
中ち
ゅ
う

央お
う

区く

の
な
り
た
ち

 江
え

戸
ど

橋
ばし

の南
みなみ

側
がわ

の江
え

戸
ど

橋
ばし

広
ひろ

小
こう

路
じ

の辺
あた

りには、乾
かん

物
ぶつ

や干
ひ

物
もの

などをあつかう四
よっ

日
か

市
いち

河
が

岸
し

があった。

●佃
つくだ

煮
に

は佃
つくだ

島
じま

生
う

まれ
佃
つくだ

島
じま

の漁
りょう

師
し

たちは、幕
ばく

府
ふ

に届
とど

けた白
しら

魚
うお

などの魚
さかな

の残
のこ

りを、
塩
しお

やしょうゆで煮
に

て自
じ

分
ぶん

たち
で食

た

べるための保
ほ

存
ぞん

食
しょく

にした。
これが佃

つくだ

煮
に

のはじまりだとい
われている（→p.217）。

江
え

戸
ど

の台
だい

所
どころ

・魚
うお

河
が

岸
し

魚
うお

河
が

岸
し

（魚
うお

市
いち

場
ば

）は、幕
ばく

府
ふ

のために捕
と

った魚
さかな

の残
のこ

りを一
いっ

般
ぱん

の人
ひと

た
ちにも売

う

るようになったことがきっかけとなりはじまった。江
え

戸
ど

の人
じん

口
こう

が増
ふ

え、たくさんの魚
さかな

があつかわれるようになったので、
日
に

本
ほん

橋
ばし

のたもとに本
ほん

格
かく

的
てき

に魚
うお

河
が

岸
し

が設
もう

けられた。

昔
むかし

の魚
うお

市
いち

場
ば

は
築
つき

地
じ

じゃ　　
なかったの!?

