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文
化
財
は
、国
や
地
域
の
歴
史
と
文
化
（
以

下
「
歴
史
」
と
略
す
）
が
刻
ま
れ
た
、
と
て

も
貴
重
な
も
の
で
す
。
そ
の
う
ち
、
国
の
歴

史
を
知
る
う
え
で
重
要
な
国
宝
や
重
要
文
化

財
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
区
の
歴
史

を
知
る
こ
と
の
で
き
る
本
区
の
文
化
財
が
ど

れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
る
の
か
、
考
え
る
と
や

や
不
安
で
す
。
区
内
に
残
さ
れ
た
も
の
は
、

江
東
区
登
録
文
化
財
、
あ
る
い
は
指
定
文
化

財
と
い
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
後
世
に
伝
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
も
の
で
す
。

蓄
積
さ
れ
た
知
識
や
技
術
を
次
世
代
に
伝

え
る
こ
と
は
、
さ
ら
な
る
発
展
へ
の
道
を
切

り
開
く
こ
と
に
繋つ

な

が
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、

江
戸
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
・
令
和

を
「
生
き
抜
い
て
き
た
」
文
化
財
は
、
単
な

る
過
去
の
遺
物
で
は
な
く
、
後
世
に
繋
ぐ
こ

と
で
、
そ
こ
に
生
か
さ
れ
た
知
恵
や
技
術
な

ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
当
時
の
歴
史
や
文

化
を
伝
え
る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
。

本
区
の
文
化
財
1
0
5
7
件
の
う
ち
、
野

外
に
あ
る
も
の
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
数
に

上
り
ま
す
。
ひ
と
ま
ず
難
し
い
こ
と
は
考
え

ず
、
本
区
刊
行
の
『
江
東
区
の
文
化
財
』（
全

8
冊
）
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
文

化
財
の
一
覧
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
お
住
ま
い

の
近
く
に
あ
る
文
化
財
を
探
し
て
み
て
は
い

か
が
で
す
か
。
新
し
い
発
見
に
つ
な
が
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）
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「
五ご

百ひ
ゃ
く

羅ら

漢か
ん

道ど
う

標ひ
ょ
う

」の
巻

文
化
財
の
歴
史
と
文
化
を
知
る

文
化
財
の
歴
史
と
文
化
を
知
る

2

五
百
羅
漢
道
標
っ
て
知
っ
て
ま
す
か
?　

江
東
区
の
中
央
部
を
南
北
に
走
る
四
ツ
目
通

り
。
そ
の
中
ほ
ど
を
東
西
に
流
れ
る
小
名
木

川
に
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
名
も
小

名
木
川
橋
。
そ
の
北き

た

詰づ
め

東
側
に
建
っ
て
い
る
、

石
で
つ
く
ら
れ
た
道
標
が
「
五
百
羅
漢
道
標
」

（
区
指
定
文
化
財
）
で
す
。

江
戸
時
代
の
移
動
は
、
徒
歩
が
基
本
で

し
た
。
し
か
し
、
海
や
川
な
ど
に
面
し
た
地

域
で
は
、
船
を
使
っ
て
移
動
す
る
こ
と
も
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。
本
区
の
場
合
、
江
戸
時

代
に
掘
ら
れ
た
、
河
川
や
堀ほ

り

割わ
り

が
縦じ

ゅ
う

横お
う

に

走
っ
て
い
る
た
め
、
移
動
に
は
徒
歩
だ
け
で

な
く
、
船
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
か
で

も
、
西
の
隅
田
川
と
東
の
中
川
を
結
ぶ
小
名

木
川
は
、
江
戸
へ
の
物
資
を
運
ぶ
船
だ
け
で

な
く
、
行
徳
（
千
葉
県
市
川
市
）
と
日
本
橋

を
結
ぶ
行
徳
船
や
、
名
所
と
し
て
知
ら
れ
た

亀
戸
天
神
（
亀
戸
3
︱
6
︱
1
）、
五
百
羅
漢

（
羅
漢
寺
、
大
島
3
︱
1
、
4
︱
5
）
に
向
か

う
人
々
の
船
で
賑に

ぎ

わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

江
戸
後
期
に
成
立
し
た
『
江え

戸ど

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

』

に
「
小
名
木
川
五
本
松
」
と
い
う
挿さ

し

絵え

が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
小
名
木
川
沿
い
の
字あ

ざ

名め
い

「
五
本
松
」
と
い
う
場
所
を
描
い
た
も
の
で

す
。
そ
こ
に
は
、
丹た

ん

波ば

綾あ
や

部べ

藩は
ん

（
京
都
府
）

九く

鬼き

大お
お

隅す
み
の

守か
み

の
屋
敷
か
ら
伸
び
た
見
事
な

枝
ぶ
り
の
松
を
、
往
来
や
船
か
ら
人
々
が
愛め

で
る
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

道
標
は
、
こ
の
五
本
松
の
付
近
で
、
現
在

の
場
所
よ
り
も
50
ｍ
ほ
ど
東
（
現
在
の
猿
江

2
︱
16
）
の
小
名
木
川
沿
い
に
建
て
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
四し

角か
く

柱ち
ゅ
うで

、
正
面
に
五
百
ら
か

ん
へ
は
右
（
東
方
向
）
へ
川
沿
い
に
八は

っ

町
ち
ょ
う

（
約
8
7
2
m
）
ほ
ど
、
右
側
面
に
四
ツ
目

橋
通
り
を
（
北
に
）
行
け
ば
亀
戸
天
神
、
左

側
面
に
享

き
ょ
う

保ほ
う

16
年
（
1
7
3
1
）
2
月
、
寛か

ん

政せ
い

9
年
（
1
7
9
7
）
2
月
、
文ぶ

ん

化か

2
年

（
1
8
0
5
）
8
月
に
道
標
を
再
建
し
た
こ

と
、
背
面
に
建
立
者
は
当
所
（
猿
江
町
）
の

庚こ
う

申し
ん

講こ
う

の
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ

れ
刻き

ざ

ま
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
江
戸
時

代
の
四
ツ
目
橋
通
り
（
現
在
の
四
ツ
目
通
り
）

は
、
小
名
木
川
以
北
の
み
で
、
竪
川
に
架
か

る
四
ツ
目
橋
へ
と
通
っ
て
い
ま
し
た
。

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
道
標
は
少
な

く
と
も
3
度
に
わ
た
り
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

享
保
16
年
の
も
の
が
66
年
間
、
寛
政
9
年
の

も
の
が
8
年
間
建
っ
て
お
り
、
現
存
す
る
も

の
は
、
文
化
2
年
の
建
立
後
2
0
0
年
以
上

が
経
過
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
享
保
16
年
と

寛
政
9
年
の
道
標
が
、
ど
の
よ
う
な
形
態
の

も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
い
ま
と
な
っ
て
は
知

る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
数
度
に
わ
た
っ
て
再
建
さ

れ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
道
標
が
名
所
に

向
か
う
人
々
に
と
っ
て
、
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
享

保
16
年
再
建
の
刻
銘
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
道

標
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
詳

細
は
不
明
で
す
が
、
小
名
木
川
を
東
へ
向
か

う
船
に
乗
っ
た
人
々
が
こ
の
道
標
を
左
に
見

て
、
さ
ら
に
東
へ
船
を
走
ら
せ
、
あ
る
い
は

下
船
し
て
川
沿
い
の
道
を
東
に
歩
い
て
羅
漢

寺
に
赴
い
た
こ
と
、
下
船
の
の
ち
四
ツ
目
橋

通
り
を
北
へ
進
み
亀
戸
天
神
へ
向
か
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
、
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

