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東急田園都市線「桜新町駅」から徒歩10分

Komazawa Water Supplying Facility駒沢給水所
■ 永代橋／東京都中央区～江東区　東京メトロ東西線「茅場町駅」から徒歩10分
■ 清洲橋／東京都中央区～江東区　都営地下鉄大江戸線「清澄白河駅」から徒歩10分
■ 蔵前橋／東京都台東区～墨田区　都営地下鉄浅草線「蔵前駅」から徒歩5分
■ 駒形橋／東京都台東区～墨田区　都営地下鉄浅草線「浅草駅」から徒歩1分
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地元住民から親しまれ続ける双子の塔

東急田園都市線の桜新町駅を降り、駅前から北東方向に延びる住宅地の
細い路地を進むと、突然目の前にふたつの塔が現れる。塔の頂部には半球
形のドームが置かれ、ピラスター（柱型）や飾り縁で装飾されたコンクリート
の外壁の最上部には装飾電球が並ぶという、まるで王冠のような建物。こ
れが、豊多摩郡渋谷町（現在の渋谷区の一部）に飲料水を供給するために
建設された、駒沢給水所の給水塔である。

明治前期の渋谷は、まだ田園風景の広がる村であった。しかし、明治40
（1907）年に現在の東急田園都市線にあたる玉川電車が開通し、明治44
（1911）年には市電が山手線と結ばれたこともあって、明治末期の渋谷は
都市へと変貌する。その後も市街地は拡大し続け、渋谷町は大正9（1920）
年に人口8万人を抱える、東京府下町村のなかで最大のまちとなった。この
人口の増加に伴って大きな問題となったのが飲料水の確保であり、大正6
（1917）年に渋谷町は単独での水道事業を営むことを決定する。

この渋谷町水道事業の顧問を依頼されたのが、当時すでに国内外で40を
超える水道事業を手掛け、後に日本の近代上水道の父と呼ばれる中島鋭
治博士（東京大学名誉教授）であった。中島は同年より実地調査をおこな
い、取水地を多摩川河畔の砧村（現在の世田谷区鎌田）とし、そこから付近
で最も標高の高い荏原郡駒澤村字新町（現在の世田谷区弦巻）までポンプ
の力で水を押し上げ、この地に設けた給水場から渋谷町まで自然流下させ
るという計画を取りまとめる。給水人口20万人、1日1人当たりの給水量
139リットルという町営水道としては別格の規模を持つ計画であった。

帝都の威厳と土木の誇り

大正12（1923）年9月1日に発生した関東大震災による被害を受け、当時の
政府は帝都復興院（後に内務省復興局）を組織し、帝都復興事業に取り組
んだ。帝都復興院総裁･後藤新平は、帝都東京の復興の基本方針として次
の4つを打ち出した。

1．遷都すべからず
2．復興費は30億円を要すべし
3．欧米最新の都市計画を採用して、我国に相応しい新都を造営せざるべ
　からず
4．新都市計画実施の為には、地主に対し断固たる態度を取らざるベからず

復興事業は、街路、運河、公園、上下水道の整備のほか、土地区画整理、防
火地区耐火建築助成、小学校建設など、広範にわたるものであった。帝都
復興事業により計画された内堀通り、靖国通り、昭和通りなど街路、隅田川
の橋梁群、隅田公園、錦糸公園、浜町公園の三大公園や、小公園との併設に
よる震災復興小学校、上下水道やガスといったライフラインなどは、今も東
京の都市基盤としてその役割を担っている。これらの計画図が収められてい
る『帝都復興事業図表』は、昭和5（1930）年3月26日に皇居前広場に於い
て行われた帝都復興祝賀式典を記念して発行されたものである。

工事は大正10（1921）年に着工し、わずか3年後の大正12（1923）年5
月には渋谷町への給水を開始した。給水塔自体の竣工は、2号塔が大正
12（1923）年3月、1号塔は関東大震災の2ヶ月後の大正12（1923）年
11月である。給水塔の意匠は先に述べたような工夫の凝らされたものと
なっており、ここからも本水道施設に対する意気込みを推察することが
できる。その後、昭和7（1932）年10月に周辺郡部が東京市に併合され
るのに伴い町営水道としての役割は終えたものの、東京市水道局の管
理のもと、駒沢給水所の給水機能は平成11（1999）年まで実に76年間
にわたって維持された。 

戦後の水道技術革新にともない大正・昭和初期の水道施設が建て替えら
れていくなか、当時の姿を残す駒沢給水塔やその関連施設群は日本におけ
る近代水道の歴史を示す貴重な近代化遺産だといえる。そして、なにより
豊かな緑の樹林の中に聳え立つ優れたデザインの双塔のおかげであろう、
それを愛する地元の方たちによって駒沢給水塔風景資産保存会（コマQ）
が平成14（2002）年に立ち上がり、以来10年以上にわたってさまざまな保
存・啓蒙活動を続けている。その活動が実を結び、平成24（2012）年に東
京都水道局は駒沢給水塔を残すことを決定し、同年に公益社団法人 土木
学会選奨土木遺産の認定を受けた。これからも、この双子の塔が地域を見
守り続けることを心から願う。（二井 昭佳）
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