的
な
町
に

新
し
い
魅
力
を
付
け
加
え
て
い
く

人
々
の
集
合
体
・
日
本
橋
を
訪
ね
て

老
舗
の
集
ま
る
伝
統
的
な
町
に

新
し
い
魅
力
を
付
け
加
え
て
い
く

人
々
の
集
合
体
・
日
本
橋
を
訪
ね
て

日本橋架橋 100 周年記念オープニングセ
レモニー～いのり星 ® 放流（7 月 14 日）
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大
規
模
な
再
開
発
が
進
む
東
京
・
中

央
区
日
本
橋
地
区
。
日
本
を
代
表
す
る

ビ
ジ
ネ
ス
街
で
あ
り
な
が
ら
、
江
戸
に

さ
か
の
ぼ
る
歴
史
と
文
化
を
持
つ
、
誇

り
高
い
地
域
で
あ
る
。
高
層
ビ
ル
の
谷

間
を
少
し
歩
け
ば
、
横
町
文
化
の
片へ

ん
り
ん鱗

が
う
か
が
え
る
民
家
や
商
店
が
残
り
、

「
こ
こ
で
な
け
れ
ば
買
え
な
い
」
と
い

う
名
品
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

　

だ
が
最
近
は
、
東
京
の
あ
ち
こ
ち
に

あ
る
繁
華
街
の
勢
い
に
押
さ
れ
が
ち
だ

っ
た
。
同
じ
く
代
表
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
街

で
あ
る
丸
の
内
が
ビ
ジ
ネ
ス
街
で
あ
り

つ
つ
も
ブ
ラ
ン
ド
シ
ョ
ッ
プ
が
並
ぶ

「
週
末
も
楽
し
め
る
街
」
に
変
わ
り
つ

つ
あ
る
現
在
、
日
本
橋
は
ど
の
よ
う
な

個
性
を
打
ち
出
し
な
が
ら
変
化
を
模
索

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

丸
の
内
は
京
都
か
ら
皇
居
が
移
転
し

た
後
に
造
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
。
残
さ

れ
た
写
真
に
見
る
重
厚
な
レ
ン
ガ
造
り

の
街
並
み
は
、
明
治
以
降
の
西
洋
文
化

の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
。
一
方
日
本
橋

は
、
歌
川
広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景
」

の
浮
世
絵
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ
う

に
、
日
本
の
文
化
を
た
っ
ぷ
り
と
蓄
え

た
地
域
で
あ
る
。同
じ
よ
う
な
再
開
発
、

地
域
お
こ
し
で
は
う
ま
く
い
く
わ
け

も
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
を
地
域
の
人
々
は
よ
く
知
っ

て
い
る
よ
う
だ
。
新
た
に
建
設
さ
れ
た

ビ
ル
の
中
に
も
、
伝
統
と
先
端
が
調
和

し
た
テ
ナ
ン
ト
が
幾
つ
も
入
っ
て
い

る
。
例
え
ば
日
本
橋
室
町
に
あ
る
「
コ

レ
ド
室む

ろ
ま
ち町

」
の
一
階
に
路
面
店
と
し
て

入
っ
て
い
る
の
は
、
老
舗
か
つ
お
節
メ

ー
カ
ー「
に
ん
べ
ん
」本
店
に
併
設
さ
れ

た
「
日
本
橋
だ
し
場
（
N
I
H
O
N
B

A
S
H
I 

Ｄ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ 

Ｂ
Ａ
Ｒ
）」。

「
に
ん
べ
ん
」
は
日
本
橋
に
創
業
し
て

三
一
〇
年
余
り
の
老
舗
。
家
庭
で
だ
し

を
ひ
く
人
が
激
減
し
た
今
、
本
当
の
だ

し
の
う
ま
さ
を
味
わ
っ
て
も
ら
お
う

と
出
店
し
た
。

　

