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❖ライター ⃝鈴木 伸 子　▪日々東京を徘徊中、執筆中。雑誌「東京人」の元副編集長、得意分野は都市、建築、鉄道、食べ歩きなど。

第 回十
五

DOBOKU

カルチャー

DOBOKU

カルチャールチャーカルチャー
人のために豊かさや便利さを提供する
土木を、生活のなかに浸透させていくこと。

「　　　　　×カルチャー」
では、私たちと土木の距離を縮めてくれる、
そんなコンテンツを紹介します。

DOBOKU

?
土
木
生
活

都
市
の
地
下
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
下

水
道
。
な
い
と
絶
対
に
困
る
重
要
な
イ
ン
フ

ラ
で
あ
り
な
が
ら
、
多
く
の
人
に
そ
の
存
在

を
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
だ
。

青
春
期
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
そ
の
内

部
に
入
る
機
会
を
得
た
こ
と
で
、
そ
の
空
間

に
魅
せ
ら
れ
、
30
年
以
上
に
わ
た
り
下
水
道

の
写
真
を
撮
影
し
続
け
て
き
た
の
が
白
汚
零

さ
ん
だ
。

高
知
県
出
身
の
白
汚
さ
ん
は
10
代
で
洋
楽

に
目
覚
め
、
洋
楽
に
関
わ
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
表

現
を
追
求
し
た
い
と
高
校
卒
業
後
に
上
京
。

表
現
方
法
を
模
索
す
る
う
ち
、
写
真
に
行
き

着
い
た
。

上
京
し
て
間
も
な
い
頃
、
下
宿
先
の
近
所

で
下
水
道
の
浚
渫
工
事
現
場
に
出
会
い
、
自

然
と
興
味
を
持
っ
て
現
場
監
督
と
話
す
う
ち

に
、
マ
ン
ホ
ー
ル
か
ら
約
3
メ
ー
ト
ル
地
下

の
下
水
道
に
入
れ
て
も
ら
う
体
験
を
し
た
。

「
今
は
部
外
者
が
下
水
道
管
の
中
に
入
れ

て
も
ら
う
な
ん
て
不
可
能
で
し
ょ
う
。
で
も

そ
こ
で
、
地
上
の
喧
騒
と
隔
絶
さ
れ
た
〝
せ

せ
ら
ぎ
音
〞、
真
昼
な
の
に
光
の
な
い
漆
黒

の
世
界
、
そ
し
て
マ
ン
ホ
ー
ル
か
ら
差
し
込

む
光
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
体
験
し
た
こ
と

で
、
そ
の
後
ず
っ
と
下
水
道
内
の
空
間
を
撮

り
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
」と
語
る
。

そ
の
後
、
下
水
道
内
の
清
掃
を
す
る
ア
ル

バ
イ
ト
を
見
つ
け
、
熱
心
に
そ
の
仕
事
に
従

事
す
る
う
ち
、
休
憩
時
間
に
撮
影
を
す
る
機

会
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
下
水
道
内
で
は
常
に
硫
化
水
素
ガ
ス
が

発
生
す
る
危
険
も
あ
り
、
そ
の
数
値
を
計
る

機
械
も
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
外

か
ら
の
空
気
を
送
り
込
む
た
め
に
送
風
機
を

回
す
必
要
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
状
況
下
で

な
く
て
は
撮
影
も
不
可
能
な
の
で
、
こ
れ
は

本
当
に
あ
り
が
た
い
機
会
で
し
た
」

『
下
水
道
写
真
』

仙台市青葉区の袋町幹線。1903（明治36）年完成。幹線の上部は
横に広く、下部は狭くなっている卵型。この形状だと、低流量でも流速
が落ちず、増水時には流量を増やすことができる。なお、この場所を上
から見ると四角く見えるようレンガが組まれている。卵型の幹線といい、
当時の職人の技術には目を見張るものがある。

東京都葛飾区の水元汚水幹線。1988（昭和63）年竣工。らせん式のマンホールで、人が降りるためのらせん階段のすぐ隣を
下水道が通っている。ここでは、汚水が1回転半しながら下部に落ちていく間に3つの支線が合流する。
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そ
の
う
ち
、
各
自
治
体
の
下
水
道
局
や
関