『
江
東
区
史　

上
』
に
よ
れ
ば
、
庶
民
が
名

所
を
訪
ね
た
り
、
諸
文
化
を
享

き
ょ
う

受じ
ゅ

す
る
よ
う

に
な
る
、い
わ
ゆ
る
「
行
動
文
化
」
の
萌ほ

う

芽が

は
、

宝ほ
う

暦れ
き

・
天て

ん

明め
い

期き

（
1
7
5
1
〜
8

8
）
頃
の

よ
う
で
す
。
陸
上
を
歩
い
た
人
も
含
め
、
道

標
は
、
享
保
19
年
以
前
か
ら
、
人
々
を
両
所

に
導
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
道
標
を
猿
江
町
の

庚
申
講
が
建
立
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
文
化

財
は
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
・
文
化
的
な
知
見

や
疑
問
を
提
供
し
ま
す
。
そ
こ
が
、
文
化
財

の
魅
力
の
一
つ
で
も
あ
る
の
で
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

五百羅漢道標（左）と説明板

江戸名所図会　小名木川五本松

本所深川絵図（部分）

四 ツ 目 橋四 ツ 目 橋

五 本 松五 本 松

羅漢寺羅漢寺

現在の小名木川橋現在の小名木川橋
の位置（当時はナシ）の位置（当時はナシ） 小名木川小名木川

竪川竪川

四
ツ
目
橋
通
り

四
ツ
目
橋
通
り

大
横
川

大
横
川 横

十
間
川

横
十
間
川



砂
村（
町
）の
講
を
探
る

持
宝
院 

高た
か
砂さ
ご
講

3

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、
砂
村
（
町
）
の
講
や
信
仰
に

つ
い
て
、
本
誌
2
9
0
・
2
9
2
号
を
は
じ

め
『
江
東
区
文
化
財
研
究
紀
要
』
第
21
号
に

て
、
ご
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

全
国
的
に
高
度
経
済
成
長
期
を
境
に
し
て

急
速
に
講
や
そ
の
活
動
も
減
少
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
加
え
て
、
も
と
も
と
民
間
信
仰
は
文

字
と
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
性
質

を
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
古こ

老ろ
う

か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
な
ど

で
得
ら
れ
る
情
報
、
祈き

祷と
う

札ふ
だ

・
御
守
、
講
員

名
簿
・
講こ

う

具ぐ

な
ど
の
僅わ

ず

か
に
残
さ
れ
た
「
点
」

と
も
言
え
る
断
片
的
な
民
俗
資
料
を
地
域
の

歴
史
や
他
の
史
資
料
に
よ
っ
て
「
線
」
に
し

て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
踏ふ

ま
え
今
回
は
、
真
言
宗
持
宝
院

（
北
砂
4
）
に
残
さ
れ
た
高
砂
講
と
そ
れ
に

関
わ
る
文
化
財
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き

ま
す
。

菓
子
木
型

か
つ
て
砂
町
に
、
和
菓
子
店
の
中
村
屋
が

あ
り
ま
し
た
。
廃
業
の
際
に
、
同
店
で
用
い

て
い
た
干ひ

菓が

子し

の
木
型
な
ど
が
江
東
区
に
寄

贈
さ
れ
ま
し
た
。

木
型
側
面
に
は
、「
持
宝
院
」（
図
1
）、「
砂

町
大
師
」（
持
宝
院
の
別
称
・
図
3
）
と
墨

書
さ
れ
、
木
枠
は
法ほ

う

具ぐ

で
用
い
ら
れ
る
「
羯か

つ

摩ま

」を
模
し
た
紋
章
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す（
図

2
）。
持
宝
院
の
ご
住
職
板
橋
賢
英
氏
の
お

話
し
に
よ
る
と
、
先
代
の
頃
に
作
ら
れ
た
可

能
性
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
詳
細
に
つ
い
て

は
不
明
と
の
こ
と
で
す
。

1
枚
の
古
写
真

持
宝
院
に
は
、
高
砂
講
員
を
撮
影
し
た
と

推
定
さ
れ
る
古
写
真
（
図
4
）
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
背
景
に
写
る
建
物
は
、
ご
住
職
に

よ
る
と
旧
大
師
堂
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

写
真
の
左
側
に
注
目
す
る
と
、
旗
が
見
え

ま
す
。
撮
影
の
ア
ン
グ
ル
に
よ
り
文
字
は
完

全
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
横
書
で
「
砂
村
」、

縦
書
で「
高
砂
講
」と
判
読
で
き
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
文
字
の
上
に
は
、
紋
章
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
高
砂
講
の
紋
章
と
考
え

ら
れ
ま
す
（
図
5
）。

さ
ら
に
同
じ
く
写
さ
れ
て
い
る
ふ
た
つ

の
天て

ん

水す
い

桶お
け

に
も
紋
章
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
持
宝
院
の
紋
章
で
す
（
図
6
）。
ま
た
、

写
真
が
撮
影
さ
れ
た
時
期
や
人
物
を
特
定
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
戦
前
の
持
宝
院

の
僧
侶
と
高
砂
講
の
講
員
で
あ
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

高
砂
講
に
関
す
る
文
化
財

持
宝
院
に
は
、
高
砂
講
に
関
連
す
る
石

造
物
群
（
9
点
。
有
形
民
俗
文
化
財
）
が
現

存
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
水す

い

盤ば
ん

（
図

7
）
の
正
面
に
は
、「
奉
〈
紋
〉
納
」、
右
側

面
に
は
、「
砂
村　

高
砂
講
」、
左
側
面
に
は

「
明
治
四
十
一
年
十
月
二
日
」
と
陰い

ん

刻こ
く

さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
に
刻
ま
れ
た
紋
章
は
、
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
も
の
と
合
致
し
ま
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
図
2
・
5
・
8
は
高
砂
講
の

