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「治世」の理想
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図1　『新編武蔵風土記』より

　　「江戸川堤上眺望図」

　　（葛飾郡之十三所収）

　　国立公文書館蔵

図2「元荒川伏越醐」（埼玉郡之＋二所q又h轡1
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図3　「綾瀬川掛樋図」（足立郡之十一所収）

図4　「都幾川大堰図」（比企郡之七所収）
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○〇七年

図6　見沼代用水

　　　　伏越樋之真景

　　　埼玉県立歴史と

　　　　民俗の博物館蔵

1図5　見沼代用水
　　　　懸渡井通船之真景

　　　埼玉県立歴史と

　　　　民俗の博物館蔵

図7　懸渡井模式図（『見沼代用水路沿革』所収）

図8　「門樋図」（埼玉郡之十六所収）
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図10　四季耕作図屏風（部分）

　　　作者不詳　江戸後期　個人蔵
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図9　四季耕作図
　　　　屏風（部分）

　　　伝狩野山楽

　　　　江戸時代

　　（17世紀）個人蔵
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図12　「三島県令道路改修記念画帖」

　　　より「塩谷郡乙畑村新道ノ内荒川

　　　二架スル橋梁ノ図」

　　　高橋由一　明治18（1885）年

　　　山形大学郷土博物館蔵

図11 『木曾路名所図会』より

「草井大猿尾」
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AStudy　of　the　Illustrations　fbr

S砺砂6〃」瓢〃sashゴE〃40んゴin　the　National　Archives（3）：

On　the　Selection　of　the　Subject　and　the　Development　of　the　New　One

TSURUOKA　Akemi

abstract

　　The　article　is　the　third　part　of　the　study　of　illustrations　of　Sh吻）en　Musashi　Fudoki．　The　author　argues　here

about　the　subject　taken　up　in　the　work．

　　The　author　points　out　in　the　first　chapter　that　the　illustrations　of　Shinl）en　Musαshi　Fudoki　generally　have

little　interest　in　Me　isho，　the　places　which　have　been　selected　as　the　subject　for　traditional　Japanese　poetry

肱肋and　suggests　that　such　tenderlcy　is　derived　from　Shishin　chimei　roku，　a　topographical　work　done　by

Hurukawa　Koshoken　in　1796，　which　was　also　the　results　of　the　exploration　ordered　by　Tokugawa　government．

　　The　second　chapter　is　spent　arguing　the　new　subject　explored　solely　by　the　work，　that　is，　the　sites　of　the

riparian　works　carried　out　by　Tbkugawa　government　throughout　Edo　period．　Above　all，　two　of　the　illustrations

relating　toルfi’numa　daiyosui，　a　long　irrigation　canal　finished　in　1719　by　the　order　of　Tbkugawa　Yoshimune，

the　eighth　Shogunate，　are　peculiar　in　focusing　the　devices　constructed　in　the　canal　which　are　surrounded　by

ordinary　and　peaceful　village　scene，　and　paying　little　attention　to　the　beauty　in　it．　The　depiction　of　the　two

illustrations　may　suggest　that　such　scenery　stands　for　the　peace　materialized　by　the　government　work．

Keywords pictures　in　the　late　Edo　period，　the　depictions　of　the　actual　scenery，　Shin／）en／lfusαshi　Fudoki，

S燃伽磁〃zei　roku，ルlinu〃zα4aiyosui
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