
お見せします！都内最古の石橋の裏 常磐橋　東京駅からほど近く。再開発なども進む日本有数のビジネス街を通る日本橋川に
架かる国指定史跡常盤橋門跡内「常磐橋(ときわばし)」が、修復工事を終え、5月上旬
から通行できるようになります。
　常磐橋は1877年(明治10年)に木橋から架け替えられた石橋で、都内に残る石橋としては庭園にあるものを除きもっとも古いものといわれて
います。しかし、東日本大震災により橋の積石が歪み、崩落の危険が生じたため、区は修復工事を行いました。区の土木工事部門が国指定
文化財の修復工事を実施するのは初めてのこと。通常の道路や橋梁と違い、機能性・安全性の向上だけでなく、その復元や文化的価値の保全
も必要となるため、工事は困難を極めました。必要な作業や手続きが一般的な工事と大きく異なり、思うようにスケジュールが把握できず、担当
者の間でも戸惑いがありました。しかし、完成した橋の美しいアーチを見ていただければ、その価値がきっと分かるはず。今号では、この工
事を通じて常磐橋の「裏側」を知っていただくとともに、橋の魅力と歴史について迫ります。

20日

令和3年（2021年）
CH I YODA  C I T Y  N E WS Vol.1542

4月

発行＝千代田区　編集＝広報広聴課　〒102-8688九段南1-2-1☎3264-2111（代表） FAX3239-8604 区ＨＰ：https://www.city.chiyoda.lg.jp

Contents　―今号の主な内容―
7　区民交通傷害保険がはじまります　8　災害に備えて 帰宅困難者受入協定、物資・車両提供の協定締結　15 食の多様性を学ぶ動画を配信中

国史跡「常磐橋」が生まれ変わりました

　東日本大震災で被害を受けた明治の
石橋「常磐橋」の修復が終わりました。
　2つの美しいアーチと文明開化期の
モダンな外観が特徴の橋ですが、本号
では、その作り方や歴史など裏側から
魅力に迫ります。
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今
回
の
工
事
は
、
東
日
本
大
震
災
の
揺

れ
で
被
災
し
た
橋
を
修
復
す
る
も
の
で
し

た
が
、
実
は
常
磐
橋
が
地
震
の
被
害
に
あ

う
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

1
9
2
3
年
（
大
正
12
年
）
に
発
生
し
た

関
東
大
震
災
に
よ
り
、
大
き
な
被
害
を
受

け
た
の
で
す
。
そ
の
後
、1
9
2
6
年(

同

15
年)

に
関
東
大
震
災
の
復
興
事
業
と
し
て

約
50
メ
ー
ト
ル
南
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の

頑
強
な
常
「
盤
」
橋
（
と
き
わ
ば
し
）
が

完
成
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、1
9
8
8
年（
昭

和
63
年
）
に
は
常
磐
橋
か
ら
、
北
へ
約
50

メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
、
鋼
製
の
新
常
盤
橋

が
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
修
復
し
た
一

番
古
い
常
磐
橋
を
含
め
て
、
こ
の
エ
リ
ア

に
は
「
と
き
わ
ば
し
」
を
冠
す
る
橋
が
３

つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
エ
リ
ア
で
は
再
開
発
も
進
ん
で
お
り
、

高
さ
3
9
0
メ
ー
ト
ル
の
「
T
o
r
c
h
 

T
o
w
e
r
（
ト
ー
チ
タ
ワ
ー
）」
の
建
設

も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
文
化

と
都
市
が
融
合
す
る
千
代
田
区
を
象
徴
す

る
エ
リ
ア
と
い
え
ま
す
。

　

関
東
大
震
災
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た

の
ち
、
常
磐
橋
は
長
い
間
、
修
理
さ
れ
ず
に

放
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
1
9
3
3
年

（
昭
和
8
年
）、
復
興
事
業
の
一
環
と
し
て

常
盤
橋
公
園
が
開
園
し
、
1
9
3
4
年
（
同

9
年
）
に
常
磐
橋
の
修
復
工
事
も
実
施
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
復
興
事
業
に
尽