紋
章
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

高
砂
講
及
び
そ
の
活
動
に
つ
い
て
の
詳
細

は
不
明
で
す
が
、
石
造
物
群
の
ひ
と
つ
「
四し

國こ
く

西さ
い

國ご
く

秩ち
ち

父ぶ

坂ば
ん

東と
う

高
野
山
百
八
拾
九
ヶ
所
巡

拝
記
念
碑
」（
明
治
29
年
〈
1
8
9
6
〉
在

銘
）
に
「
高
砂
講
ゝ
元

大
塚
新
田　

竹
内
吉

五
郎
」、
さ
ら
に
、
砂
町
に
留と

ど

ま
ら
ず
深
川

や
日
本
橋
と
い
っ
た
近
隣
の
講
員
の
氏
名
が

陰
刻
さ
れ
て
お
り
、
同
講
が
大
塚
新
田
（
現

北
砂
7
・
東
砂
）
の
竹
内
吉
五
郎
氏
を
中
心

に
広
域
に
わ
た
る
活
動
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、奉
納
年
の
異
な
る
二
基
の
「
石

造
燈と

う

籠ろ
う

」（
明
治
43
年
〈
1
9
1
0
〉・
昭
和

11
年
〈
1
9
3
6
〉）、
さ
ら
に
「
竹
内
吉
五

郎
歌
碑
」（
昭
和
8
年
〈
1
9
3
3
〉
在
銘
）

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
砂
村

高
砂
講
」（
歌
碑

に
は
講
元
と
し
て
吉
五
郎
氏
の
銘
あ
り
）、

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明

治
29
年
か
ら
昭
和
11
年
ま
で
の
高
砂
講
の
存

在
と
活
動
を
窺う

か
が

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
34
年
前
（
1
9
8
9
年
）
に
吉
五

郎
氏
の
お
孫
さ
ん
か
ら
聞
き
取
っ
た
記
録
に

よ
る
と
、
お
父
さ
ん
も
講
を
行
い
、
お
孫
さ

ん
ご
自
身
も
講
員
と
と
も
に
巡

じ
ゅ
ん

礼れ
い

に
行
っ
た

記
憶
が
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に　

以
上
の
よ
う
に
、
別
々
に
残
存
し
て
き
た
、

持
宝
院
奉
納
の
水
盤
や
菓
子
木
型
、
さ
ら
に

写
真
に
見
ら
れ
る
紋
章
や
文
字
を
探
っ
て
い

く
こ
と
で
、
高
砂
講
の
活
動
の
一
端
を
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

大
関
直
人
）

図1「持宝院」墨書
図2「高砂講紋」
図3「砂町大師」墨書
（江東区教育委員会蔵）

図1図3

図2

図4 持宝院 旧大師堂（持宝院蔵）
図5 高砂講 旗と紋（図4部分拡大）
図6 持宝院紋（図4部分拡大）

図4

図5 図6

図8 高砂講紋
　　（図7を拡大）

図7 水盤（持宝院）

図7 

図8 



関
東
大
震
災
と
復
興
橋
梁

4

震
災
以
前
の
橋

明
治
以
降
、
西
洋
の
技
術
を
導
入
し
た

鉄
橋
が
架
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
、
富
岡
1
・
2
丁
目
に
あ
る
八は

ち

幡ま
ん

橋

（
国
重
要
文
化
財
）
は
、
初
の
国
産
鉄
橋
に

な
り
ま
す
。
こ
の
橋
は
、
元
は
明
治
11
年

（
1
8
7
8
）、東
京
市
京
橋
区
（
現
・
中
央
区
）

の
楓

も
み
じ

川が
わ

（
現
在
は
埋
め
ら
れ
て
首
都
高
速
が

通
っ
て
い
ま

す
）
に
架
け

ら
れ
て
い
た

弾だ
ん

正じ
ょ
う

橋ば
し（

写

真
1
）で
す
。

一
方
で
技

術
者
に
つ
い

て
も
、
お
雇

い
外
国
人
か

ら
次
第
に
西

洋
の
土
木
工

学
を
学
ん
だ

日
本
人
技
術

者
た
ち
が
担
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

震
災
に
よ
る
橋
梁
の
被
害

大
正
12
年
（
1
9
2
3
）
9
月
1
日
に
発

生
し
た
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
、
区
内
に
架

か
る
橋
は
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

た
だ
し
、
江
東
区
域
も
含
め
、
東
京
市
が

管
理
す
る
橋
は
、
約
7
0
0
橋
あ
り
ま
し
た

が
、
地
震

の
揺
れ
に

よ
る
落
橋

は
あ
り
ま

せ
ん
で
し

た
。
し
か

し
、
震
災

後
に
発
生

し
た
火
災

に
よ
っ
て

木
造
の
橋

は
焼
け
落
ち
、
さ
ら
に
鉄
製
の
橋
で
あ
っ
て

も
、
木
製
の
床
板
は
焼
け
落
ち
、
通
行
不
能

に
な
り
ま
し
た
。

永
代
橋
の
場
合
（
写
真
2
）、
震
災
時
に

木
製
の
床
板
が
焼
け
落
ち
た
た
め
、
通
行
不

能
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
当
時
、
東
京
市
に

よ
る
架
け
替
え
工
事
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

橋
の
下
流
側
に
は
東
京
市
電
の
軌
道
仮
橋
と

永
代
橋
の
仮
橋
が
並
ん
で
設
置
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
写
真
2
を
見
る
と
、
中
央
部
の
軌
道

仮
橋
が
焼
け
落
ち
た
様
子
が
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
永
代
橋
に
は
、
応
急
措
置
と
し
て

米べ
い

松ま
つ

製
の
板
が
敷
か
れ
、
9
月
10
日
に
通
行

可
能
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
新
大
橋
は
、

床
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
あ
り
、
焼
け
落
ち

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
避
難
の
利
用

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
新
大

橋
は
、
多
く
の
人
の
避
難
・
人
命
救
助
に
貢

献
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
新
大
橋
は
、「
お

助
け
橋
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

復
興
橋
梁
の
建
設

震
災
の
被
害
を
受
け
、
復
興
事
業
と
し
て

復
興
局
（
国
の
臨
時
組
織
）、
東
京
市
、
東

京
府
の
三
者
が
分
担
し
て
架
橋
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
架
け
ら
れ
た
橋
が
「
復
興
橋
梁
」

と
称
さ
れ
ま
し
た
。

震
災
復
興
に
お
い
て
東
京
市
で
は
新
設
と

架
け
替
え
を
合
わ
せ
、
震
災
直
後
の
大
正
12

年
か
ら
昭
和
5
年
（
1
9
3
0
）
に
か
け
て

約
4
3
0
橋
が
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
2
0
8
橋
が
江
東
区
域
の
橋
で
し
た
。
焼