＜日
に

本
ほん

橋
ばし

の
  たもとにあった＞

魚
うお

河
が

岸
し

は、日
に

本
ほん

橋
ばし

川
がわ

の北
きた

側
がわ

の、日
に

本
ほん

橋
ばし

と江
え

戸
ど

橋
ばし

の間
あいだ

の岸
きし

にあり、魚
うお

問
どん

屋
や

の小
こ

屋
や

がたくさん建
た

ち並
なら

んでいた。幕
ばく

府
ふ

の役
やく

人
にん

、仲
なか

買
がい

人
にん

、料
りょう

理
り

人
にん

、行
ぎょう

商
しょう

人
にん

など、多
おお

くの人
ひと

が買
か

いに来
き

た。活
い

きのよいうちに魚
さかな

を売
う

り買
か

いするた
めに、朝

あさ

早
はや

くからいせいのよい声
こえ

が飛
と

び交
か

い、いつも活
かっ

気
き

にあふれていた。

大
おお

坂
さか

から漁
りょう

師
し

がやってきた
江
え

戸
ど

に幕
ばく

府
ふ

を開
ひら

いた徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

は、摂
せっ

津
つの

国
くに

佃
つくだ

村
むら

（現
げん

・大
おお

阪
さか

市
し

西
にし

淀
よど

川
がわ

区
く

佃
つくだ

）の森
もり

孫
まご

右
え

衛門
もん

という漁
りょう

師
し

の一
いち

族
ぞく

を江
え

戸
ど

によび寄
よ

せ、
江
え

戸
ど

湾
わん

の魚
さかな

を捕
と

って売
う

る権
けん

利
り

を与
あた

えた。佃
つくだ

村
むら

の人
ひと

たちが集
あつ

まって、漁
りょう

を行
おこな

う町
まち

（島
しま

）をつくったことから、佃
つくだ

島
じま

とよば
れるようになった。日

に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

河
が

岸
し

も、佃
つくだ

村
むら

の漁
りょう

師
し

たちによ
ってはじめられた。

もう１つの魚
うお

河
が

岸
し

、新
しん

場
ば

日
に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

河
が

岸
し

では、江
え

戸
ど

湾
わん

以
い

外
がい

の魚
さかな

は鮮
せん

度
ど

が落
おち

るとして、安
やす

い値
ね

段
だん

で買
か

い取
と

り、高
たか

い手
て

数
すう

料
りょう

も取
と

っていた。それにおこっ
た横

よこ

浜
はま

や三
み

浦
うら

の漁
りょう

師
し

たちが裁
さい

判
ばん

を起
お

こし、1674（延
えん

宝
ぽう

2）年
ねん

に
本
ほん

材
ざい

木
もく

町
ちょう

（現
げん

・日
に

本
ほん

橋
ばし

二
に

丁
ちょう

目
め

）に「新
しん

肴
さかな

場
ば

」という新
あたら

しい魚
うお

河
が

岸
し

をつくった。新
しん

肴
さかな

場
ば

を略
りゃく

して、「新
しん

場
ば

」とよばれた。

関
かん

東
とう

大
だい

震
しん

災
さい

まで日
に

本
ほん

橋
ばし

で続
つづ

いた
江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

のはじめに開
ひら

かれた日
に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

河
が

岸
し

は、関
かん

東
とう

大
だい

震
しん

災
さい

で焼
や

け
てしまうまで、300年

ねん

以
い

上
じょう

、日
に

本
ほん

橋
ばし

のたもとで続
つづ

いた。大
だい

震
しん

災
さい

の
直
ちょく

後
ご

には、芝
しば

浦
うら

に仮
か

設
せつ

の市
いち

場
ば

が設
もう

けられたが、築
つき

地
じ

に新
あたら

しい魚
うお

市
いち

場
ば

がつくられて、1935（昭
しょう

和
わ

10）年
ねん

に移
い

転
てん

した（→p.30）。

川
かわ

の上
うえ

で取
と

り引
ひ

きした
近
きん

海
かい

で捕
と

れた魚
さかな

は船
ふね

で運
はこ

ばれ、日
に

本
ほん

橋
ばし

川
かわ

沿
ぞ

いのさん橋
ばし

につ
ながれた平

ひら

田
た

舟
ぶね

の上
うえ

で取
と

り引
ひ

きされた。魚
さかな

は板
いた

舟
ぶね

という板
いた

の上
うえ

に並
なら

べられ、小
こ

屋
や

の表
おもて

側
がわ

の店
みせ

先
さき

ですぐに売
う

られた。

日
に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

河
が

岸
し

のようす　《日
に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

市
いち

繁
はん

栄
えい

図
ず

》

明
めい

治
じ

の日
に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

河
が

岸
し

のにぎわい。日
に

本
ほん

橋
ばし

の周
まわ

りに銀
ぎん

行
こう

や会
かい

社
しゃ

のビルなどがどんど
ん建

た

っても、魚
うお

河
が

岸
し

は相
あい

変
か

わらず続
つづ

いて
いた。

なるほどね〜。

江え

戸ど

魚
さかな

はどこから運
はこ

ばれてきたの？
日
に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

河
が

岸
し

には、現
げん

在
ざい

の神
か

奈
な

川
がわ

や千
ち

葉
ば

、静
しず

岡
おか

などの海
うみ

で捕
と

れたスズキ、アジ、白
しら

魚
うお

、イワシ、ハゼ、イカ、タコ、ハマ
グリなどの魚

ぎょ

貝
かい

類
るい

が、毎
まい

日
にち

運
はこ

ばれてきた。とくに、房
ぼう

総
そう

半
はん

島
とう

から三
み

浦
うら

半
はん

島
とう

の間
あいだ

の江
え

戸
ど

湾
わん

で捕
と

れた魚
さかな

は、江
え

戸
ど

前
まえ

とよばれた。

将
しょう

軍
ぐん

に届
とど

けられた白
しら

魚
うお

白
しら

魚
うお

などの高
こう

級
きゅう

魚
ぎょ

は、白
しら

魚
うお

献
けん

上
じょう

箱
ばこ

といわれる箱
はこ

に入
い

れて将
しょう

軍
ぐん

に届
とど

けられた。

四
よつ

手
で

網
あみ

漁
りょう

　《東
とう

都
と

花
はな

暦
ごよみ

佃
つくだ

沖
おき

白
しら

魚
うお

取
とり

》
四
し

角
かく

い網
あみ

を隅
すみ

田
だ

川
がわ

の河
か

口
こう

の水
みな

底
ぞこ

に敷
し

き、白
しら

魚
うお

やエビなどをすくい捕
と

った。隅
すみ

田
だ

川
がわ

では
明
めい

治
じ

の中
なか

ころまでは白
しら

魚
うお

が捕
と

れたが、水
みず

が汚
よご

れてしだいに捕
と

れなくなった。

江
え

戸
ど

っ子
こ

が競
きそ

って
食
た

べた初
はつ

がつお
江
え

戸
ど

っ子
こ

は、その季
き

節
せつ

に最
さい

初
しょ

にとれる「初
はつ

もの」とよばれる
野
や

菜
さい

や魚
さかな

を好
この

んで食
た

べた。とくに初
はつ

がつおは人
にん

気
き

で、鎌
かま

倉
くら

沖
おき

で捕
と

れたものを船
ふね

ではなく早
はや

馬
うま

などで運
はこ

ばせた。その分
ぶん

、
値
ね

段
だん

も高
たか

かったが、
初
はつ

ものを食
た

べると
75日

にち

長
なが

生
い

きでき
るといわれていた
ために、競

きそ

って手
て

に入
い

れた。

かつお売
う

り（行
ぎょう

商
しょう

）
カツオをおけに入

い

れて担
かつ

いで、
長
なが

屋
や

の路
ろ

地
じ

を売
う

り歩
ある

いた。
魚
さかな

はその場
ば

でさばいた。

日
に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

河
が

岸
し

横
よこ

浜
はま

や三
み

浦
うら

の漁
りょう

師
し

この魚
さかな

じゃ

手
て

数
すう

料
りょう

は

高
たか

いよ。

ひどい！ もういいっ。

新
あたら

しい魚
うお

河
が

岸
し

を

つくろう!!

まな板
いた

店
みせ

問
とん

屋
や

の小
こ

屋
や

は表
おもて

側
がわ

が
店
みせ

になっている。

江
え

戸
ど

伊
い

豆
ず

相
さ が み

模湾
わん 房

ぼう

総
そう

日
に

本
ほん

橋
ばし

平
ひら

田
た

舟
ぶね

さん橋
ばし

につながれて
いる平

たい

らな浅
あさ

い舟
ふね

。

かつお〜

かつお〜

日
に

本
ほん

橋
ばし

楓
かえで

川
がわ

江
え

戸
ど

橋
ばし

日
に

本
ほん

橋
ばし

川
がわ

中
なか

之
の

橋
ばし

（新
しん

場
ば

橋
ばし

）

　 新
しん

場
ば

 日
に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

河
が

岸
し

日
に

本
ほん

橋
ばし

魚
うお

河
が

岸
し

のようすを再
さい

現
げん

したもけい。 江
え

戸
ど

の町
まち

にあった魚
うお

河
が

岸
し

1000ｍ

北
きた

南
みなみ

西
にし

東
ひがし

江
え ど

戸湾
わん
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