力
し
た
の
は
、
新
一
万
円
札
の
肖
像
や
大

河
ド
ラ
マ
で
も
話
題
の
実
業
家
・
渋
沢
栄

一
で
す
。
震
災
当
時
83
歳
だ
っ
た
渋
沢
は
、

都
市
部
が
受
け
た
壊
滅
的
な
被
害
に
心
を

痛
め
、
震
災
救
護
や
復
興
事
業
を
積
極
的

に
進
め
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
渋
沢
自

身
は
1
9
3
1
年
（
昭
和
6
年
）
に
逝
去

し
て
い
ま
す
の
で
、
修
復
さ
れ
た
常
磐
橋

を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

経
済
産
業
や
社
会
事
業
な
ど
の
さ
ら
な
る

発
展
を
願
っ
た
渋
沢
の
遺
志
を
継
ぐ
「
渋

沢
青
淵
翁
記
念
会
」
の
多
額
の
寄
付
に
よ

り
、
常
磐
橋
一
帯
は
復
興
を
遂
げ
た
と
い

え
ま
す
。
常
磐
橋
は
そ
う
し
た
先
人
の
努

力
が
込
め
ら
れ
て
き
た
貴
重
な
史
跡
で
も

あ
る
橋
で
す
。

常
磐
橋
修
復
に

込
め
ら
れ
た
も
の
。

３
つ
の
橋
を
か
か
え
る
、

「
と
き
わ
ば
し
」
エ
リ
ア
。

文
明
開
化
期
か
ら
現
代
へ
想
い
を
橋
渡
し

常
磐
橋
を
築
造
時
の
姿
に
復
元
。

1 復元された常磐橋
2 道路公園課の坂牧さん（左）と地域まちづくり課の永野さん（右・

道路公園課所属時には工事を7年担当）
3 親柱の原石は茨城県から取り寄せた
4 解体前の橋。平成24年2月2日撮影

1

2

3 4
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今
回
の
工
事
で
は
、
修
復
（
破
損
な
ど

部
分
の
修
理
）・
補
強
（
災
害
へ
の
対
策
）・

復
元
（
建
設
当
時
の
姿
へ
）・
整
備
（
照
明

整
備
な
ど
）
の
４
つ
を
事
業
の
柱
と
し
ま

し
た
。

　

担
当
者
の
言
葉
で
特
に
心
に
残
っ
て
い

る
の
が
「
石
一
つ
も
文
化
財
」
と
い
う
も

の
で
す
。
取
り
外
す
石
は
あ
ら
か
じ
め
番

付
し
た
う
え
で
解
体
し
、
積
み
方
な
ど
を

記
録
（
写
真 
 

 

・
調
書
作
成
）
し
、
修

理
し
て
使
え
る
部
材
は
で
き
る
だ
け
再
利

用
し
、
復
元
時
に
元
通
り
に
積
み
な
お
す

と
い
う
膨
大
な
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
際
、
石
の
形
が
不
揃
い
で
も
、
そ
の
一

つ
ひ
と
つ
が
文
化
財
で
あ
る
た
め
、
修
理

し
て
使
え
る
石
は
で
き
る
だ
け
再
利
用
し
、

新
し
い
石
材
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
箇
所

で
も
す
べ
て
廃
棄
せ
ず
に
、
そ
れ
よ
り
小

さ
い
部
材
に
再
加
工
す
る
な
ど
し
ま
し
た
。

な
お
、
一
部
を
除
い
て
橋
に
使
わ
れ
て
い

る
石
は
備
前
岡
山
藩
主
・
池
田
光
政
ら
に

よ
っ
て
築
か
れ
た
江
戸
城
小
石
川
門
の
石

垣
の
再
利
用
と
判
明
し
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
新
し
い
石
材
が
必
要
な
と
き
は
、
同