け
残
っ
た
橋
も
区
画
整
理
事
業
に
よ
り
道

路
の
位
置

や
幅
が
変

わ
っ
た
こ

と
や
、
火

災
に
よ
っ

て
鉄
材
が

変
形
し
た

こ
と
な
ど

か
ら
多
く

の
橋
が
架

け
替
え
ら

れ
る
こ
と

に
な
り
ま

し
た
。

永
代
橋
（
国
重
要
文
化
財
・
写
真
3
）
の

場
合
、
東
京
市
に
よ
る
工
事
計
画
を
白
紙
に

も
ど
し
、
復
興
局
が
施
工
し
ま
し
た
。
施
工

に
あ
た
り
、
船
舶
の
通
行
が
多
い
事
情
を
考

慮
し
、
桁け

た

下し
た

空く
う

間か
ん

を
得
る
た
め
、
道
路
面
よ

り
上
に
ア
ー
チ
構
造
が
あ
る
下
路
式
と
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
工
夫
が
な
さ
れ
た
永
代
橋

は
、
大
正
15
年
12
月
に
竣
工
し
ま
し
た
。

一
方
、
清
洲
橋
（
国
重
要
文
化
財
・
写
真

4
）
は
、
当
時
世
界
最
美
の
橋
と
呼
ば
れ
た

ケ
ル
ン
市
（
ド
イ
ツ
）
の
大
吊
り
橋
を
モ
デ

ル
と
し
て
お
り
、
自じ

碇て
い

式し
き

吊つ
り

橋ば
し

構
造
が
採
用

さ
れ
ま
し
た
。
設
計
・
施
工
は
永
代
橋
と
同

様
に
復
興
局
が
担
当
し
ま
し
た
。
大
正
14
年

3
月
に
着
工
し
、
昭
和
3
年
3
月
に
竣
工
し

ま
し
た
。

な
お
冒
頭
で
ふ
れ
た
旧
弾
正
橋
（
八
幡
橋
）

は
、
昭
和
4
年
に
震
災
復
興
事
業
で
現
在
地

へ
移
さ
れ
、
八
幡
橋
と
改
名
し
ま
し
た
。

復
興
橋
梁
に
は
最
新
の
技
術
が
導
入
さ

れ
ま
し
た

が
、
火
災

の
被
害
か

ら
復
興
に

あ
た
り
、

優
先
さ
れ

た
の
が
耐

火
性
で
し

た
。
床
に

は
木
を
使

用
せ
ず
、

鉄
や
コ
ン

ク
リ
ー
ト

写真3　永代橋

写真2　絵葉書「永代橋附近の惨状」

写真4　清洲橋

写真1　旧弾正橋（八幡橋）
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が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
木
造

の
橋
が
多
か
っ
た
東
京
の
橋
は
鉄
と
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
近
代
的
な
構
造
へ
変
化
し
ま
し

た
。復

興
橋
梁
は
昭
和
初
期
の
同
時
期
に
計
画

さ
れ
た
た
め
デ
ザ
イ
ン
が
ど
れ
も
同
じ
よ
う

な
も
の
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
あ
り
ま
す
。
後
年
に
は

改
修
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
の
で
全
て
架
橋
当

初
の
姿
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
橋
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
地
域

の
歴
史
に
あ
わ
せ
た
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ

て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
こ
れ
ら
復
興
橋
梁
の
設
計
図
面
は

「
震
災
復
興
橋
梁
図
面　

9
0
1
枚
」（
図
）

と
し
て
区
の
指
定
文
化
財
（
歴
史
資
料
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。
図
面
は
、
1
3
2
橋
分
が

残
っ
て
い
ま
す
。
図
面
か
ら
は
具
体
的
な
構

造
や
当
時
の
技
術
、
設
計
思
想
な
ど
を
知
る

こ
と
が
で
き
、
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。

街
中
の
復
興
橋
梁

永
代
橋
や
清
洲
橋
は
、
隅
田
川
に
架
か
る

橋
で
す
が
、
街
中
の
河
川
や
堀
割
に
も
復
興

橋
梁
は
架
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
東
区

域
に
は
、
現
在
で
も
多
く
の
橋
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
以

降
、
堀
割
が
開
削
さ
れ
る
と
次
第
に
橋

が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
し
か

し
、
関
東
大
震
災
で
区
域
の
橋
の
ほ
と

ん
ど
が
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
た

め
東
京
市
は
耐
震
性
に
優
れ
た
素
材
・

構
造
で
造
ら
れ
た
復
興
橋
梁
の
建
造
を

進
め
る
と
と
も
に
、
橋
の
数
も
増
や
し

て
通
行
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
ま
し

た
。こ

れ
ら
復
興
橋
梁
は
、
架
け
替
え
ら

れ
た
も
の
、
も
し
く
は
新
設
さ
れ
た
も

の
が
多
い
で
す
が
、
現
存
し
て
い
る
橋

も
あ
り
、
耐
震
改
修
工
事
な
ど
を
受
け

な
が
ら
今
で
も
日
常
的
な
通
行
手
段
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
で
あ
る
亀か

め

久ひ
さ

橋
（
平
野
2
〜
冬

木
・
写
真
5
）
は
、
昭
和
4
年
12
月
に
竣
工

し
ま
し
た
。
同
橋
は
、
90
年
以
上
の
歳
月
を

経
て
い
ま
す
が
、
改
修
工
事
を
受
け
つ
つ
現

在
に
至
り
ま
す
。

復
興
橋
梁
の
現
状

復
興
橋
梁
の
中
に
は
そ
の
後
、
河
川
・
堀

割
の
埋
め
立
て
や
老
朽
化
に
よ
り
撤
去
も
し

く
は
架
け
替
え
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
、
御み

船ふ
ね

橋ば
し

（
佐

賀
1
〜
福
住
1
）
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
昭
和

3
年
3
月
に
竣
工
し
た
同
橋
は
、
平
成
30
年

8
月
か
ら
令
和
3
年
6
月
に
か
け
て
架
け
替

え
工
事
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
工
事
に

よ
り
橋
脚
な
ど
多
く
の
部
材
は
撤
去
さ
れ
ま

し
た
が
、
親
柱
（
写
真
6
）
や
欄
干
な
ど
一

部
が
橋
台
地
に
保
存
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
で

現
在
の
親
柱
は
、
旧
親
柱
の
デ
ザ
イ
ン
を
踏

襲
し
て
い
ま
す
（
写
真
7
）。

こ
の
よ
う
に
架
け
替
え
工
事
に
よ
っ
て
、

撤
去
さ
れ
な
が
ら
も
、新
し
い
橋
の
一
部
（
親

柱
）
が
以
前
の
デ
ザ
イ
ン
を
引
き
継
い
で
い

る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

皆
様
が
普
段
利
用
し
て
い
る
橋
が
復
興
橋

梁
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
身
近
な

橋
に
も
ご
注
目
く
だ
さ
い
。

参
考
文
献

紅
林
章
央『
橋
を
透
し
て
見
た
風
景
』

（
都
政
新
報
社　

2
0
1
6
年
）

同『
東
京
の
橋
1
0
0
選
＋
1
0
0
』

（
都
政
新
報
社　

2
0
1
8
年
）

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ

刀ぎ

俊
宏
）

図　「震災復興橋梁図面 901枚」のうち亀久橋（一部）

写真5　亀久橋

写真6　旧御船橋親柱写真7　現御船橋親柱
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大
正
12
年
（
1
9
2
3
）
9
月
に
起
き
た