梅
雨
時
の
蒸
し
暑
い
日
の
夕
方
、
入

れ
代
わ
り
立
ち
代
わ
り
人
々
が
立
ち

寄
っ
て
好
み
の
だ
し
を
買
い
、
用
意
さ

れ
て
い
る
塩
や
し
ょ
う
ゆ
で
味
付
け

し
、
さ
っ
と
飲
ん
で
い
く
。
慣
れ
た
様

子
か
ら
、
い
か
に
も
常
連
と
い
う
風
情

の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
も
い
る
。
出
店
か
ら

江
戸
の
伝
統
を
意
識
し
た

日
本
橋
周
辺
の
地
域
お
こ
し

伝統を受け継ぐ店と最先端の高層タ
ワーとが同居する日本橋。多彩な魅力
を掘り起こす動きが始まっている。

「コレド室町」の地下に設けられた「日本橋案内所」。販売には着物姿の若い女性が携わっている。

「
日
本
橋
だ
し
場
」
で
は
、「
一
汁
一
飯
」
を
テ
ー
マ
に
、

か
つ
お
節
だ
し
、
汁
物
メ
ニ
ュ
ー
（
月
替
わ
り
）、
か

つ
ぶ
し
め
し
、
お
に
ぎ
り
、
総
菜
と
幅
広
く
メ
ニ
ュ
ー

を
提
供
し
て
い
る
。
写
真
提
供
：
株
式
会
社
に
ん
べ
ん



NICHIGIN 2011 NO.2711

約
八
カ
月
で
一
四
万
杯
売
れ
た
と
い

う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。

　
「
コ
レ
ド
室
町
」
の
地
下
に
は
「
日

本
橋
案
内
所
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
日
本
橋
の
老
舗
の
名
品
が

ず
ら
り
と
並
び
、
買
い
物
を
し
な
が
ら

伝
統
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
く

み
。「
榮
太
樓
」
の
あ
め
を
は
じ
め
と

す
る
食
品
は
も
ち
ろ
ん
、
手
ぬ
ぐ
い
、

う
ち
わ
な
ど
の
日
用
品
が
コ
ン
パ
ク

ト
に
並
べ
ら
れ
、
買
い
物
や
仕
事
の
つ

い
で
に
ち
ょ
っ
と
寄
っ
て
、
日
本
文
化

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。「
和
」

の
文
化
を
伝
え
る
他
の
テ
ナ
ン
ト
と

も
ど
も
、
よ
そ
に
は
な
い
日
本
橋
ら
し

さ
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
こ

の
ビ
ル
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

　
「
日
本
橋
案
内
所
」
を
出
て
す
ぐ
目

の
前
の
地
下
街
を
歩
く
と
目
に
入
る

の
が
、展
示
さ
れ
て
い
る
巻
物
で
あ
る
。

そ
の
名
も
『
熈
代
勝
覧
』。
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）
の
江
戸
日
本
橋
を
描
い

た
縦
四
三・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

一
二
三
二・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
長

大
な
絵
巻
で
あ
る
。
じ
っ
く
り
眺
め
て

み
る
と
、
日
本
橋
か
ら
今
川
橋
を
結
ぶ

問
屋
街
や
、
そ
こ
を
行
き
か
い
、
暮
ら

す
人
た
ち
の
姿
が
生
き
生
き
と
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

実
は
『
熈
代
勝
覧
』
の
原
本
は

一
九
九
九
年
に
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン

東
洋
美
術
館
で
発
見
さ
れ
た
。
日
本
橋

地
下
街
に
あ
る
の
は
レ
プ
リ
カ
だ
と

い
う
。
レ
プ
リ
カ
に
使
わ
れ
た
和
紙
を

提
供
し
た
の
は
日
本
橋
本
町
に
あ
る

「
小
津
和
紙
」。
小
津
は
も
と
も
と
三
重

県
伊
勢
の
出
で
、
松
阪
商
人
の
系
譜
で

あ
る
。
北
村
純
夫
社
長
は
、

　
「『
熈
代
勝
覧
』
の
レ
プ
リ
カ
を
製
作

す
る
に
当
た
っ
て
、
素
材
を
何
に
す
る

か
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
陶
器
が
良
い
の
で
は
と
か
。
最

終
的
に
は
和
紙
で
い
こ
う
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
、
当
社
に
お
話
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
と
に
か
く
耐
久
性
が
あ
っ