じ
地
域
か
ら
石
を
調
達
す
る
な
ど
産
地
に

こ
だ
わ
り
ま
し
た
。

　

現
代
の
土
木
工
事
で
は
鋼
や
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
用
い
た
橋
の
工
事
が
基
本
で
す

が
、
今
回
の
よ
う
に
空か

ら

積づ

み
技
術
を
用
い

た
石
橋
の
工
事
は
、
千
代
田
区
で
は
初
め

て
の
こ
と
で
す
。
石
を
一
つ
ひ
と
つ
積
ん

で
仮
組
み
、
確
認
す
る
と
い
う
作
業
。
し

か
も
、
ほ
と
ん
ど
手
作
業
（
写
真 
 

 

）

で
す
。
う
ま
く
い
く
ま
で
何
度
も
積
み
直

し
を
行
い
、
半
年
近
く
も
費
や
し
ま
し
た
。

ま
た
、
前
述
し
た
関
東
大
震
災
後
の
昭
和

の
修
理
で
栗ぐ

り

石い
し
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め

て
あ
っ
た
た
め
、
解
体
が
困
難
で
し
た
。

こ
の
教
訓
か
ら
、
今
回
の
工
事
で
は
将
来

的
に
ま
た
修
理
を
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、

石
材
の
取
り
外
し
が
で
き
る
よ
う
に
、
石

の
表
面
に
和
紙
を
吹
き
付
け
、
石
同
士
を

縁
切
り
し
、
後
世
の
補
修
に
も
気
を
つ
か

い
ま
し
た
。

　

意
匠
に
つ
い
て
も
ど
の
時
代
の
デ
ザ
イ

ン
を
生
か
す
か
、
多
く
の
議
論
が
交
わ
さ

れ
ま
し
た
。
単
に
明
治
の
建
設
当
時
に
修

復
・
復
元
す
る
だ
け
で
な
く
、
関
東
大
震

災
時
の
修
復
の
痕
跡
（
写
真 　

）
を
残
し
、

史
跡
と
し
て
の
価
値
を
継
承
す
る
工
夫
も

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

史
跡
工
事
に
は
許
認
可
・
調
整
な
ど
の

さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
や
専
門
家
か
ら
の
意

見
聴
取
も
必
要
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場

で
は
工
事
担
当
者
、
施
工
主
、
石
工
職
人
、

文
化
財
担
当
者
な
ど
工
事
に
関
わ
っ
た
す

べ
て
の
人
が
お
互
い
の
意
見
を
ぶ
つ
け
合

い
ま
し
た
。
完
成
し
た
常
磐
橋
を
見
る
際

は
、
細
部
に
も
ぜ
ひ
注
目
し
、
作
り
手
の

苦
労
に
も
想
い
を
馳
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
「
３
月
11
日
に
東
日
本
大
震
災
の
発
生
か

