
貸
家
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
路
地

が
増
え
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

複
雑
な
網
目
の
よ
う
な
路
地
を
歩
く
と
、

思
い
が
け
な
く
魅
力
的
な
店
が
出
現
す
る

こ
と
も
し
ば
し
ば
。
駅
近
く
で
も
一
歩
裏

道
に
入
る
と
生
活
感
が
感
じ
ら
れ
、
甘
味

処
に
蕎
麦
屋
、
ゆ
っ
た
り
く
つ
ろ
げ
る
喫

茶
店
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
店
に
出
合
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
千
住
は
テ
レ
ビ
や
雑
誌
に
も
た

び
た
び
登
場
す
る
よ
う
に
、
都
内
で
も
有

数
の
銭
湯
と
酒
場
が
充
実
し
た
ま
ち
。
最

盛
期
の
昭
和
30
年
代
に
は
36
軒
あ
っ
た
と

い
う
銭
湯
は
、
重
厚
な
宮
造
り
様
式
の
古

い
趣
の
あ
る
も
の
か
ら
、
プ
ー
ル
の
あ
る

銭
湯
や
新
し
い
モ
ダ
ン
銭
湯
な
ど
現
在
全

千
住
を
歩
い
て
い
る
と
、
古
く
か
ら
残
る

建
物
や
江
戸
時
代
の
町
割
を
継
承
し
た
路
地

が
多
く
、
江
戸
か
ら
現
代
ま
で
の
い
ろ
い
ろ

な
時
代
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

千
住
の
魅
力
は
、
江
戸
時
代
か
ら
近
年
ま

で
の
建
物
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
散
ら
ば
っ
て
い

る
と
こ
ろ
。
江
戸
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
、

平
成
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
に
ぎ
わ
っ
て
き
た
千

住
に
は
見
ど
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

ま
ち
を
南
北
に
貫
く
旧
日
光
街
道
周
辺
は
、

江
戸
時
代
は
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
今
は
商

店
街
と
し
て
に
ぎ
わ
い
ま
す
。
当
時
は
間
口

に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
も
あ
り
、
間
口
が
狭

く
、
奥
に
長
細
い
町
割
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

街
道
に
面
し
て
店
、
そ
の
奥
に
住
居
、
蔵
と

い
う
並
び
の
商
家
が
多
く
、
さ
ら
に
裏
手
に

千住には古くからある個性的な酒場が多い。明治10年
創業の「大はし」は千住の老舗。戦後からずっと継ぎ足
しているだしを使った肉豆腐は人気の一品で、遠くから
わざわざ立ち寄る客も多いという

千
住
で
は
江
戸
時
代
、
付
近
の
酒
豪
が
集
ま
り
「
酒
合
戦
」
と
い
わ
れ
た
大
酒
宴
が
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
当
時
の
文
人
た
ち
が
審
査
員
と
し
て
招
か
れ
、
絵
巻
が
多
数
描
か
れ
る
な
ど

江
戸
で
評
判
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
き
た
千
住
に
は
、

現
在
で
も
古
き
よ
き
風
情
を
感
じ
ら
れ
る
酒
場
や
雰
囲
気
あ
る
建
物
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

酒
場
を
め
ぐ
り
、
ま
ち
を
歩
き
、
千
住
で
タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

酒
合
戦
２
０
０
年
。
江
戸
の
空
気
を
楽
し
む

　
　
〜
古
く
て
新
し
い
ま
ち
千
住
〜

広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

足立区足立区

江
戸
と
昭
和
が
混
在
す
る
ま
ち

観光スポットをまわり
スタンプを集めると、

オリジナルグッズがもらえる
スタンプラリーを実施中
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一
杯
を
楽
し
め
る
立
ち
飲
み
屋
か
ら
老
舗
の