て
、
保
存
性
の
高
い
も
の
が
必
要
で
す

か
ら
、
古
い
歴
史
を
持
つ
和
紙
に
な
っ

た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
十
数
メ
ー
ト
ル

も
あ
る
絵
巻
に
印
刷
す
る
と
い
う
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
印
刷
適
性
も
必
要
で

し
た
」

　

と
話
す
。
材
料
に
は
丈
夫
で
し
な
や

か
、
折
り
曲
げ
に
も
強
い
高
知
県
の
コ

ウ
ゾ
を
選
び
、
良
い
水
の
あ
る
同
県
の

仁に

淀よ
ど
が
わ川
工
場
で
製
造
す
る
こ
と
を
決

め
た
。
こ
の
長
さ
の
紙
を
造
る
に
は
手

す
き
で
は
無
理
で
機
械
を
使
わ
ざ
る

を
得
な
い
が
、
和
紙
の
質
感
を
出
す
た

め
に
巻
き
取
り
ス
ピ
ー
ド
を
極
端
に

遅
く
し
た
。

　
「
新
聞
用
紙
の
場
合
分
速
一・七
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
で
す
が
、
こ
の
紙
は
分
速
二

メ
ー
ト
ル
（
笑
）。
ゆ
る
ゆ
る
と
す
い

て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
イ
ン
ク
ジ
ェ

ッ
ト
方
式
で
絵
を
吹
き
付
け
て
い
ま

す
」

　

和
紙
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
技
術
を
集
合
し
て
再
生
さ
れ
た
『
熈

代
勝
覧
』。
じ
っ
く
り
眺
め
て
い
る
と

当
時
の
人
々
の
息
遣
い
が
伝
わ
る
よ

う
で
、時
間
を
忘
れ
る
楽
し
さ
で
あ
る
。

　
「
私
は
伊
勢
で
会
社
に
入
り
、
六
〇

年
に
な
り
ま
す
。
日
本
橋
の
光
景
も
ず

い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
し
た
ね
。
当
社
の
周

り
も
以
前
は
織
物
問
屋
、
薬
種
問
屋
、

紙
問
屋
な
ど
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
業
種
の
企
業
が
入
る
ビ

ル
と
マ
ン
シ
ョ
ン
街
に
な
っ
て
い
ま

す
。
当
社
の
場
合
は
直
接
消
費
者
に
届

く
最
終
製
品
を
売
る
の
で
は
な
く
原

紙
を
扱
っ
て
い
る
の
で
、
何
と
か
生
き

残
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。

　

で
も
実
は
、
日
本
橋
を
起
点
に
す
る

伝
統
的
和
紙
作
り
の
技
術
で

『
熈き

代だ
い

勝し
ょ
う
ら
ん覧

』
復
活
に
貢
献

日本橋地域の底力

地下街に展示されている『熈代勝覧』のレプリカ。江戸時代の
風俗が生き生きと描かれており、足を止めてじっくりと眺める
人も多い。写真提供：名橋「日本橋」保存会
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と
近
く
に
神
田
明
神
は
あ
る
し
、
美
術

館
も
あ
る
し
、
七
〇
カ
所
ぐ
ら
い
楽
し

む
場
所
が
あ
る
。
浜
町
や
人
形
町
が
あ

り
、
芝
居
を
見
た
け
れ
ば
明
治
座
、
食

事
を
楽
し
む
な
ら
小
料
理
屋
。
買
い
物

だ
っ
て
デ
パ
地
下
へ
行
っ
て
、
ア
ジ
一

匹
さ
ば
い
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
る
。

こ
ん
な
い
い
所
は
な
い
の
で
は
？　

と
思
い
ま
す
」

　