関
東
大
震
災
を
受
け
、
財
団
法
人
同ど

う

潤じ
ゅ
ん

会か
い

は
復
興
住
宅
と
し
て
、
公
設
バ
ラ
ッ
ク
の
避

難
民
を
対
象
と
し
た
仮
設
住
宅
で
あ
る
木
造

の
仮
住
宅
お
よ
び
本
住
宅
を
建
設
し
ま
し
た

（
仮
住
宅
の
工
期
は
約
半
月
〜
1
か
月
半
と
短

期
間
で
し
た
が
、
こ
れ
は
バ
ラ
ッ
ク
の
撤
去

を
急
い
だ
た
め
、
昼
夜
を
通
し
て
の
突
貫
工

事
で
し
た
）。
そ
し
て
本
住
宅
に
は
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス
・

共
同
住
宅
の
ほ
か
、
木
造
で
あ
る
普
通
住
宅
、

勤つ
と
め

人に
ん

向む
け

・
職

し
ょ
っ

工こ
う

向
分
譲
住
宅
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
う
ち
、
仮
住
宅
と
普
通
住
宅
が
砂

町
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
（
い
ず
れ
も
賃
貸
／

図
1
）。

砂
町
仮
住
宅

『
仮
住
宅
事
業
報
告
』（
同
潤
会
、
昭
和
4

年
／
以
下
『
仮
住
宅
』）
に
よ
れ
ば
、
一
般

の
避
難
民
の
応
急
施
設
と
し
て
、
大
正
13
年

10
月
以
降
、
東
京
市
近
郊
（
郡
部
）
の
奥

戸
・
方
南
・
平
塚
・
中
新
井
・
碑ひ

ぶ

衾す
ま

・
砂
町

と
深
川
区
塩
崎
町
（
現
塩
浜
2
）
の
7
か
所

所
に
仮
住
宅
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。『
仮
住

宅
』
等
で
は
砂
町
に
つ
い
て
は
「
南
葛
飾
郡

砂
町
中
田
新
田
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、昭
和
17
年
発
行
の「
城
東
区
全
図
」（
図

2
）
を
見
る
と
、
北
砂
町
8
丁
目
に
同
住
宅

の
後
継
で
あ
る
平
和
村
（
後
述
）
の
表
記
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
東
砂
5
︱
7
〜
9

あ
た
り
と
分
か
り
ま
す
。
大
正
13
年
10
月
7

日
に
着
工
し
、
4
2
2
0
坪
（
約
1
万
4
千

㎡
）
の
敷
地
に
2
5
6
戸
が
同
年
11
月
17
日

に
竣
工
し
ま
し
た
。
断
面
図
・
側
面
図
・
間

取
り
図
（
一
部
）
が
『
仮
住
宅
』
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
も
の
の
配
置
図
は
確
認
で
き
ま
せ

ん
。
同
仮
住
宅
地
内
に
は
託
児
所
・
仮
設
浴

場
・
診
療
所
等
が
あ
り
ま
し
た
。
託
児
所
は

大
正
14
年
7
月
3
日
よ
り
、
賛
育
会
（
現
社

会
福
祉
法
人
賛
育
会
）
に
委
託
さ
れ
ま
し
た
。

砂
町
第
一
住
宅
（
普
通
住
宅
）

木
造
普
通
住
宅
を
建
設
す
る
に
あ

た
っ
て
同
潤
会
は
、「
省

し
ょ
う

線せ
ん

又
は
郊
外
電

車
の
停
留
所
よ
り
徒
歩
十
分
内
外
に
し

て
保
健
に
適
し
且か

つ
借
地
料
の
低て

い

廉れ
ん

な

る
土
地
」
を
求
め
ま
し
た
（『
同
潤
会
十

年
史
』
昭
和
9
年
）。
そ
の
結
果
、
大

正
13
年
5
月
以
降
、
東
京
8
か
所
（
赤

羽
・
十
条
・
尾お

久ぐ

・
西
荻
窪
・
荏え

原ば
ら

・
大

井
・
松
江
・
砂
町
）
お
よ
び
横
浜
4
か

所
（
新
山
下
・
井い

土ど

ヶが

谷や

・
大
岡
・
滝た

き

頭が
し
ら）

に
建
設
し
ま
す
。
砂
町
は
第
一
住

宅
と
し
て
、「
南
葛
飾
郡
砂
町
太
郎
兵

衛
」（
現
東
砂
3
︱
6
〜
13
・
20
あ
た
り
）

の
7
2
6
6
坪
（
約
2
万
4
千
㎡
）
の

敷
地
に
3
5
4
戸
（
竣
工
当
初
）
が
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
同
潤
会
は
こ
の
ほ
か
、

第
二
住
宅
を
四し

十じ
っ

町ち
ょ
う（

現
東
砂
5
〜
8
）

の
土
地
1
万
8
9
9
坪
（
約
3
万
6
千

㎡
）
に
建
て
る
予
定
で
土
地
の
借
り
入

れ
契
約
を
し
ま
し
た
が
、
大
正
14
年
度

に
建
築
戸
数
の
変
更
に
よ
り
中
止
と
な

り
ま
し
た
（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
内
田

祥よ
し

三か
ず

同
潤
会
関
係
資
料　

住
宅
用
地
賃
貸
借

契
約
解
約
ノ
件
（
南
葛
飾
郡
砂
町
大
字
四
十

町
）」）。

砂
町
第
一
住
宅
は
大
正
13
年
12
月
30
日
に

着
工
し
、
翌
年
3
月
30
日
に
竣
工
し
ま
す
。

配
置
図
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
戦
前
の
地

図
（
図
2
）
や
陸
軍
撮
影
の
航
空
写
真
（
図

3
）
で
区
画
や
建
物
（
す
べ
て
2
階
建
）
の

配
置
を
お
お
よ
そ
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

砂
町
に
あ
っ
た
同
潤
会
住
宅

砂
町
に
あ
っ
た
同
潤
会
住
宅　　
～
仮
住
宅
と
普
通
住
宅
～

～
仮
住
宅
と
普
通
住
宅
～

砂町仮住宅 砂町第一住宅

南葛飾郡砂町中田新田（現東砂5－7～9あたり） 南葛飾郡砂町太郎兵衛（現東砂3－6～13・20あたり）

4,220坪（約14,000㎡） 7,266坪（約24,000㎡）　　※竣工当初
大正13年10月7日 大正13年12月30日
大正13年11月17日 大正14年3月30日

