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マップ A 〈日本橋〉

マップ H 〈両国橋西詰〉

マップ B 〈中村座〉

中学生版

A
江
戸
の

シ
ン
ボ
ル

日
本
橋

江
戸
東
京
博
物
館
の
常
設
展
示
室
に
入
る
と
大
き
な
橋
が
か

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
日
本
橋
の

幅
は
そ
の
ま
ま
に
、
長
さ
を
半
分
に
し
て
復
元
し
た
模
型
で
す
。

日
本
橋
が
か
け
ら
れ
た
の
は
、
徳
川
家
康
が
江
戸
に
幕
府
を

開
い
た
１
６
０
３
年
の
こ
と
で
す
。
日
本
橋
は
、
発
展
す
る
江

戸
の
象
徴
で
し
た
。

1

23

江
戸
時
代
の
日
本
橋
の
長
さ
は
、

約
何
メ
ー
ト
ル
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

2
写
真
の
★
で
示
し
た
も
の
は
、
屋
根

の
上
に
設
置
さ
れ
た
「
天
水
桶
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
こ
こ
に
は
雨

水
が
た
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
何

の
た
め
に
使
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
か
。

当
て
は
ま
る
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

日
本
橋
の
名
の
由
来
に
は

い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま

す
が
、﹇
　
　
　
　﹈

の
起
点
と
し
て
、
日
本
の

中
心
と
考
え
ら
れ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
　
　
　に
当
て
は
ま
る

言
葉
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

写
真
の
一
部
が
抜
け
て
い

ま
す
が
、
何
と
い
う
部
分

で
し
ょ
う
か
。

 ﹇
　
　
　
　﹈
　
　

　
　
　
　

ま
た
、
抜
け
て
い
る
と
こ

ろ
に
絵
を
描
い
て
橋
を
完

成
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

25
メ
ー
ト
ル

あ

51
メ
ー
ト
ル

い

80
メ
ー
ト
ル

う

水
不
足

あ

農
業

い

消
火

う

常 設 展 示 用 ワ ー ク シ ー ト

日本橋を
　渡ってみよう

H
江
戸
一
番
の

盛
り
場

両
国

火
事
の
多
か
っ
た
江
戸
で
は
、
火
が
燃
え
広
が
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
火
除
け
地
と
い
う
広
場
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に

は
や
が
て
屋
台
や
見
せ
物
小
屋
が
立
ち
並
び
、
た
く
さ
ん
の
人

が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
誕
生
し
た
の
が
「
盛

り
場
」
で
す
。
両
国
橋
の
西
詰
は
江
戸
を
代
表
す
る
盛
り
場
の

ひ
と
つ
で
す
。

1
こ
の
模
型
に
あ
る
橋
の
名
前
は
何
で
し
ょ
う
。

橋
の
名
前

2
こ
の
写
真
は
、
屋
台
で
天
ぷ
ら
を
売
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
ほ

か
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
売
ら
れ
て
い
た
の
か
、
模
型
を
手
が
か
り
に

二
つ
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

 両国橋は
とてもにぎやか

[　
 　

]

B

芝
居
小
屋
・
中
村
座

日
本
橋
の
脇
に
見
え
る
建
物
は
、
江
戸
時
代
の
代
表
的
な
歌
舞
伎
の
芝
居
小

屋
で
あ
る
中
村
座
の
正
面
部
分
を
復
元
し
た
模
型
で
す
。
こ
こ
で
は
、
人
々

が
日
常
を
忘
れ
て
歌
舞
伎
の
世
界
を
楽
し
み
ま
し
た
。

1
櫓
正
面
の
中
村
座
の
座
紋
は
、
左
の
三
つ
の
う
ち
ど
れ
で
し
ょ
う
か
。

あ

い

う 日本橋から
　　みてみよう

こ
れ
は
櫓
と
い
い
、幕
府
が

歌
舞
伎
の
上
演
を
認
め
た
目

じ
る
し
で
し
た
。櫓
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
芝
居
小
屋
の
座
紋

が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
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江
戸
東
京
博
物
館