こ
れ
ま
で
は
、
そ
の
魅
力
を
地
元
の

関
係
者
自
身
が
意
識
す
る
こ
と
は
あ

ま
り
な
か
っ
た
。
自
分
た
ち
の
良
さ
に

は
な
か
な
か
気
付
か
な
い
―
―
日
本

中
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

し
か
し
お
っ
と
り
と
構
え
て
い
た
日

本
橋
の
人
た
ち
も
、
周
辺
地
区
の
再
開

発
な
ど
に
刺
激
さ
れ
、
自
分
た
ち
の
魅

力
は
何
か
振
り
返
る
う
ち
に
伝
統
を

意
識
し
た
地
域
お
こ
し
に
目
覚
め
た
。

そ
し
て
、「
小
津
さ
ん
も
古
い
和
紙
部

門
を
拡
充
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
望

が
出
さ
れ
た
。

　

そ
の
声
に
応
え
、「
小
津
和
紙
」
の

現
在
の
ビ
ル
は
土
蔵
造
り
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
建
て
ら
れ
て
お
り
、
中
で
は
書

を
は
じ
め
「
和
」
の
文
化
を
楽
し
む
各

種
の
文
化
講
座
が
開
か
れ
る
ほ
か
、
江

戸
か
ら
平
成
に
連
な
る
三
五
八
年
の

歴
史
が
分
か
る
史
料
館
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー

が
あ
る
。

　

一
階
に
は
和
紙
製
品
や
筆
、
墨
を
売

る
シ
ョ
ッ
プ
と
、
紙
す
き
体
験
が
で
き

る
「
手
漉
き
和
紙
体
験
工
房
」
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
工
房
は
外
国
人
観
光
客

に
大
人
気
と
い
う
。

　

松
阪
商
人
の
系
譜
に
連
な
る
北
村

社
長
と
異
な
り
、
日
本
橋
室
町
に
あ
る

料
亭
「
と
よ
だ
」
の
四
代
目
・
橋
本
敬

氏
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
日
本
橋
と
い

う
生
粋
の
日
本
橋
っ
子
。
子
息
の
五
代

目
・
亨
氏
も
同
じ
く
日
本
橋
っ
子
。「
と

よ
だ
」
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
、

鮨す
し

の
屋
台
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
当

時
の
江
戸
は
屋
台
全
盛
で
、
店
に
勤
め

て
い
る
人
々
は
手
早
く
食
べ
ら
れ
る

「
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
」
と
し
て
屋
台
を

好
ん
で
い
た
。

　
「
文
久
三
年
と
い
え
ば
御
一
新
の
五

年
前
。
そ
の
後
明
治
に
入
っ
て
鮨
と
仕

出
し
の
店
を
出
し
て
今
に
至
り
ま
す
。

最
近
で
は
接
待
の
お
客
様
が
減
り
ま

し
た
の
で
、
う
ち
も
個
人
客
を
タ
ー
ゲ

ッ
ト
に
数
年
前
大
改
装
を
行
い
、
そ
れ

が
効
果
を
上
げ
て
い
ま
す
ね
。
京
料
理

と
は
違
う
江
戸
料
理
の
伝
統
を
受
け

継
い
だ
味
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
」

　

と
語
る
橋
本
氏
は
、
現
在
「
日
本
橋

地
域
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
一
〇
〇
年
計
画

委
員
会
」会
長
の
重
責
を
担
っ
て
い
る
。

　
「
実
は
日
本
橋
を
良
く
し
て
い
こ
う

と
い
う
団
体
は
幾
つ
も
あ
り
ま
す
。
今

外
国
人
観
光
客
が
来
る
の
は
銀
座
、
秋

葉
原
、
浅
草
で
、
日
本
橋
が
吹
っ
飛
ん

じ
ゃ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
何
と
か

日
本
橋
も
入
る
よ
う
に
し
た
い
と
中

央
区
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
し
、
私
た

ち
も
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
」

　

