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「東上線とときわ台」 
   花上嘉成さん（東武博物館名誉館長） 
 東上鉄道創業の明治期、鉄道は貨物輸送が中

心。路線の構想図では、巣鴨から群馬・渋川を経

由して、新潟・長岡へと続く構想があったことが

わかる。東京から日本海へ抜ける鉄道は、直江津

か郡山経由しかない中で、その真ん中を貫く動脈

を切り拓こうとした思いが窺える。 
 池袋～坂戸間の開通の後、1920 年に東武鉄道

と合併。社長は根津嘉一郎。東武本線と東上線を

つなぐ西新井・上板橋間の西板線が計画され用地

取得を進めたが、敷設計画断念によって、常盤台

は生れた。 
 鉄道会社の沿線住宅地開発としては、阪急の小

林一三の日本初の沿線住宅地開発となる大阪池

田の室町住宅地(1920)を嚆矢とし各鉄道会社が

それに続いた。 
 武蔵常盤駅の開業は 1935 年。駅舎は南宇都宮

駅(1933)の図面が駅舎の標準スタイルとしてほ

ぼそのまま使われていると思われる。 
 
 
 

○ ときわ台駅８０周年記念展 
 ― 南宇都宮駅からの大谷石の道 ― 

 

 1935年（昭和 10年）10月 20日、東上線に

新たな駅が誕生しました。東武鉄道が計画し

分譲した常盤台住宅地の門として、大谷石で

造られました。 それが「武蔵常盤」駅です。

1951 年（昭和 26 年）に今の「ときわ台」駅

に改称しました。 

 今年 80歳、人間で言えば「傘寿」を迎えま

した。この駅舎がいつまでも健在で、私達を

送り迎えしてくれますように！との祈りを籠

めて、10月１日～6日、「ギャラリー服部」で

記念展を開催しました。 

 また、記念講演を 10月 4日（日）板橋区立

中央図書館視聴覚室を借りて行いました。講

演内容を以下に纏めました。  
 
 
 

「駅舎建築の系譜とときわ台駅」 
   小野田滋さん（鉄道総合技術研究所） 
 日本の駅舎は最初はとりあえずの機能を

満たす為、後の増改築がし易い木造平屋建

築が多かった。駅舎建築はイギリスのもの

を 50 年遅れで輸入する形ではじまる。西洋

建築への憧れから、鉄骨煉瓦や鉄筋コンク

リート造のもの、百貨店を複合したターミ

ナル駅など、時代ごとの特徴的な駅舎があ

ちこちでできてくる。とんがり屋根のハー

フティンバーは原宿駅や鎌倉駅などに共通

的にみられる等、駅舎建築は模倣されるこ

とがある。京都の旧二条駅は当時の宇都宮

駅の図面をもとに造られた歴史もある。 
 ときわ台駅の駅舎は、青いスパニッシュ

瓦、四角錘の方形(ほうぎょう)屋根、凝灰岩

(大谷石)の使用などが特徴的。南宇都宮とも

共通。帝国ホテルの特徴と比較して、フラ

ンクロイド・ライトの影響を受けている可

能性が高いと思われる。   （文責 Ｎ） 

 最近になって、同じ東武鉄道の宇都宮線に

ある「南宇都宮」駅との関係が注目されてい

ます。両駅は建造年も近く、珍しい大谷石造

りであり、細部に至るまでデザインが同じな

のです。 
 

 恐らく「南宇都宮」駅は地元特産の大谷石

の宣伝を兼ねて東武鉄道初の大谷石造りとし

たということなので、住宅地として大谷石を

多用した常盤台の駅舎も、宣伝を兼ねて同じ

デザインにしたのではないでしょうか。 
 

○ 80 歳を祝って 
 実際の誕生日の 10 月 20 日、８０本の花やカ

ボチャを駅前で乗降客に配りました。駅長さん

は上板橋駅兼任なので、駅員さんにダリアを 1
本受け取っていただきました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 

 

常
盤
台
公
園
の
は
な
づ
く
り 

  

十
一
月
二
十
日
（
金
）
の
朝
、
公
園
課
か
ら

花
の
苗
が
届
き
ま
す
。
私
達
が
別
に
用
意
し
た

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
と
共
に
植
え
つ
け
ま

す
。
も
し
お
手
す
き
で
し
た
ら
シ
ャ
ベ
ル
を
持

っ
て
ご
参
加
頂
け
る
と
有
難
い
で
す
。 

  

こ
れ
か
ら
落
葉
の
季
節
で
す
。
常
盤
台
の
街

の
良
さ
に
、
道
の
掃
き
掃
除
の
姿
が
あ
る
と
思

う
の
は
筆
者
だ
け
で
し
ょ
う
か
。 

 

腰
を
か
が
め
て
、
人
の
目
に
つ
か
な
い
よ
う

に
、
早
朝
と
決
め
た
り
し
て
、
お
隣
ど
こ
ろ
か

二
、
三
軒
先
ま
で
掃
い
て
い
る
姿
を
見
か
け
ま

す
。
一
丁
目
の
Ｄ
さ
ん
は
「
〝
掃
き
清
め
る
〟

と
い
う
気
持
ち
で
や
っ
て
い
ま
す
」
と
言
っ
て

い
ま
し
た
。
本
当
に
Ｄ
さ
ん
の
近
所
は
、
道
路

な
の
に
禅
道
場
の
場
の
よ
う
に
清
め
ら
れ
て
い

て
気
持
ち
よ
い
の
で
す
。 

  