大正15年12月1日賛育会に譲渡し、平和村と改称。 昭和16年5月8日、同潤会解散。その後、住宅営団に引き継が
れたか？

不明 設計：同潤会建設部／施工：清水組
25棟／256戸　※竣工時 ？棟／354戸　　※竣工時

階数 平家（長屋）建 2階建

間取り

1号型式（2戸建／階上下とも4.5・3畳）、2号型式（4戸建／
階上下とも6・3畳）、3号型式（4戸建／階上下とも8・3
畳）、8号型式店舗（2・4戸建／階下3畳＋土間2坪／階上6
畳）、同（4戸建／階下3畳＋土間3坪／階上6畳）、同（4戸
建／階下3畳＋土間4坪／階上6畳）

基礎 柱下玉石地形 コンクリート布地形
床 居室は畳敷。入口・炊事場は土間 居室は畳敷。一部板張・土間コンクリート
屋根 片流し造・亜鉛引波形鉄板葺 人造スレート。一部、亜鉛引鉄板葺または瓦葺
建具 硝子障子（外廻り）／紙張障子・板戸（内部） 硝子障子・雨戸板（外廻り）／襖・紙張障子・板戸（内部）
給水 井戸 井戸　　※のちに公設水道

砂利敷（幹線道路） 砂利敷（住宅地内幹線）
託児所（賛育会委託）、仮設浴場（営業者に委託）、診
療所

児童遊園（運動具・ブランコ・プール）、娯楽室、託児所・
授産場（隣保館／賛育会委託）、仮設浴場

742人（大正15年12月時点） 1300人（大正15年8月時点）

5円 住宅11～18円／店舗21円
昭和20年2月25日　米軍の空襲により砂町託児所（隣保
館？）焼失。

『事業概況』（大正14年）、 『砂町誌』(大正15年）、『仮住宅事業報告』、『同潤会十年史』、『同潤会十八年史』、『「賛育会」歩
みの記録』を元に作成

備考

所在地

敷地面積

棟数／戸数

付属施設等

竣工年
着工年

廃止年

家賃

道路

建物

設計・施工

人口

図1　砂町仮住宅・第一住宅の位置 ⑴
※『�仮住宅事業報告』（国立国会図書館デジ
タルコレクション）掲載の「仮住宅所在地
略図」を加工。

図2　砂町仮住宅・第一住宅の位置 ⑵
※「城東区全図」（内山模型製図社　昭和
17年）を加工。破線は推定範囲を示す

図3　砂町仮住宅・第一住宅の位置 ⑶
※�国土地理院ウェブサイトの空中写真データ
　（昭和11年6月11日陸軍撮影）を加工。
破線は推定範囲を示す 表１　砂町仮住宅・第一住宅比較表

普通（砂町第一）普通（砂町第一）

仮住宅（平和村）仮住宅（平和村）

荒
川
放
水
路

荒
川
放
水
路

普通（砂町第一）普通（砂町第一）

普通普通
（砂町第一）（砂町第一）

仮住宅仮住宅
（平和村）（平和村）

普通（砂町第二）普通（砂町第二）※計画のみ※計画のみ

仮住宅仮住宅
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区
画
の
北
西
端
か
ら
南
東
端
に
か
け
て
、
緩

や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
く
メ
イ
ン
の
道
路
が
貫

つ
ら
ぬ

き
、
そ
の
両
側
に
は
店
舗
併
用
住
宅
が
並
ん

で
い
ま
し
た
。
北
辺
と
南
辺
の
専
用
住
宅
は

ほ
ぼ
東
西
軸
、
そ
の
他
の
専
用
住
宅
は
メ
イ

ン
の
道
路
に
直
行
も
し
く
は
平
行
に
配
置
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
住
宅
地
の
設
計
者
は
不

明
で
す
が
、
同
潤
会
理
事
で
あ
り
東
京
帝
国

大
学
教
授
で
あ
っ
た
内
田
祥
三
の
田
園
都
市

計
画
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
（
内
田
青
蔵
『
同
潤
会
に
学
べ
』
王
国
社
、

平
成
16
年
／
大
月
敏
雄
「
ま
ち
な
み
図
譜
・

文
献
逍
遥　

其
ノ
十
五
『
建
築
写
真
類
聚 

木

造
小
住
宅
』」『
家
と
ま
ち
な
み
』
№
65
、
住

宅
生
産
振
興
財
団
、
平
成
24
年
）。

『
同
潤
会
十
八
年
史
』（
昭
和
17
年
）
に
よ

れ
ば
、
同
住
宅
に
は
付
属
施
設
と
し
て
児
童

遊
園
・
託
児
所
・
授
産
場
・
娯
楽
室
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
託
児
所
・
授
産
場
は