店
ま
で
個
性
的
な
店
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。

飲
み
横
は
戦
後
バ
ラ
ッ
ク
か
ら
は
じ
ま
り
、

最
盛
期
は
１
０
０
人
も「
流
し
」が
い
た
と
か

（
渥
美
二
郎
も
千
住
の
「
流
し
」
出
身
！
）。

今
は
学
生
ほ
か
若
い
客
層
も
増
え
、
若
い
オ

ー
ナ
ー
の
新
し
い
店
も
多
く
、
こ
だ
わ
り
の

料
理
や
さ
ま
ざ
ま
な
飲
み
歩
き
イ
ベ
ン
ト
を

楽
し
め
ま
す
。

ま
ち
歩
き
に
疲
れ
た
ら
、
大
き
な
湯
船
で

疲
れ
を
す
っ
き
り
落
と
し
、
よ
り
ど
り
み
ど

り
の
酒
場
を
放
浪
…
千
住
で
遊
ん
で
み
ま
せ

ん
か
。

に
ぎ
わ
い
栄
え
た
大
千
住

江
戸
時
代
、
千
住
宿
は
、
品
川
宿
・
板
橋

宿
・
内
藤
新
宿
と
並
ん
で
江
戸
か
ら
地
方
へ

延
び
る
街
道
の
最
初
の
宿
場
町
、
江
戸
四
宿

の
ひ
と
つ
で
、
多
く
の
人
が
行
き
交
っ
て
い

ま
し
た
。
天
保
15
年
（
１
８
４
４
年
）
に
は
、

人
口
約
１
万
人
の
千
住
宿
は
四
宿
の
中
で
規

模
が
最
大
で
し
た
。

日
光
街
道
の
初
宿
で
あ
っ
た
千
住
宿
は
江

戸
の
北
の
玄
関
口
で
、
旅
に
出
る
人
に
と
っ

て
は
旅
立
ち
の
ま
ち
、
明
治
大
正
期
ま
で
は

江
戸
近
郊
の
名
所
の
ひ
と
つ
と
し
て
舟
の
遊

覧
先
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
江
戸
の
人
に
と

っ
て
は
近
郊
の
遊
び
場
で
し
た
。

ま
た
、
江
戸
下
町
と
の
距
離
も
近
い
た
め
、

文
化
交
流
も
盛
ん
で
し
た
。
荷
物
の
重
量
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
貫
目
改
所
が
設
置
さ
れ
、
宿

屋
よ
り
む
し
ろ
商
家
の
多
い
ま
ち
と
し
て
に

ぎ
わ
い
、
旦
那
衆
が
芸
術
家
を
支
援
し
た
、

ち
ょ
っ
と
粋
な
ま
ち
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
商
業
が
栄
え
、

明
治
時
代
を
迎
え
る
と
さ
ら
に
発
展
し
ま
し

た
。
こ
の
頃
は
「
大
千
住
」
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
に
ぎ
わ
い
、
江
戸
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。

江
戸
絵
画
の
狩
野
派
、
琳
派
、
そ
し
て
谷
一

門
の
絵
師
た
ち
や
明
治
画
壇
の
画
家
た
ち

が
競
い
合
う
よ
う
に
美
術
品
を
制
作
し
、

屏
風
な
ど
の
調
度
類
、
床
の
間
を
飾
る
掛

け
軸
な
ど
に
商
家
は
競
っ
て
江
戸
絵
画
や

什
物
を
求
め
、
画
師
や
木
彫
師
な
ど
制
作

者
の
支
援
を
行
い
、
暮
ら
し
に
彩
を
添
え

ま
し
た
。

当
時
の
経
済
的
繁
栄
と
文
化
的
な
豊
穣

さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
大
千
住
時
代
の

美
術
品
が
千
住
か
ら
数
多
く
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。

部
で
10
軒
あ
り
、
身
近
で
気
軽
に
広
い
湯
船

を
楽
し
め
ま
す
。

酒
場
は
気
楽
に
立
ち
寄
れ
る
安
く
て
お
い

し
い
店
が
多
く
、
夕
方
と
も
な
れ
ば
飲
み
屋

街
に
は
仕
事
帰
り
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
女
性

客
な
ど
た
く
さ
ん
の
人
が
吸
い
込
ま
れ
て
い

き
ま
す
。

千
住
の
酒
場
は
、
北
千
住
駅
西
口
を
出
て

左
、
細
長
く
伸
び
る
通
称
「
飲
み
横
（
飲
み

屋
横
丁
）」
や
、
昭
和
30
年
代
の
香
り
を
残

す
「
毎
日
通
り
飲
食
店
街
」
な
ど
、
気
軽
に
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狩野素川壽信（1814～1897）「群鶴図屏風」右隻狩野素川壽信（1814～1897）「群鶴図屏風」右隻