常
設
展
示
室

案
内
マ
ッ
プ

授乳室・救護室

出口は5Fです。

ぼく、ギボちゃん。
日本橋の欄干擬宝珠
がモデルだよ。

ら　ん　か　ん　ぎ　ぼ　し

車いす・ベビーカー
貸出所

入口
専用

5F企画展示室

車いす・ベビーカー専用のエレベーターです
警備員が誘導します

A 日本橋

出版と情報

江戸の商業

F 棟割長屋

E 肥桶

E まとい

H 両国橋西詰

G 絵草紙屋

F 下町の庶民住宅

C 寛永の町人地

寛永の大名屋敷C

G 三井越後屋

江戸城と町割り

大名の駕籠D

B 中村座

E 千両箱

し
ょ
う
ち
ょ
う

ひ
　 よ

さ
か

に
し 

づ
め

ば

き 

て
ん

や
ぐ
ら

ざ  

も
ん

や
ぐ
ら

て
ん
す
い
お
け

さ 

か             

ば
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大
工

台
所
台
所

下
流
し

下
流
し

上
流
し

上
流
し

C

D

乗
っ
て

み
よ
う

く
ら
べ
て
み
よ
う

大
名
屋
敷
と
町
人
地

大
名
駕
籠
に

E

体
験
し
よ
う!

F
江
戸

東
京

住
ま
い
拝
見

G

絵
草
紙
屋
と

　

   

三
井
越
後
屋

寛
永
期
の
江
戸
に
お
け
る
大
名
屋
敷
と
町
人
屋
敷

に
は
、そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
ま
し
た
。

参
勤
交
代
に
よ
っ
て
全
国
の
大
名
は
、江
戸
に
も
屋
敷

を
作
り
、領
地
と
の
間
を
往
復
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。車
も
電
車
も
な
い
時
代
、全
国
の
大
名
た
ち
は
駕

籠
に
乗
っ
て
江
戸
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。こ
の
駕
籠
は
、

美
作
国
津
山
藩（
現
在
の
岡
山
県
）の
藩
主
が
実
際
に

使
っ
た
駕
籠
を
複
製
し
た
も
の
で
す
。

ガ
ス
や
電
気
の
な
か
っ
た
時
代
、人
々
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。ま
た
、暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
いっ
た
の
か
、江
戸
時
代
の

町
人
が
住
ん
で
い
た「
棟
割
長
屋
」模
型（
江
戸
ゾ
ー
ン
）と
、昭
和
初
期
の「
下
町
の

庶
民
住
宅
」模
型（
東
京
ゾ
ー
ン
）を
く
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

◆
三
井
越
後
屋

三
井
越
後
屋
は
伊
勢
松
坂（
現
在
の
三
重
県
）の

商
人
の
子
・
三
井
高
利
が
１
６
７
３
年
、江
戸
に

開
い
た
お
店
で
、現
在
の
三
越
百
貨
店
の
前
身
で

す
。商
売
上
手
だ
っ
た
彼
は
江
戸
一
番
の
大
商
人

に
な
り
ま
し
た
。

◆
絵
草
紙
屋

江
戸
時
代
に
は
、浮
世
絵
が
大
衆

文
化
と
し
て
流
行
し
ま
し
た
。絵
草

紙
屋
で
は
、主
に
浮
世
絵
な
ど
が
販

売
さ
れ
、人
気
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
模
型
は
、和
泉
屋
市
兵
衛
の
店

（
甘
泉
堂
）を
復
元
し
た
も
の
で
す
。

1模
型「
寛
永
の
大
名
屋

敷
」と
模
型「
寛
永
の
町

人
地
」に
あ
る
町
人
屋
敷

を
比
べ
る
と
、ど
の
よ
う

な
違
い
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
。そ
れ
ぞ
れ
書
き
出

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

1
こ
の
駕
籠
は
何
人
で
か
つ
い
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

人

2駕
籠
の
重
さ
は
、
お
よ
そ
ど

れ
く
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
か
。

1
江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
町
火
消
は
４８
組
に

分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
纏
は
火
事
場
で
ど

の
組
が
担
当
し
て
い
る
か
を
し
め
す
、
合

図
と
し
て
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

で
は
、こ
の
纏
は
何
組
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。

1
「
棟
割
長
屋
」と「
下
町
の
庶
民
住
宅
」の
模
型

や
模
型
解
説
に
あ
る
見
取
り
図
を
よ
く
見
て
、

　
　
　に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
書
き
込
み
ま

し
ょ
う
。

1
三
井
越
後
屋
で
売
ら
れ
て
い
た
も
の
は
何
で
し
ょ
う

か
。模
型
を
み
て
、手
が
か
り
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

2
次
の
写
真
は
、何
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。当
て
は
ま
る

も
の
を
一つ
選
び
ま
し
ょ
う
。

2
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
あ
る
道
具
に
つ
い
て
、何
に
使
う
も
の
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