委
員
会
が
考
え
る
「
ま
ち
づ
く
り
の

課
題
」
は
、

　
「
日
本
橋
地
域
全
体
の
活
性
化
を
目

指
す
た
め
に
は
、
地
域
の
つ
な
が
り
、

回
遊
性
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
【
通
り
】
と
【
水
辺
】
の
再
生
が
重

要
な
課
題
で
あ
る
」

　

と
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
街
と

し
て
効
率
性
を
追
求
し
て
き
た
日
本

橋
は
、
広
い
歩
道
が
あ
る
銀
座
の
よ
う

な
「
歩
く
楽
し
み
」
が
薄
か
っ
た
。
ま

地
元
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
が

目
指
す
日
本
橋
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

「小津和紙」の１階には和紙を手すきできる「手漉き和紙体験工房」が開かれている。
ここでは無地の和紙と、自分で柄を付けた和紙をすき上げることができる。手すきの
難しさを体験することで、和紙の伝統に誇りが持てる。
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た
、
せ
っ
か
く
江
戸
時
代
か
ら
受
け
継

い
だ
水
運
の
歴
史
が
あ
り
な
が
ら
、
上

に
高
速
道
路
が
造
ら
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
水
辺
の
魅
力
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
。
作
家
の
故
・
池
波
正
太
郎
氏
は

生
前
、
江
戸
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
も
匹

敵
す
る
水
の
都
だ
っ
た
と
書
い
て
い

る
。
大
川
（
隅
田
川
）
に
は
各
地
か
ら

集
ま
る
大
き
な
船
か
ら
、
屋
形
船
や
猪ち

ょ

牙き

な
ど
客
を
運
ぶ
船
、
葛か

つ
し
か飾

な
ど
周
辺

地
域
か
ら
野
菜
を
運
び
商
う
船
が
行

き
交
っ
て
い
た
。
活
気
あ
ふ
れ
る
水
運

都
市
・
江
戸
の
風
情
が
蘇
れ
ば
、
東
京

も
新
し
い
魅
力
を
持
っ
て
再
生
す
る

の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

　

橋
本
氏
は
委
員
会
活
動
の
一
環
と

し
て
、
韓
国
や
台
湾
へ
渡
っ
て
水
辺
を

復
活
さ
せ
た
地
域
を
視
察
し
、
企
画
立

案
の
参
考
に
し
て
き
た
。
国
内
で
は
北

九
州
や
四
国
な
ど
の
成
功
事
例
も
研

究
し
て
い
る
。

　
「
水
辺
の
整
備
は
重
要
な
テ
ー
マ
で

す
。
川
の
周
り
の
建
物
に
は
い
っ
た
ん

ど
い
て
い
た
だ
き
、
大
通
り
の
大
き
な

建
物
に
容
積
移
転
で
移
っ
て
も
ら
う
。

更
地
に
な
っ
た
川
べ
り
に
は
、
私
た
ち

が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
低
層
の
町
屋

風
の
お
店
を
川
に
向
か
っ
て
並
べ
て

は
ど
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
緑

地
帯
も
作
り
、
船
着
き
場
に
川
の
方
か

ら
船
で
入
っ
て
も
ら
う
。
羽
田
空
港
と

日
本
橋
を
船
で
結
べ
ば
ず
い
ぶ
ん
喜

ば
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
浅

草
へ
の
定
期
便
は
も
う
出
て
い
ま
す

が
、
ほ
か
に
も
お
台
場
や
ス
カ
イ
ツ
リ

ー
方
面
な
ど
と
つ
な
が
る
と
い
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
マ
ル
コ
・
ポ
ー