「どぶ板で名倉れましたと
駕籠（かご）で来る」と江
戸時代の川柳にも詠まれた
骨つぎの名医、名倉医院。
入口は長屋門で江戸時代の
名残がある

今でいう再生紙を扱う旧地漉紙問屋「松屋」横山家の家
屋。江戸時代の伝統的な商家建築で、荷物を運び込む１
階の空間を大きくとるために２階の床と兼用する踏み天
井や、軒を深くとる出桁（だしげた）造りなどが特徴的

旧家からの
美術品美術品美術品

歴史歴史ある
建物建物建物
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散散策策にに便便利利なな情情報報ががいいっっぱぱいい！ちちょょっっとと昭昭和和レレトトロロなな雰雰囲囲気気
のの「千千住住街街のの駅駅」」

か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
江
戸
時

代
の
出
来
事
。
文
化
12
年

（
１
８
１
５
年
）
10
月
21
日
、
千

住
の
飛
脚
宿
の
主
人
中
六
こ
と

中
屋
六
右
衛
門
の
還
暦
を
祝
い
、

近
郷
の
酒
豪
を
集
め
て
〝
千
住
酒
合

戦
〞
と
呼
ば
れ
た
酒
の
呑
み
く
ら
べ
イ
ベ

ン
ト
が
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
酒
井

抱
一
、
谷
文
晁
、
亀
田
鵬
斎
を
筆
頭
に
当

時
高
名
な
多
く
の
文
人
・
絵
師
が
審
査
員
と

し
て
招
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
酒
合
戦
は
江
戸
で
も
評
判
を
呼
び
、

多
数
の
絵
巻
が
書
き
写
さ
れ
、
こ
の
後
完
成

し
た
絵
巻
の
展
覧
会
が
開
か
れ
る
な
ど
後
世

の
語
り
草
と
も
な
り
ま
し
た
。

当
時
の
千
住
の
文
化
度
の
高
さ
や
繁
栄
ぶ

り
を
象
徴
す
る
酒
合
戦
か
ら
、
今
年
は
ち
ょ

う
ど
2
0
0
年
。
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
で

千
住
が
盛
り
上
が
り
ま
す
。

郷
土
博
物
館
で
は
、
電
大
ギ
ャ
ラ
リ
ー

（
東
京
電
機
大
学
）
を
お
借
り
し
て
秋
に
酒

合
戦
の
展
示
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
千
住
地
域
の
若
手
の
居
酒
屋
グ
ル

ー
プ
「
千
住
酒
合
戦
」
が
バ
ル
で
日
本
酒
を

飲
み
歩
く
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
予
定
で
、
そ
の

ほ
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
年
の
秋
は
千
住
の
飲
み
歩
き

が
お
す
す
め
で
す
。

今

右／酒戦図　付当日酒量勝負附　右下／谷文一「闘飲図巻」紙本着色
「後水鳥記」所収。「後水鳥記」は太田南畝による酒戦の観戦記のこと。
酒の文字を水と鳥に宛てている　左／酒合戦番付　飲んだ酒量に合わ
せ番付が行われている。世話役となっている「鯉隠居」は、千住の青
物問屋の主人で、鯉の絵などをよく描いたという
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江戸時代の
ちょっとのんきな酒飲みイベントちょっとのんきな酒飲みイベントちょっとのんきな酒飲みイベント

千住酒合戦
200200200年！年！年！

１昭和13年建築の「タカラ湯」外観。錦鯉が泳ぐ
池のある庭が見もの　２千住には古い建物を活用し
た飲食店も多い　３北千住駅西口の通称「飲み横」
は昭和の香りが漂う。戦後のバラックから始まった
間口の小さな店、さらに伸びる路地にも店が連なる
ラビリンスなエリアとなっている　４路地を進むと
見えてくる喫茶店「蔵」。大正期築で、質屋だった
蔵を改装した店内は天井が高いので開放感があり、

穏やかな雰囲気を漂わせる　穏やかな雰囲気を漂わせる　穏やかな雰囲気を漂わせる　５昭和４年
建築の「大黒湯」男湯の富士山建築の「大黒湯」男湯の富士山建築の「大黒湯」男湯の富士山

のペンキ絵。大黒湯はのペンキ絵。大黒湯は
114枚の絵がある114枚の絵がある
格天井も見どこ格天井も見どこ
ろのひとつろのひとつ

１

２ ４

３ ５
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