連
業
者
向
け
の
業
界
誌「
月
刊
下
水
道
」に
、

写
真
と
と
も
に
連
載
エ
ッ
セ
ー
や
レ
ポ
ー
ト

記
事
を
寄
稿
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

そ
の
記
事
が
徐
々
に
全
国
の
下
水
道
関
係

者
の
目
に
止
ま
り
、
東
京
都
下
水
道
局
か
ら

の
依
頼
で
、
2
0
0
9
年
か
ら
3
年
連
続
し
て

都
下
水
道
局
の
広
報
イ
ベ
ン
ト
で
の
写
真
展
が

実
現
。
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
下
水
道
局
O
B
や

関
係
者
か
ら
「
こ
こ
を
撮
っ
た
ら
い
い
」「
あ
そ

こ
に
い
い
場
所
が
あ
る
」
な
ど
の
情
報
を
得
る

こ
と
が
で
き
て
、さ
ら
に
撮
影
内
容
が
広
が
っ
た
。

2
0
1
0
年
に
は
20
代
か
ら
30
代
に
撮
り

た
め
た
作
品
を
含
め
た
初
の
写
真
集
『
地
下

水
道
』
を
上
梓
す
る
。
一
方
で
2
0
0
9
年

の
都
の
イ
ベ
ン
ト
が
国
交
大
臣
賞
を
受
賞
し

た
こ
と
で
、
全
国
の
自
治
体
か
ら
さ
ら
な
る

撮
影
の
機
会
を
得
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

「
そ
の
後
、
仙
台
市
に
手
紙
を
書
い
て
下

水
道
内
の
撮
影
を
打
診
し
た
と
こ
ろ
快
諾
さ

れ
、
2
0
1
0
年
に
首
都
圏
以
外
の
下
水
道

を
初
め
て
撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
翌
年
に
は
東
日
本
大
震
災
で
沿
岸
部
に

あ
る
仙
台
市
の
下
水
処
理
場
が
壊
滅
的
な
被

害
を
受
け
、
そ
の
復
旧
を
記
録
す
る
こ
と
に

も
な
っ
た
の
で
す
」

仙
台
を
皮
切
り
に
、札
幌
、横
浜
、名
古
屋
、

大
阪
、
神
戸
、
北
九
州
、
福
岡
と
全
国
各
地

の
自
治
体
か
ら
下
水
道
の
撮
影
依
頼
を
受
け

る
よ
う
に
。
撮
影
し
た
写
真
は
各
自
治
体
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
広
報
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