ロ
空
港
か
ら
船
に
乗
り
換
え
、
中
心
部

に
入
る
こ
と
が
多
い
。
水
運
が
発
達
し

て
お
り
、
細
い
運
河
に
も
水
上
バ
ス
や

ゴ
ン
ド
ラ
で
入
っ
て
い
け
る
。
豪
華
な

貴
族
の
館
に
盛
装
し
た
男
女
が
消
え

て
い
く
様
子
は
、
映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン

の
よ
う
に
美
し
い
。
日
本
橋
で
も
船
か

ら
料
亭
や
レ
ス
ト
ラ
ン
に
直
接
降
り

立
て
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
他
の
エ
リ
ア

に
優
る
魅
力
的
な
街
に
変へ

ん
ぼ
う貌
す
る
だ

ろ
う
。

　
「
調
べ
て
み
る
と
江
戸
を
造
る
際
参

考
に
し
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
ら
し
い
の

で
す
が
、
オ
ラ
ン
ダ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

を
見
本
に
し
た
の
だ
と
か
。
日
本
橋
と

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
実
際
に
オ
ラ
ン
ダ

を
介
し
て
つ
な
が
っ
て
い
た
わ
け
で

す
。
ち
ょ
う
ど
今
年
は
日
本
橋
架
橋

一
〇
〇
年
で
す
の
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

日本橋地域の底力

の
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ト
州
の
お
い
し
い
ワ

イ
ン
に
日
本
橋
を
描
い
た
ラ
ベ
ル
を

貼
っ
て
取
り
寄
せ
た
の
を
、
記
念
と
し

て
こ
の
辺
の
飲
食
店
で
販
売
し
よ
う

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
」

　

本
来
、
東
京
は
水
の
都
で
あ
る
。
そ

の
意
識
が
失
わ
れ
て
久
し
い
が
、
視
点

を
変
え
て
日
本
橋
を
眺
め
た
時
、
さ
ま

「小津和紙」の北村純夫社長。
入社して 60 年になる北村社
長は日本橋の変遷もつぶさに
見てきたと話す。

江戸料理の伝統を今に伝える「とよだ」4 代目の橋本敬氏
（上）は、ここ日本橋の生まれ育ち。今では厨

ちゅうぼう

房は 5 代目
の亨氏（右）に任せ、「日本橋地域ルネッサンス 100 年計
画委員会」会長として活躍中だ。
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ざ
ま
な
可
能
性
が
見
え
て
く
る
は
ず

だ
。

　

架
橋
一
〇
〇
年
を
迎
え
る
日
本
橋

は
、
東
京
に
暮
ら
す
人
た
ち
以
外
に
も

な
じ
み
深
い
橋
で
あ
る
。
江
戸
時
代
は

東
海
道
な
ど
の
、
現
在
で
は
国
道
の
起

点
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
が
、
地

元
の
人
々
の
愛
着
は
ひ
と
し
お
で
あ

る
。「
名
橋
『
日
本
橋
』
保
存
会
」
事

務
局
長
を
務
め
る
永
森
昭
紀
氏
も
そ

の
一
人
で
あ
る
。永
森
氏
は
百
貨
店「
三

越
」
に
入
社
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
、

日
本
橋
の
保
存
活
動
に
か
か
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
。保
存
会
で
は
四
〇
年
来
、

橋
の
清
掃
活
動
や
日
本
橋
川
の
浄
化

活
動
を
行
っ
て
、
環
境
整
備
に
力
を
入

れ
て
き
た
。
今
も
二
カ
月
に
一
度
は
船

を
出
し
て
川
の
ご
み
を
拾
う
。

　
「
以
前
は
マ
ナ
ー
が
悪
く
、
ビ
ニ
ー

ル
袋
や
食
べ
終
わ
っ
た
ご
み
を
ぽ
ん

ぽ
ん
川
に
捨
て
て
い
た
も
の
で
す
。
川

中
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
で
し
た
よ
。
で
も

根
気
よ
く
清
掃
活
動
を
続
け
て
き
た

た
め
か
、
ず
い
ぶ
ん
き
れ
い
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
大
し
た
こ
と
を
や
っ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
み
ん
な