ら
10
年
目
の
節
目
を
迎
え
た
今
、
常
磐
橋

が
無
事
修
復
で
き
た
こ
と
に
大
き
な
意
味

を
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
管
理
者
と
し
て
安

全
な
橋
を
作
る
と
い
う
使
命
を
果
た
す
と

と
も
に
、
文
化
財
の
価
値
も
守
り
な
が
ら

完
成
で
き
た
こ
と
が
良
か
っ
た
で
す
」
と
、

工
事
担
当
者
は
満
足
げ
に
話
し
ま
す
。
修

復
に
携
わ
っ
た
多
く
の
人
は
、
常
磐
橋
の

歴
史
的
価
値
だ
け
で
な
く
、
明
治
に
石
橋

を
架
け
た
人
、
関
東
大
震
災
か
ら
復
興
さ

せ
た
人
の
想
い
も
紡
い
で
い
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

文
明
開
化
期
を
象
徴
す
る
国
指
定
史
跡

の
「
常
磐
橋
」。
明
治
維
新
、
関
東
大
震
災
、

首
都
高
速
道
路
の
開
通
、
東
日
本
大
震
災

な
ど
、
そ
の
景
観
は
時
代
を
反
映
し
て
移

り
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
近
い
将
来
、
頭

上
を
走
る
首
都
高
速
道
路
は
地
下
化
さ
れ

る
計
画
と
な
っ
て
お
り
、
再
開
発
を
控
え

た
こ
の
エ
リ
ア
か
ら
ま
す
ま
す
目
が
離
せ

ま
せ
ん
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
が
詰
ま
っ
た
常
磐
橋

を
、
令
和
の
今
、
渡
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

「
石
一
つ
も
文
化
財
」。

常
磐
橋
修
復
工
事
の
内
容
。

修
復
を
終
え
て
。
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史
跡
常
盤
橋
門
跡
は
、
江
戸
城
に
関
連
す
る
区

内
の
３
つ
の
史
跡
（
ほ
か
に
江
戸
城
跡
、
江
戸
城

外
堀
跡
）
の
中
で
最
も
早
く
に
指
定
さ
れ
た
史
跡

で
す
。
現
在
は
東
京
駅
八
重
洲
口
を
す
ぐ
そ
ば
に

臨
む
場
所
に
位
置
し
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
当

時
に
は
江
戸
城
大
手
門
筋
を
目
指
す
場
合
の
外
堀

の
正
門
だ
っ
た
場
所
で
す
の
で
、今
も
昔
も
江
戸・

東
京
の
街
の
玄
関
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
場
所
と

い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

江
戸
時
代
に
木
橋
だ
っ
た
と
き
の
様
子
は
、
こ

れ
ま
で
数
枚
の
古
写
真
し
か
手
が
か
り
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
石
橋
の
修
理
を
す
る
中
で

遺
構
が
み
つ
か
り
、
初
め
て
発
掘
調
査
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
明
治
期
に
架
け
ら
れ

た
石
橋
に
つ
い
て
も
、
捨す
て
土ど

台だ
い
や
胴ど

う
木ぎ

、
松ま

つ
杭ぐ

い
な

ど
が
多
数
み
つ
か
り
、
橋
を
架
け
た
当
時
の
技
術

を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
修
理
さ

れ
た
橋
と
と
も
に
新
た
に
分
か
っ
た
歴
史
も
、
今

後
の
展
示
な
ど
を
通
じ
て
未
来
に
伝
え
て
い
き
た

い
で
す
。

　

今
回
修
理
し
た
石
橋
の
中
に
は
、
路
面
に
見
え

る
歩
車
道
分
離
帯
や
、
唐
草
の
よ
う
な
手て

摺す
り
柵さ

く
な

ど
、
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
橋
の
歴
史
が
体
験
で
き
る

ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
古
写
真
や
資

料
な
ど
を
頼
り
に
復
元
に
成
功
し
た
も
の
で
す
。

橋
を
渡
る
と
き
に
は
、
ぜ
ひ
両
岸
か
ら
の
眺
め
を

楽
し
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
明
治
東
京
の
玄
関
口

に
架
け
ら
れ
た
文
明
開
化
の
華
や
か
な
石
橋
が
、

令
和
東
京
の
玄
関
口
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
き

た
よ
う
に
見
え
る
は
ず
で
す
。

広場や商業施設なども
充実し、ますます目が
離せないエリアに！

常磐橋の歴史と価値

東京駅前常盤橋プロジェクト

「TOKYO TORCH」
2021年6月に常盤橋タワー

（高さ212m）、 2027年度に
Torch Tower（高さ390m）
が竣工予定。

千
代
田
探
訪

時
代
を
駆
け
る
橋

常磐橋編

常磐橋とともに、発掘調査などから分かった
当時の技術などの歴史を、今後の展示など
を通じて未来に伝えていきたいです。

橋と歴史を未来に伝えたい

▲常磐橋右岸の地下遺構

▲昭和 31 年（1956 年）頃の様子
「写真提供：中央区立京橋図書館」

日比谷図書文化館 文化財事務室 学芸員
篠原杏奈さん（左）、相場峻さん（右）


