
○先週ご案内

した28日上野

公園の演奏会は29日の間違いで

した。すいません。

○空家が増えていますね。区で

有効活用できないのでしょうか。

○102才の方が長野県の特養に。

区内で最後まで…残念です。

犯人は電話で接触してきますので、その段階

でシャットアウトすれば被害を防げます。

しつこいセールスや勧誘などにも効果が期待

できます

平成28年4月時点でのアンケート結果では90％

に近い方が録音機を設置して満足、70％近くの

方が録音機設

置後に迷惑電

話が少なくなっ

たと答えてい

ます。

区の委託業

者が訪問設置

いたします。

自分で設置できる方は生活安全課で申込めば、

その場でお渡します。配達も可能です。

弁護士の定例相談予定は

５月２８日(月)
★荒川区荒川7－37－1(コミバス花の木停留所前)

℡Fax３８０６－５１３４

★生活相談は随時相談にも応じます。ご連絡ください。また弁護

士の相談は必要な場合は日中に弁護士事務所の予約を取りますの

でご連絡ください。1月からは第４月曜日に変更に。

メール:arajcp@tcn-catv.ne.jp

http://www.tcn-catv.ne.jp/̃jcpara/ ブログhttp://s-kuniko.jugem.jp/

区役所直通3802－4627

fax3806－9246

2018年４月29日No1142号

区政区議会報告・地域情報を週刊で発行しています。ご意見をお寄せください。

昨年1年間では55件・被害総額1億7千万と

なっています。対前年度比で件数は約45％

増・被害額は1億円増えています。

今年1月から3月で13件被害総額2227万円

前年同月比で＋3件/＋668万円です。

録音時間（60時間）録音件数（2,000件）

サイズ(縦10㎝×横12㎝×厚さ3㎝）

不要な会話はボタンひとつで簡単消去

申込方法
○電話による申し込みが可能です

（専用番号：3891-8883）
○直接申込

申込用紙に必要事項を記載の上、生活

安全課または各区民事務所に提出

○郵送・ファクスの場合

申込用紙に必要事項を記載の上、生活

安全課あてに

★申込書はホームページからダウンロー

ド出来ます。

問合せ
荒川区荒川2丁目25番3号

防災センター3階生活安全課生活安全係

電話：03-3802-3111（内線494）

ファクス：03-3891-8892

取付は

録音機の電源をコンセントにさす。

電話回線と録音機をケーブルでつなぐ。

電話機と録音機をケーブルでつなぐ。

6月15日施行の民泊法「住宅宿泊

事業に起因する騒音の発生その他の

事象による生活環境の悪化を防止す

るため必要があるときは、区域を定めて、住宅宿泊事業を

実施する期間を制限することができる」としている法18条

に基づいて、荒川区のルール(条例)をつくりました。

①区内全域で月曜正午から土曜正午まで(休日は

除く)は住宅宿泊事業は出来ない。

②事業者の名称・住所・連絡先・事業開始日等

書面で近隣住民に周知し区に報告する。区は公表

する。

③１㎞以内に管理者を常駐させなければならな

個人が所有する住宅の一部や別

宅、マンションの空き室などに旅

行者を有料で宿泊させることを業とする。

2010年ごろからインターネットを通じて

宿泊者を募集し、一般住宅などに宿泊させ

るサービスが世界的に拡大した。

日本でも民泊が増え、京都などでは民家

が突然、民泊になりトラブルも起こり、ま

ち壊しにつながっています。

インターネットの宿泊サイトで検索する

と区内にも500近い民泊があるようです。

6月15日施行の民泊法の事前申請が3月15

日から始まっていますが、4月24日現在届出

はありません。

今後、荒川区への届出がに必要となりま

すが、無届のまま営業を継続することも予

想されますので、区の調査・指導が重要に

なります。 客室の延

床面積と2段

ベッドを使う場合の間隔に基

準がある以外は、特別な基準

なし。

ホテルや旅館より設備が簡素で、風呂やトイレ

は共同。食事なし。一部屋を多数人で共用するこ

とが多い。

旅館業法での許可で、営業日数の規制がないの

で民泊ではなく簡易宿所とする。また建設がすす

む可能性もあります。条例改正での荒川区は

玄関帳場(フロント)を設置し、営業時間中に人

を常駐させることを規定し、命令に違反した者は

５万円以下の過料(罰金)を科す。

旅館業法の改訂でホテルと旅館の区

別をなくし、施行令も変更し、最低客

室数の廃止や便所の設備基準や玄関帳