の
力
を
結
集
し
て
続
け
て
い
こ
う
と

考
え
て
い
ま
す
」

　

川
で
も
道
路
で
も
、
少
し
汚
れ
を
放

置
し
て
お
く
と
さ
ら
に
周
り
の
扱
い

が
ぞ
ん
ざ
い
に
な
っ
て
い
く
も
の
で

あ
る
。
ご
み
が
ご
み
を
呼
び
、
地
域
全

体
が
荒
廃
し
か
ね
な
い
。
地
域
の
人
々

や
企
業
の
力
を
集
め
た
清
掃
活
動
は
、

想
像
以
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

努
力
が
実
っ
て
き
れ
い
に
保
た
れ

て
い
る
日
本
橋
だ
が
、
首
都
高
速
道
路

に
ふ
さ
が
れ
る
格
好
と
な
っ
て
長
い

時
が
過
ぎ
た
。
景
観
が
損
な
わ
れ
る
と

し
て
、
保
存
会
で
は
高
速
道
路
を
地
下

化
し
て
周
辺
を
再
生
す
る
運
動
を
展

開
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
高
速
道
路
を

外
す
だ
け
で
も
数
千
億
円
の
資
金
が

必
要
と
あ
っ
て
、
何
十
年
単
位
で
行
わ

れ
る
活
動
で
あ
る
。

架
橋
一〇
〇
年
を
祝
い
な
が
ら

次
の
一〇
〇
年
を
考
え
る
試
み

左／ 1968 年（昭和 43）から続く『名
橋「日本橋」橋洗い』。洗った後は散水
車による仕上げ洗浄を行う。下／日本
の道路の原点として役割を担う「日本
橋」の橋上中心にある「道路元標」も、
きれいに洗い上げる。

「三越」に入社した後、ひょんなことから日本橋
保存活動とのかかわりを深めたという永森昭紀
氏。心から愛する日本橋のことになると、話にも
熱がこもる。

　

一
方
、
今
年
は
架
橋
一
〇
〇
年
を
迎

え
、
日
本
橋
周
辺
で
は
多
彩
な
記
念
行

事
が
行
わ
れ
た
。
七
月
三
十
一
日
は
従

来
行
っ
て
き
た
「
橋
洗
い
」
の
ほ
か
、

新
た
に
完
成
し
た
「
日
本
橋
船
着
場
」

の
お
披
露
目
を
兼
ね
て
、
歌
舞
伎
役
者

の
坂
田
藤
十
郎
氏
と
市
川
團
十
郎
氏

を
招
き
、「
船
乗
り
込
み
」
を
行
っ
た
。

ま
た
三
井
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た

一
〇
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

後
で
、
両
氏
が
「
助
六
」
と
「
藤
娘
」

を
踊
っ
た
。
江
戸
歌
舞
伎
の
頭
領
で
あ

る
團
十
郎
氏
の
縁
の
深
さ
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
上
方
歌
舞
伎
の
藤
十
郎

