
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-2-１ 太平洋戦争被爆地 
黒塗りの場所が被災地 
資料出所：日本地図株式会社 空爆被災図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-2-2 1921（大正 10）年の関原の道路 
資料出所：元関原二丁目南町会長作成図 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-2-3 現在の関原の道路 
資料出所：関原二丁目二丁目南町会全図 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-2-4 本木・関原地区の町会の区分け 
資料出所：足立区立郷土博物館 編 1999 『 足立風土記稿. 地区編 2(西新井) 』 
     ；274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-2-5 関原一～三丁目の新旧対照図 
資料出所：足立区役所『町名のうつりかわり』1982；127 
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図 3-2-6 本木 1~2丁目の総人口推移 
資料出所：国勢調査町丁目別人口統計より作成 
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図 3-2-7  関原 1~3丁目の総人口推移 
資料出所：国勢調査町丁目別人口統計より作成 
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図 3-2-8 足立区における年齢別人口の割合 
資料出所： http://www.city.adachi.tokyo.jp/toukei/tosibetu/20020401.htmより作成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-2-9 本木の事業所分布 1969（昭和 44）年 
資料出所：大谷猛夫 1973「東京都足立区の本木における皮革工業と家具工業についての考
察――巨大都市下町地域の零細工業の存在形態」『地理学評論』；585 
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図 3-2-10 本木 1～2丁目の商店数推移 

資料出所：町丁目別商業統計より作成 
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図 3-2-11 関原 1～3丁目の商店数推移 
資料出所：町丁目別商業統計より作成 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-2-12 商店街分布図 


