
解説パネル 資料・模型 体験展示など ３・４年 ５年 ６年
　幕末の江戸城　本丸・二丸御殿―模型解説―
　江戸の変遷
寛永期の武家地
明暦の大火　焼失地図
徳川将軍家・御三家・御三卿系図
御三家と御三卿
江戸城における大名の殿席
江戸幕府のさまざまな役職
参勤交代の経路と日程
大名屋敷と勤番長屋
大名・旗本・御家人
旗本・御家人の俸禄と拝領屋敷
徳川将軍の御台所と生母
海外使節の江戸参府

武家の文化 江戸幕府の主な年中行事
町の支配と運営
町奉行所のしくみと仕事
町火消の配置
町の構成と諸施設
江戸町人の人口構成
町の住民の家族と年齢構成
江戸町人の人生
江戸町人の一年
さまざまな仕事
江戸時代と現代の年間収支
暮らしの中のあかり
衣類の有効活用
江戸の初物暦
江戸の学び
江戸災害年表
江戸の流行病年表
版本のできるまで
錦絵のできるまで
江戸市中の本屋の分布
寛政年間以降の著名な禁書
江戸の瓦版売り
江戸時代後期の物価
江戸時代の米
金・銀・銭　三貨の比率
小売物価の推移

江戸と上方 東廻り航路と西廻り航路
札差の役割
十組問屋の役割り
三井越後屋京本店における奉公人の経歴
新河岸川・利根川・江戸川舟運図
江戸の玄関
葛西周辺の村落分布図
武蔵野周辺の村落分布図
武蔵野、葛西の江戸との流通
江戸時代の伊豆七島
　玉川上水流域図
玉川上水の管理と運営
玉川上水の分水と武蔵野新田
上水と井戸
江戸府内上水使用分布図

絵草紙屋(模型)

村と島の生活

あふれる出版物

貨幣と生活

江戸の本屋

さまざまな商い

小学校学習指導要領　(社会)江戸東京博物館常設展示

江
戸
城
と
町
割
り

E
1

内容（１）オ
参勤交代，鎖国につ
いて調べ，戦国の世
が統一され，身分制
度が確立し武士によ
る政治が安定したこ
とが分かること。

内容（５）ウ
地域の発展に尽くし
た先人の具体的事例

江戸のすがた

ひろがる江戸

総城下町江戸

コーナー名
歩いてみよう
　江戸城松の廊下の障壁画（部分）

乗ってみよう
　 大名の駕籠

振ってみよう
　江戸町火消“す”組の纏（まとい）

かついでみよう
　肥桶

見てみよう　寿司屋の屋台
見てみよう　さまざまな屋台
かついでみよう　棒手振りの売り物
持ってみよう　千両箱

三井越後屋江戸本店(模型)
菱垣廻船(模型)

E
5

江戸地廻り経済圏

玉川上水とその流
域

内容（１）カ
歌舞伎や浮世絵，国
学や蘭学について調
べ，町人の文化が栄
え新しい学問が起
こったことが分かるこ
と。

暮らしのさまざま

内容（４）ア
関係機関は地域の
人々と協力して，災
害や事故の防止に
努めていること

内容（５）ア
古くから残る暮らしに
かかわる道具、それ
らを使っていたころの
暮らしの様子

小金井橋と玉川上水(模型)
四谷大木戸水番屋(模型)
上水道の利用(模型)

地廻り経済圏

 

棟割長屋(模型)

E
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E
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町
の
暮
ら
し

出
版
と

情
報

内容（１）ア
身近な地域や市
（区、町、村）の特色
ある地形、土地利用
の様子、主な公共施
設など場所と働き、
交通の様子、古くか
ら残る建造物など

（都内小学校に該当
あり）

内容（４）イ
情報化した社会の様
子と国民生活とのか
かわり

内容（２）ウ
食糧生産に従事して
いる人々の工夫や努
力、生産地と消費地
を結ぶ運輸などの働
き

町のしくみ

江
戸
と
結
ぶ
村
と
島

江
戸
の
商
業



江戸の花暦
江戸の年中行事
江戸の祭礼
江戸の盛り場
両国の見世物
関東主要参拝旅行地
江戸の富士塚
蔦屋重三郎の活躍とネットワーク
女子の諸芸
田中久重（からくり儀右衛門）の系譜
『解体新書』の刊行―「蘭学」の広まり
オランダを通した海外との文化交流