こ
の
風
習
が
な
が
く
続
い
て
行
き
ま
す
よ
う

に
、
と
思
い
ま
す
が
、
若
い
人
た
ち
に
継
承
し

て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
仕
事
に
忙
殺
さ
れ

て
い
た
り
、
簡
便
な
マ
ン
シ
ョ
ン
生
活
を
良
し

と
す
る
若
者
に
は
、
面
倒
な
仕
事
と
敬
遠
さ
れ

そ
う
で
す
が
、
常
盤
台
に
住
む
限
り
は
こ
う
い

う
こ
と
も
覚
悟
の
う
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な

る
べ
く
若
い
世
代
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。 

 

中
央
図
書
館
の
行
方 

  

七
月
以
来
、
常
盤
台
住
民
に
対
す
る
説
明
会
は
開
か

れ
て
い
ま
せ
ん
。
経
過
説
明
で
よ
い
の
で
、
開
い
て
欲

し
い
と
申
し
入
れ
て
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
平
和
公
園
周
辺
住
民
の
主
催
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
十
一
月
三
日
（
祝
）
午
後
四
時
か
ら
常
盤
台
地

域
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

弱
い
も
の
い
じ
め
を
さ
せ
な
い
し
つ
け 

 

北
・
練
馬
・
板
橋
で
猫
の
惨
殺
死
骸
が
発
見
さ
れ
、
、

二
丁
目
で
も
先
日
猫
の
死
骸
が
見
つ
か
り
、
関
連
が

云
々
さ
れ
て
い
ま
す
。 

先
日
一
丁
目
で
は
ハ
ト
の
脚
が
落
ち
て
い
て
、
気
味

悪
が
っ
た
子
ど
も
が
親
に
知
ら
せ
、
親
か
ら
警
察
に
連

絡
、
鑑
識
も
飛
ん
で
き
ま
し
た
。
付
近
に
カ
ラ
ス
も
ハ

ト
も
い
る
の
で
、
カ
ラ
ス
の
仕
業
と
断
定
さ
れ
ま
し

た
。
や
れ
や
れ
で
し
た
が
、
猫
な
ど
の
小
動
物
を
殺
す

行
為
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
、
と
幾
つ
か
の
事
件
が
教

え
て
い
ま
す
。
子
ど
も
に
そ
ん
な
傾
向
が
見
ら
れ
た

ら
、
幼
時
か
ら
き
ち
ん
と
教
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

動
物
作
家
の
タ
ー
ヒ
ュ
ー
ン
は
、
子
供
の
頃
、
子
犬

の
耳
を
つ
か
み
あ
げ
て
遊
ん
で
い
た
ら
、
お
父
さ
ん
が

来
て
、
い
き
な
り
タ
ー
ヒ
ュ
ー
ン
の
耳
を
つ
か
ん
で
持

ち
上
げ
た
そ
う
で
す
。
あ
ま
り
の
痛
さ
に
泣
き
叫
ん
だ

彼
は
二
度
と
弱
い
も
の
い
じ
め
を
し
な
く
な
り
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
動
物
好
き
の
作
家
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ

は
極
端
な
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
相
手
の
痛
み
を
知

り
、
思
い
や
る
力
を
育
て
れ
ば
、
イ
ジ
メ
や
殺
傷
を
興

味
本
位
で
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
る
と
思
う
の

で
す
が
… 

  
 

  
 

 

  

 

言
葉
の
幾
つ
か
（
６
） 

 

＊ 

主
人 

  

こ
の
言
葉
ほ
ど
厄
介
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
主
人

が
…
」
と
言
っ
て
い
る
人
は
全
く
無
意
識
に
無
邪
気
に
使

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
よ
く
考
え
れ
ば
、
自
分
の
主
人
は

自
分
し
か
な
い
の
で
す
が
。 

 

万
葉
の
昔
、
「
つ
ま
」
と
云
う
言
葉
は
男
女
の
双
方
に

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
先
生
か
ら
「
つ
ま
」
は
不
完
全
な

も
の
で
、
英
語
の
ベ
タ
ー
ハ
ー
フ
の
ハ
ー
フ
み
た
い
な
も

の
、
と
教
わ
り
ま
し
た
。
不
完
全
な
も
の
同
士
が
め
ぐ
り

あ
っ
て
一
対
の
完
全
な
存
在
に
な
る
、
な
ん
て
素
敵
な
発

想
に
思
え
ま
し
た
。 

 

「
亭
主
関
白
」
の
反
対
は
「
嬶
天
下
」
で
は
な
く
、「
平

等
」
と
い
う
こ
と
な
の
を
ど
の
く
ら
い
の
人
が
理
解
し
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。
夫
婦
の
間
柄
に
ま
で
上
下
関
係
を
つ

け
よ
う
と
し
た
の
で
こ
う
い
う
言
葉
が
い
ま
だ
に
幅
を

利
か
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

「
主
人
」
に
代
わ
る
言
葉
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
「
連
れ
合
い
」
も
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
も
、
こ
の
長
い

男
女
の
上
下
関
係
の
文
化
と
歴
史
を
く
つ
が
え
す
に
は

至
っ
て
い
ま
せ
ん
。 
  
 

 
   

ま
た
「
顕
正
会
」
が
事
件 

  
「
東
京
新
聞
」
十
月
五
日
に
、
顕
正
会
の
会
員
三
人
が
、

大
学
生
を
東
京
見
物
と
称
し
て
常
盤
台
近
く
の
駐
車
場

に
車
で
連
れ
て
行
き
、
未
成
年
者
誘
拐
の
疑
い
で
逮
捕
さ

れ
た
記
事
が
出
て
い
ま
し
た
。 

 

何
か
と
警
察
沙
汰
に
な
る
新
興
宗
教
で
す
が
、
こ
う
い

う
こ
と
で
常
盤
台
の
名
前
が
出
て
く
る
の
は
情
け
な
い

こ
と
で
す
。 

 