氏
も
襲
名
の
際
、
日
本
橋
川
で
「
船
乗

り
込
み
」
を
行
っ
た
縁
が
あ
り
、
今
回

の
参
加
と
な
っ
た
。

　
「
七
月
十
四
日
の
夕
方
に
は
、
水
に

浮
か
べ
る
と
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
明
か
り
が
つ

く
ボ
ー
ル
を
川
に
浮
か
べ
ま
し
た
。
こ

れ
は
大
阪
で
七
夕
の
行
事
に
使
わ
れ

て
き
た
『
い
の
り
星　
』
と
い
う
ボ
ー

ル
で
、
浮
か
べ
た
後
は
回
収
し
て
再
利

用
で
き
ま
す
。
川
面
に
光
が
満
ち
る
光

景
は
と
て
も
美
し
か
っ
た
で
す
ね
」

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
東
日
本
大
震

災
の
被
害
を
受
け
て
山
梨
県
に
避
難

し
て
い
る
東
北
の
子
供
た
ち
が
招
待

さ
れ
た
と
い
う
。

®
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永
森
氏
は
日
本
橋
の
歴
史
を
調
べ

て
い
く
う
ち
に
、
江
戸
と
い
う
都
市
の

魅
力
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
水

運
を
生
か
し
、
雨
水
を
再
利
用
し
、
厠

か
わ
や

（
ト
イ
レ
）
の
大
小
便
を
周
辺
地
域
の

農
家
に
下し

も
ご
え肥
と
し
て
売
り
、
循
環
型
社

会
を
実
現
し
て
い
た
江
戸
。
当
時
は
世

界
に
類
を
見
な
い
清
潔
な
大
都
市
だ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
川
は
海
か
ら
自
然

の
風
を
送
り
込
む
。
天
然
の
ク
ー
ラ
ー

の
役
目
も
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

戦
後
、
高
度
成
長
を
遂
げ
る
間
に
そ

れ
ら
の
価
値
が
失
わ
れ
、
注
目
さ
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
永

森
氏
は
惜
し
む
。
毎
年
の
イ
ベ
ン
ト
だ

け
で
は
な
く
、
長
い
目
で
見
た
日
本
橋

再
生
を
実
現
す
る
た
め
に
何
を
す
べ

き
な
の
か
。
日
本
橋
に
か
か
わ
っ
て

五
〇
年
以
上
に
な
る
永
森
氏
は
、
ま
だ

ま
だ
や
り
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

る
と
い
う
。

　

日
本
橋
っ
子
の
橋
本
氏
の
ほ
か
、
北

村
氏
や
永
森
氏
の
よ
う
に
外
か
ら
来

た
人
々
が
力
を
尽
く
し
て
い
る
の
は

日
本
橋
の
大
き
な
特
徴
だ
ろ
う
。
な
ぜ

そ
こ
ま
で
や
れ
る
の
か
。
永
森
氏
は
こ

ん
な
こ
と
を
言
っ
た
。

　
「
一
言
で
言
え
ば
人
の
魅
力
。
代
々

こ
こ
で
商
売
を
し
て
き
た
人
た
ち
が

い
て
、『
俺
は
お
ま
え
の
ひ
い
じ
い
ち

ゃ
ん
に
い
ろ
い
ろ
教
わ
っ
て
商
売
を

覚
え
た
ん
だ
。
だ
か
ら
今
度
は
俺
が
お

ま
え
を
仕
込
む
か
ら
』
と
い
う
よ
う
な

つ
な
が
り
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。

三
〇
〇
年
、
四
〇
〇
年
続
い
て
い
る
お

店
同
士
の
関
係
で
す
ね
。
関
東
大
震
災

や
戦
争
で
丸
焼
け
に
な
り
、
建
物
は
失

わ
れ
て
も
、
気
風
は
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
僕
は
こ
れ
が
な
く
な
ら
な

い
う
ち
に
、次
の
世
代
を
育
て
な
く
ち
ゃ

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
う
ま
く
い
け

ば
、
日
本
橋
は
今
後
五
〇
年
、
一
〇
〇

年
と
元
気
で
い
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
」

　

さ
ま
ざ
ま
な
人
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
立

場
か
ら
愛
着
を
語
る
日
本
橋
。
そ
れ
こ

そ
が
、
こ
の
地
域
の
「
底
力
」
な
の
で

あ
る
。

日本橋地域の底力

下／上方歌舞伎・江戸歌舞伎の大名跡、坂田藤十郎丈と市川團十郎丈が「船乗り
込み」で「日本橋船着場」に到着。左／今回の船乗り込みを記念して、日本橋の
たもとにある「日本橋船着場」を「双十郎河岸」と命名し記念碑を建立した。