場(フロント)の基準等を緩和した。

緩和した基準のもとで違法民泊を

「ホテル・旅館」と看板を付け替える

心配もあるが、荒川区はフロントと人

の常駐を義務付けているので、簡単に

変更は出来ないのではないかと思う。

抜け穴がないように区として確認を

していくと答弁しています。



初等科 瑞光国民学校 明治23・3・17
初等科 第一瑞光国民学校 明治20・12
初等科 第二瑞光国民学校 明治34・10・23

夜間 　　南千住国民夜学校 昭和3・6・3
初等科 第三瑞光国民学校 明治41・9・26

初等科 第四瑞光国民学校 昭和2・4・2
初等科 第五瑞光国民学校 昭和7・10・1
初等科 第六瑞光国民学校 昭和15・9・10

初等科 第一峡田国民学校 明治16・6
初等科 第二峡田国民学校 大正8・9・13

夜間 　　三河島国民夜学校 大正15・5・6
初等科 第三峡田国民学校 大正8・9・13
初等科 第五峡田国民学校 昭和6・9・2

初等科 第六峡田国民学校 昭和9・9・1
初等科 第七峡田国民学校 昭和12・2・11

初等科 第八峡田国民学校 昭和13・11・1
初等科 第九峡田国民学校 昭和15・9・2
初等科 尾久国民学校 明治21・11・12

夜間 　　尾久国民夜学校 昭和6・5・7
初等科 尾久西国民学校 大正12・1・31

初等科 赤土国民学校 大正13・5・5
初等科 後田国民学校 昭和3・4・22
初等科 尾久宮前国民学校 昭和9・9・4

初等科 八城国民学校 昭和13・1・8
初等科 第一日暮里国民学校 明治18・6・29

初等科 第二日暮里国民学校 明治42・11・25
夜間 　　日暮里国民夜学校 大正7・4・8

初等科 第三日暮里国民学校 大正7・4・1
初等科 第四日暮里国民学校 大正7・4・2
初等科 第五日暮里国民学校 昭和12・3・5

初等科 第六日暮里国民学校 大正14・4・1
初等科 真土国民学校 昭和10・6・10

初等・高等 第四峡田国民学校 大正14・9・2
高等科 第一荒川国民学校 昭和9・9・1
高等科 第二荒川区国民学校 昭和11・3・12

高等科 第三荒川区国民学校 昭和6・5・29
高等科 第四荒川国民学校 昭和16・4・1

先週のニュース配

布中に、「私は第一

瑞光小学校の卒業。

しかし戦争で学校が

なくなり、卒業証書

をもらえなかった」

というお話を伺いました。

改めて「荒川区教育史」で紐解いてみま

した。

～資料編Ⅱ 241頁から243頁より～

右が国民学校制度実施2年目の昭和17年

(1942)5月現在の一覧。初等科単独高29校、

初等高等併設1校、

高等科単独校4校、

夜学校4校。

これらのうち、

区制施行(昭和7年

10月)以後の新設

校は初等科校10校、

高等科2校、10年間に約1.5倍に増えている。

これ以降終戦まで、国民学校の新設は行

われなかった。

夜学校は昭和19

年(1944年)3月31日

で既存の4校が廃止

され、翌年4月1日に第六瑞光と第六峡田が開校。

昭和20年(1945)3月4月の空襲で16校が全焼、5校が一部焼

失。全焼のうち第一瑞光・第六峡田・後田・八城・第五日暮里・第二荒川・第四荒

川の7校は昭和21年3月30日付で廃校。夜学校も同時に廃止された。

素盞雄神社(東京都荒川区南千住6-60-1)の今年の祭りは6月1日(金)大祭式、2日(土)

宮出し、3日(日)宮入りです。

3年に一度の大祭では、担ぎ棒二本の二天棒で千貫もある神輿を、左右に振りなが

ら担ぐ神輿振りが見られます。

鳳車に載った本社大神輿は、車から鳥までの高さ13尺(約4ｍ)間口6尺7寸(約2ｍ)奥

行9尺(約2.7ｍ)引手5尺3寸(約1.6ｍ)二天棒(担ぎ棒)の長さは四間半(8.1ｍ)です。

荒川区教育史241頁には綴方教育のことが書かれていて「荒川区児童文集」に掲載

された素盞雄神社のお祭りの様子を綴った作品が出ていました。
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校名の由来…(荒川区教育史通史編より)
南千住地区では、境内に「瑞光石」を祭る素盞雄神社の拝殿を「瑞光殿」と

いったことから。荒川町屋地区は古くから「峡田領」と言われたことから。尾

久地区はその地域の「字」の地名をそのまま使用。日暮里地区は日暮里の地名

をそのまま学校につけている。第一日暮里は開校当時から長い間「日暮小学校」と呼称していた。
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