隣り
ん

保ぽ

館か
ん

内
に
あ
り
、
賛
育
会
に
委
託
し
ま
し

た
。
ち
な
み
に
隣
保
館
の
位
置
は
、
航
空
写

真
（
図
3
）
で
見
る

と
メ
イ
ン
道
路
沿
い

南
の
区
画
中
央
の
建

物
と
考
え
ら
れ
、
現

在
の
区
立
東
砂
三
丁

目
児
童
遊
園
付
近
に

あ
た
り
ま
す
。
図
4

は
隣
保
館
前
で
撮
ら

れ
た
写
真
で
、
洋
風

な
外
観
の
同
館
と
、
側
板
に
象
の
絵
が
描
か

れ
た
ベ
ン
チ
が
目
を
引
き
ま
す
。

『
建
築
写
真
類
聚　

木
造
小
住
宅
』（
洪
洋

社
、
昭
和
3
年
）
に
は
メ
イ
ン
の
道
路
（
店

舗
併
用
住
宅
）
や
隣
保
館
な
ど
の
外
観
、
隣

保
館
内
の
授
産
場
（
ミ
シ
ン
に
よ
る
縫
製
作

業
）
な
ど
の
写
真
の
ほ
か
、
普
通
住
宅
共
通

の
間
取
り
図
（
16
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
砂
町
第

一
住
宅
は
7
）、『
事
業
概
要
』（
同
潤
会
、
大

正
14
年
）
に
は
3
タ
イ
プ
の
建
物
側
面
図
・

間
取
り
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

砂
町
仮
住
宅
か
ら
「
平
和
村
」
へ

同
潤
会
は
仮
住
宅
の
建
設
当
初
か
ら
、
大

正
15
年
に
撤
廃
す
る
計
画
で
し
た
。
こ
れ
を

受
け
、
同
年
8
月
、
財
団
法
人
賛
育
会
（
代

表
理
事
長
・
吉
野
作
造
）
は
同
潤
会
に
砂
町

仮
住
宅
継
承
の
申
し
出
を
し
ま
し
た
。
同
年

12
月
に
は
無
償
譲
渡
が
実
現
し
、
同
仮
住
宅

は
平
和
村
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ

の
時
点
で
の
戸
数
は
1
7
2
戸
、「
村
民
」

は
7
4
2
名
を
数
え
ま
し
た
（『「
賛
育
会
」

歩
み
の
記
録　

隣
り
び
と
の
友
と

し
て
70
年
』
賛
育
会
、
昭
和
63
年

／
以
下
、『
記
録
』）。
同
村
の
有
志

が
平
和
村
維
持
会
を
組
織
し
、「
村

民
」
か
ら
村
費
を
徴
収
す
る
自
治

制
を
試
み
ま
し
た
が
、
な
か
な
か

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
っ
た
よ
う

で
す
。
同
村
で
は
授
産
事
業
と
し

て
、
セ
ル
ロ
イ
ド
玩
具
・
練
炭
等

の
製
造
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も

赤
字
と
な
り
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。

「
平
和
村
」
閉
村
・
砂
町
第
一
住
宅
の
そ
の
後

賛
育
会
運
営
に
よ
る
平
和
村
は
家
賃
滞

納
者
が
多
く
同
潤
会
に
よ
る
補
助
金
が
あ
っ

て
も
維
持
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
昭
和
7

年
に
同
村
は
解
散
し
ま
す
。
そ
の
後
の
同
村

が
あ
っ
た
跡
地
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
く
不

明
で
す
。
一
方
の
砂
町
第
一
住
宅
は
、
運
営

し
て
い
た
同
潤
会
が
昭
和
16
年
5
月
に
解
散

し
、
土
地
の
債
権
・
債
務
は
後
継
の
住
宅
営

団
（
昭
和
46
年
解
散
）
に
引
き
継
が
れ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
昭
和
20
年
2
月
の
米
軍
に

よ
る
空
襲
に
よ
り
砂
町
託
児
所
が
全
焼
し
た

記
録
が
あ
る
た
め
、
同
住
宅
全
体
が
被
災
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

＊　

＊　

＊

砂
町
第
一
住
宅
の
跡
地
は
、
現
在
も
メ
イ

ン
の
道
路
を
含
め
当
初
の
区
画
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
ず
、
当
時
の
痕
跡
を
い
ま
に
伝
え
て

い
ま
す
。　

（
文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）

年 月日 種別 項目
5月 ー 関東大震災の義援金をもとに内務省の外郭団体として財団法人同潤会設立

9月4日 仮
「新荒川沿の内務省埋立地二萬五千坪を同潤会の方から小住宅敷地として交渉（中略）
多分同潤会との交渉は成立するらしい」(『東京朝日新聞』朝刊）

9月29日 〃 社会局長官、同潤会に簡易住宅（その後、仮住宅）建設の指令
10月7日 〃 着工
11月17日 〃 竣工

11月20日 〃

「同潤会仮住宅（中略）砂町和田堀は既に竣工（中略）青山外苑六〇〇世帯、芝離宮四
〇〇世帯、市内十六小学校敷地一二六五世帯、日本橋倶楽部四六世帯、本□区林町九五
世帯、小石川植物園内二五〇世帯、御成門バラック一〇〇世帯　合計二千七百五十六世
帯に対してのみ貸付を公表（後略）」(『東京朝日新聞』朝刊）

12月8日 第二 第二住宅用地の借地契約

12月28日 〃
「同潤会では第二期の住宅建設に着手すべく東京運河附近に敷地選定中」(『東京朝日
新聞』朝刊）

12月30日 第一 着工
3月30日 〃 竣工
4月17日 〃 貸付開始

4月18日 〃
「十八日午後二時半から平塚村の住宅地で落成式を挙行した（中略）砂町第一住宅　砂
町　総戸数三五四」(『東京朝日新聞』4月19日付朝刊）

6月18日 第二 第二住宅建設見合わせにより土地借用の解約

7月3日 仮
同潤会、託児所の経営を賛育会（大正7年創立／本部：本所区柳島梅森町55／現社会福
祉法人賛育会）に委託開始

12月16日 第一 児童遊園新設

8月4日 仮
賛育会代表理事長吉野作造、砂町仮住宅廃止に伴い譲渡の請願（11月4日　同潤会承
認）

9月10日 ー 賛育会、財団法人化

仮
同潤会から賛育会に砂町仮住宅を無償譲渡。その後、平和村と称し、その後、自治制を
敷いた

第一 同潤会、隣保館（託児所・授産場）の経営を賛育会に委託

2月1日 仮
『長屋の議員選挙　平和村の普選』「2月3日午後二時から投票を行ふことになった」
（『東京朝日新聞』夕刊)

？ 〃 セルロイド玩具製造、練炭製造、練炭ストーブ製造などを授産事業として実施

昭和3
（1928）

12月25日 〃
「「平和」な村として戸数も二百五十戸となった託児所には二人の保母がをり五十余人
子供□預かることが出来」（『東京朝日新聞』朝刊)

4月3日 〃 砂町診療所開設
？ 〃 家賃滞納者が当初から多く、維持困難。解散方針を打ち出す

昭和6
（1931）

11月 〃 砂町診療所、亀高に移転(昭和8年3月31日閉鎖）

3月30日 第一 住宅の一部の撤廃決定

7月 仮 平和村解散
10月1日 第一 東京市35区拡大に伴い砂町託児所は北砂町9丁目に表示変更

昭和9
（1934）

5月4日 〃 同潤会、営繕や改良に多額の経費を要し経営が困難のため、68戸の撤廃を了承

昭和16
（1941）

5月8日 ー 住宅営団設立（5月1日）に伴い、同潤会解散

昭和20
（1945）

2月25日 第一 14時58分～米軍機（B29）の空襲により砂町託児所全焼

大正14
（1925）

大正13
（1924）

種別凡例：仮…砂町仮住宅（平和村）／第一…砂町第一住宅／第二…砂町第二住宅
『仮住宅事業報告』、『同潤会十年史』、『同潤会十八年史』、『「賛育会」歩みの記録』、内田青蔵・藤谷陽悦編
『同潤会基礎資料』第1～5巻・『同潤会基礎資料Ⅱ』第10巻（柏書房、1996・98年）、『東京朝日新聞』の記事を元に
作成

昭和2
（1927）

大正15
（1926）

12月1日

昭和4
（1929）

昭和7
（1932）

図4　砂町第一住宅 隣保館
掲載�：�『「賛育会」歩みの記録』　
提供�：�社会福祉法人賛育会
※右上はベンチ側面のアップ

表2　関連年表
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は
じ
め
に

天
神
橋
の
西
詰づ

め

（
墨
田
区
太
平
4
）、
蔵

前
橋
通
り
（
旧
天
神
橋
通
り
）
沿
い
に
「
亀

戸
天
神
社
」
と
刻き

ざ

ま
れ
た
社
号
標
石
（
以
下
、

石
碑
）
が
あ
り
ま
す
（
図
1
）。
よ
く
人
目

に
つ
く
石
碑
で
す
が
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
で
し
ょ
う
か
。