や
は
り
下
水
道
の
普
及
率
が
高
い
の
は
人
口

の
多
い
政
令
指
定
都
市
で
、
そ
う
い
っ
た
都
市

に
は
被
写
体
と
し
て
魅
力
的
な
古
く
か
ら
の
下

水
道
管
、
空
間
が
あ
る
と
い
う
。
主
に
こ
の
時

期
に
撮
影
し
た
作
品
を
ま
と
め
、
2
冊
目
の
写

真
集『
胎
内
都
市
』を
2
0
1
8
年
に
刊
行
し
た
。

「
古
く
か
ら
の
下
水
道
管
の
形
は
卵
型
で
、

特
に
古
い
も
の
は
レ
ン
ガ
貼
り
だ
っ
た
り
左

官
仕
事
が
施
さ
れ
て
い
た
り
。
そ
の
一
方
で

近
年
は
工
場
で
ユ
ニ
ッ
ト
式
で
作
っ
た
水
道

管
や
シ
ー
ル
ド
マ
シ
ン
で
堀
ら
れ
た
円
形
の

経
路
が
ひ
た
す
ら
続
い
て
い
る
だ
け
の
、
ど

こ
を
見
て
も
変
わ
り
ば
え
の
し
な
い
下
水
道

管
が
ほ
と
ん
ど
で
す
ね
」
と
い
う
。

下
水
道
を
撮
影
し
始
め
た
80
年
代
半
ば
頃

か
ら
は
モ
ノ
ク
ロ
の
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
て

い
た
が
、
2
0
0
0
年
前
後
に
は
写
真
も
デ

ジ
タ
ル
が
主
流
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
以
後

は
、
カ
ラ
ー
の
作
品
も
増
え
て
き
た
。

下
水
道
の
内
部
は
闇
。
撮
影
時
に
は
ラ
イ

ト
を
つ
け
る
こ
と
や
、
三
脚
を
立
て
て
カ
メ

ラ
を
固
定
し
、
長
時
間
撮
影
を
す
る
な
ど
の

必
要
も
あ
る
。
そ
れ
ら
重
た
い
機
材
を
持
っ

て
地
下
深
く
に
下
り
、
狭
い
空
間
で
撮
影
す

る
の
は
大
変
な
こ
と
だ
。
ま
た
、
合
流
式
の

下
水
道
で
は
底
に
ぬ
め
り
が
発
生
す
る
の

で
、「
胴
長
」
と
呼
ば
れ
る
ズ
ボ
ン
の
よ
う

な
ゴ
ム
長
を
履
く
が
、
そ
れ
で
も
滑
っ
て
転

ん
で
し
ま
う
こ
と
が
。
自
分
で
滑
り
に
く
い

靴
底
を
貼
っ
た
り
、
歩
き
方
を
研
究
す
る
な

ど
工
夫
を
重
ね
て
き
た
。
下
水
道
管
内
は
湿

度
が
高
く
、
場
所
に
よ
っ
て
は
突
然
頭
上
方

向
か
ら
汚
水
が
流
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

常
に
水
蒸
気
と
の
戦
い
で
、
水
を
被
ら
な
い

よ
う
に
カ
メ
ラ
を
守
り
、
レ
ン
ズ
か
ら
水
滴

を
拭
い
な
が
ら
の
撮
影
に
な
る
と
い
う
。

「
下
水
道
の
撮
影
に
は
ど
う
し
て
も
自
治

体
や
現
場
の
方
々
の
ご
協
力
が
必
要
で
す
。

一
日
に
何
箇
所
も
撮
影
さ
せ
て
も
ら
う
た

め
、
時
間
を
か
け
ず
効
率
的
に
撮
影
で
き
る

手
法
を
考
え
抜
い
て
き
ま
し
た
」と
も
語
る
。

ご
く
身
近
に
あ
り
な
が
ら
、
私
た
ち
が
入
る

こ
と
の
で
き
な
い
下
水
道
管
内
と
い
う
場
所
に

こ
ん
な
妖
し
く
も
美
し
い
世
界
が
広
が
っ
て
い

る
と
は
。
白
汚
さ
ん
の
作
品
は
、
そ
の
写
真
集

の
タ
イ
ト
ル
通
り
、
地
下
に
広
が
る
〝
胎
内
都

市
〞
の
奥
深
さ
を
教
え
て
く
れ
る
。

白汚零氏が手掛けた写真集
は2冊。1冊目の『地下水道』
は、長年独自に撮りためたフィ
ルム写真をメインとしており、モ
ノクロが基調の 1冊。2冊目の
『胎内都市』は、各地の自治
体の協力の下で撮影された写
真が多くを占める。ライティング
などにも力を入れた、鮮やかな
1冊だ。
2冊に通底するのは、圧倒

的なインパクトだ。地中に広が
る漆黒の世界が垣間見える不
思議な写真集、ぜひ一度手に
してほしい。

東京都足立区の梅田幹線（左）と西新井幹線（右）の合流部。1984（昭和59）
年完成。三脚を使った長時間露光で、水の流れる姿を滑らかに写し出す。階段
状の流路は珍しく美しい。

既刊紹介

白汚零●しらお・れい
1965年高知県生まれ。下水道、水
道管や鍾乳洞などの穴を撮影し続け
る写真家。しかし最近は側溝などの
開溝（開渠）にも興味津々。

『地下水道�Undercurrent』
発行：草思社（2010年）
定価：本体2800円＋税

『�胎内都市�暗黒の世界に
ひろがる地下水道の迷宮』
発行：草思社（2018年）
定価：本体2300円＋税