2
千
両
箱
は
、
小
判
を
入
れ
る
た

め
の
箱
で
す
。
小
判
1
0
0
0

枚
を
入
れ
た
千
両
箱
の
重
さ
は

お
よ
そ
ど
の
く
ら
い
で
し
ょ
う
。

3
「
下
肥
」と
は
江
戸
時
代
、野
菜
を

作
る
た
め
の
大
切
な
肥
料
で
し

た
。こ
れ
に
は
あ
る
意
外
な
も
の

が
原
料
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

何
が
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。

こ
れ
に
草
木
灰
や
イ
ワ
シ
を
干
し

た
も
の
、
菜
種
や
綿
の
実
か
ら

油
を
し
ぼ
っ
た
残
り
か
す
な
ど
を

加
え
、肥
料
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

3参
勤
交
代
は
、
ど
の
よ
う
な

目
的
を
果
た
し
た
の
で
し
ょ

う
。
当
て
は
ま
る
も
の
を
一つ

選
び
ま
し
ょ
う
。

◆
住
人
は
だ
れ
か‥

‥

◆
建
物
の
大
き
さ‥

‥

◆
住
人
は
だ
れ
か‥

‥

◆
建
物
の
大
き
さ‥

‥

30
あ

60
い

100
う

将
軍
へ
の
挨
拶

あ
外
国
と
の
貿
易

い
領
地
で
城
を
新
し
く
建
て

た
こ
と
の
報
告

う

食
料
品

あ

着
物
の
生
地

う

勉
強
し
て
い
る

あ
客
に
出
す
お
茶
を
い
れ
て
い
る

い
掃
除
を
し
て
い
る

う3
次
の
写
真
で
は
、客
と

店
の
者
と
が
相
談
し
な

が
ら
、商
品
を
選
ん
で

い
ま
す
。そ
の
天
井
に

吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
る

紙
に
は
、何
が
書
か
れ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

商
品
の
名
前

あ
各
売
り
場
の
担
当
者
の

名
前

い
客
の
名
前

う

浮
世
絵

い

文
房
具

え

1
絵
草
紙
屋
で
主
に
売
ら
れ
て
い
た
も

の
は
、浮
世
絵
の
ほ
か
に
何
が
あ
り

ま
す
か
？
当
て
は
ま
る
も
の
を
一つ

選
び
ま
し
ょ
う
。

書
籍

あ

文
房
具

え
か
ん
ざ
し

い

下
駄

う

マップ E 〈肥桶〉マップ E〈千両箱〉  

マップ E 〈まとい〉

マップ C 〈寛永の大名屋敷〉

マップ D 〈大名の駕籠〉

マップ C 〈寛永の町人地〉

kg

kg

kg

くらべて
　　みよう
庶民生活の今昔

江戸時代の
　お店を
のぞいてみよう

マ
ッ
プ
F 〈
下
町
の
庶
民
住
宅
〉

マ
ッ
プ
F 〈
棟
割
長
屋
〉

組kg

ま
ち 

び 

け
し

マップ G 〈絵草紙屋〉

マップ G 〈三井越後屋〉

6
畳
間

2
畳
間

押
入
押
入

玄
関
玄
関

神棚

すのこ

座り
流し

引
き
窓

引
き
窓

排
水
路

台
所
台
所

か
ん 

え
い  

き

と
く
ち
ょ
うむ

ね 

わ
り 

な
が  

や

し
た 

ま
ち

い
　せ
　ま
つ 

さ
か

た
か 

と
し

い
ず
み

　や  

い
ち
　べ
　え

か
ん
せ
ん
ど
う

み
つ 

こ
し
ひ
ゃ
っ 

か
　て
ん  

し
ょ
み
ん
じ
ゅ
う
た
く

さ
ん 

き
ん 

こ
う 

た
い

み
ま 

さ
か
の
く
に 

つ  

や
ま  

は
ん

あ
い
さ
つ

そ
う
も
く
ば
い

な 

た
ね
　
　わ
た

し
も
ご
え

ま
と
い

こえおけ

か

　
　ご

み
　つ

　
　

 

い

　
　

  

え
　ち

　
　

  
ご

　
　
　

 

や

え

　
　ぞ
　う

　
　

  

し

　
　
　

  

や

か

ご