（
正
面
）
亀
戸
天
神
社

（
背
面
）
昭
和
十
一
年
九
月
建
之

大
御
食
講

（
左
側
面
）
題
字
　
侯
爵
前
田
利
為
閣
下
書

石
碑
に
は
右
記
の
よ
う
な
刻
字
が
あ
り
、

昭
和
11
年
（
1
9
3
6
）
9
月
に
大お

お

御み

食け

講こ
う

に
よ
っ
て
建
造
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
さ
ら
に
左
側
面
に
は
、
題
字
を
旧
金
沢

藩
前
田
家
十
六
代
前
田
利と

し

為な
り

（
1
8
8
5
〜

1
9
4
2
）
が
認し

た
た

め
た
と
あ
り

ま
す
。
以
下
こ
れ
ら
の
限
ら
れ

た
情
報
か
ら
石
碑
に
つ
い
て
考

え
て
い
き
ま
す
。

東
京
大
空
襲
直
後
の
石
碑
画
像

図
2
は
、
石
碑
建
設
か
ら
9

年
後
の
同
20
年
（
1
9
4
5
）

3
月
11
日
の
東
京
大
空
襲
後
に

撮
影
さ
れ
た
写
真
と
推
定
さ
れ

ま
す
。

写
真
裏
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に

よ
る
と
、

天
神
橋
か

ら
亀
戸
天

神
社
を

写
し
た
も

の
と
さ
れ

て
い
ま
す

が
、
石
碑

が
建
て
ら

れ
て
い
る

場
所
（
図

1
）
を
考
え
る
と
、
天
神
橋
西
詰
方
向
か
ら

錦
糸
町
方
面
を
写
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
ま

す
（
図
2
）。

な
お
、
石
碑
前
の
大
き
な
通
り
は
「
蔵
前

橋
通
り
」
で
、
自
転
車
で
走
行
す
る
人
の
姿

が
見
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の

脇
の
歩
道
に
は
、
一
人
の
人
物

が
腰
掛か

け
て
お
り
、
空
襲
に
よ

り
焼
失
し
た
周
辺
を
眺な

が

め
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
図
2
と
図
3
を
比
較

し
ま
す
と
、
石
碑
本
体
と
台
座

部
分
に
相
違
は
な
く
、
建
設
当

時
の
姿
を
現
在
ま
で
伝
え
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
う

し
た
点
か
ら
も
本
石
碑
は
貴
重

な
も
の
と
言
え
ま
す
。

前
田
利
為
と
大
御
食
講

亀
戸
天
神
社
は
、
江
戸
時
代
に
は
東と

う

宰ざ
い

府ふ

天
満
宮
等
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治

6
年
（
1
8
7
3
）
に
亀
戸
神
社
と
改
称
さ

れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
11
年
1
月
14
日
、

現
在
の
亀
戸
天
神
社
へ
と
社
名
が
変
更
さ
れ

ま
し
た
。
本
石
碑
が
建
て
ら
れ
た
の
は
そ
の

8
ヶ
月
後
で
す
。

次
に
大
御
食
講
で
す
が
、
こ
の
講
に
つ
い

て
記
さ
れ
た
史
料
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
大
御
食

と
は
「
天
皇
の
召
し
上
が
る
物
」
と
あ
り
ま

す
が
、
御
食
に
は
「
神
へ
の
供く

物も
つ

」
と
い
う

意
味
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
神
（
天
神
）
に
捧さ

さ

げ
る
食
事
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
同
講
は
、
天
神
へ
の

神し
ん

饌せ
ん

（
神
前
に
供
え
る
酒
食
）
を
供き

ょ
う

し
た
講

と
推
測
さ
れ
ま
す
。

題
字
を
書
い
た
前
田
利
為
は
、
明
治
33
年

（
1
9
0
0
）
に
前
田
宗そ

う

家け

の
家か

督と
く

を
継つ

ぎ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
陸
軍
大
学
校
を
経へ

て
軍

人
（
最
終
階
級
陸
軍
大
将
）
と
し
て
勤
め
る

一
方
で
、
前
田
育
徳
会
尊そ

ん

経け
い

閣か
く

文
庫
の
創
設

や
同
家
の
史
料
編へ

ん

纂さ
ん

を
行
う
な
ど
、
文
化
伝

統
の
保
護
・
発
展
に
尽
く
し
ま
し
た
。

前
田
家
は
祖
先
を
菅す

が

原わ
ら

氏
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
金
沢
の
天
満
宮
を
は
じ
め
北
野

天
満
宮
へ
の
尊そ

ん

崇す
う

が
厚
く
、
代
々
の
当
主
に

よ
っ
て
太た

刀ち

の
奉ほ

う

納の
う

な
ど
が
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
利
為

も
昭
和
3
年

（
1
9
2
8
）

の
北
野
天
満
宮

一
千
二
十
五
年

祭
に
当あ

た
っ
て

太
刀
の
奉
納
を

行
っ
て
い
ま

す
。以

上
の
こ
と

か
ら
、
石
碑
は
社
名
変
更
後
、
大
御
食
講
の

構
成
員
が
こ
れ
を
記
念
し
て
、
天
神
社
と
縁

が
深
い
前
田
家
の
利
為
に
題
字
を
依
頼
し
建

造
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

お
わ
り
に
―
石
碑
が
建
て
ら
れ
た
目
的
―

石
碑
は
天
神
橋
西
詰
に
建
て
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
か
ら
東
方
面
に
向
け
て
同

社
の
参
道
あ
る
い
は
神し

ん

域い
き

を
意
味
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
実
際
の
向
き
は

錦
糸
町
・
両
国
方
面
を
向
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
社
は
本
所
の
総そ

う

鎮ち
ん

守じ
ゅ

社し
ゃ

で
あ
り
、
墨
田
区
の
一
部
の
地
域
も
氏う

じ

子こ

圏
と
し
て
包ほ

う

摂せ
つ

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
方
面
か
ら
同
社
を
の
ぞ
む
位
置
に
建
て
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
水
路
（
横よ

こ

十じ
っ

間け
ん

川
・
図
1
）
を

つ
た
っ
て
天
神
社
に
参
拝
し
た
際
に
は
、
現

在
立
て
ら
れ
て
い
る
向
き
は
参
詣
者
の
視
界

に
入
る
適
切
な
位
置
と
な
り
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

大
関
直
人
）

江
東
外そ

と

見み

発
見
伝

「
亀
戸
天
神
社
」
の
社
号
標
石

横
十
間
川

横
十
間
川

石碑石碑

図1  石碑位置関係

図2 亀戸天神社石碑（昭和20年頃）
東京大空襲・戦災史料センター提供

図3 亀戸天神社石碑（現在）