装いとかざり 江戸っ子好みの意匠
浮世絵版画の発達
おもな浮世絵師たち
海を渡った浮世絵
暮らしの中の浮世絵
北斎による〈絵画入門〉～絵手本をみてみよう
葛飾北斎の画業
「助六」の世界
江戸の芝居小屋　興行場所年表
「東海道四谷怪談」の世界
江戸市中から吉原へ
吉原の一日
遊女の実像

ペリー艦隊の来航と条約交渉
江戸防備と台場
勝海舟略年譜
江戸無血開城をめぐるおもな動き
上野戦争

乗ってみよう　三輪車
乗ってみよう　人力車
乗ってみよう　ダルマ自転車
乗ってみよう　リンタク
聞いてみよう　自働電話

築地居留地と鉄道の開設
　開化新名所
東京府の誕生
官庁の建設
桑茶政策
東京で刊行された主な新聞

職業に見る幕末から明治初期の庶民の暮らし
ビゴーが描いた明治の庶民の暮らし
公立・私立小学校の成立と展開
中・高等教育機関の分布
多摩と自由民権運動
〈交通〉・〈通信〉の発達
明治期の東京のさまざまな工場
明治10年代の東京〈殖産興業〉〈富国強兵〉の様相
東京の民間工場に見る産業構造の変化

内容（５）イ
地域の人々が受け
継いできた文化財や
年中行事

江戸～明治の土地利用変遷
江戸時代のあかり・行灯
明治時代のあかり・石油ランプ
現代のあかり
見てみよう 文明開化前後比べ
読んでみよう　明治の教科書
持ってみよう　木製亜鈴

まわしてみよう　文様合わせ
開けてみよう
　富嶽三十六景に描かれた場所

絵入り幕末事件史年表

文
明
開
化
東
京

神田明神山車(模型)
神田明神行列(模型)
両国橋西詰(模型)

助六の舞台(模型)
芝居小屋の構造 廻り舞台 奈落(模型)
歌舞伎の仕掛け(模型)

芝居小屋・中村座（正面部分）
　　　　　　　　　　　　　　(模型)

演じる・見る―歌舞
伎の楽しみ

明治の教育

商工業の都市

江戸の盛り場

第一国立銀行(模型)

鹿鳴館(模型)
ニコライ堂(模型)
銀座煉瓦街(模型)

江
戸
の
美

芝
居
と
遊
里

江
戸
か
ら

東
京
へ

E
8

E
9

T
2

開
化
の
背
景

T
3

T
1

E
10

内容 （１）ク
大日本帝国憲法の
発布，日清・日露の
戦争，条約改正，科
学の発展などについ
て調べ，我が国の国
力が充実し国際的地
位が向上したことが
分かること。

内容（１）キ
黒船の来航，明治維
新，文明開化などに
ついて調べ，廃藩置
県や四民平等などの
諸改革を行い，欧米
の文化を取り入れつ
つ近代化を進めたこ
とが分かること。

庶民の日常

江
戸
の
四
季
と

盛
り
場

江戸の四季

産
業
革
命

と
東
京

江戸無血開城

武都から首都へ

欧米文化の受容

海外との文化交流

E
6

E
7

庶民の旅と祈り

江戸の文化交流

内容（１）カ
歌舞伎や浮世絵，国
学や蘭学について調
べ，町人の文化が栄
え新しい学問が起
こったことが分かるこ
と。

浮世絵の世界

吉原の表と裏

北斎の画室(模型)

助六のせりふと音楽

江戸東京を掘る(模型)

朝野新聞社(模型)
銀座煉瓦街ガス灯

煉瓦壁　銀座煉瓦街遺構

内容（４）イ
情報化した社会の様
子と国民生活とのか
かわり

文
化
都
市

江
戸

内容（５）ウ
地域の発展に尽くし
た先人の具体的事例

内容（４）ア
放送，新聞などの産
業と国民生活とのか
かわり

内容（１）ア
身近な地域や市（区・
町・村）の特色ある地
形、土地利用の様子、
主な公共施設などの場
所と働き、交通の様
子、古くから残る建造
物など

内容（５）ア
古くから残る暮らしに
かかわる道具、それ
らを使っていたころの
暮らしの様子



浅草六区の誕生
盛り場浅草の変遷
凌雲閣（浅草十二階）
六区活動写真館の開業年
六区興行街の変遷
各種興行場における入場人員数の変化
東京の文化サロンと文士村
おもな雑誌の創刊年と種類数の変化
円本合戦
宣伝広告の変化
被災地東京 関東大震災焼失区域地図
凌雲閣の倒壊 東京地盤模型
地震直後の避難民 映像「関東大震災」
不明者の捜索 初期のラジオ放送
各国からの支援
関東大震災時の被災情報
復興事業で整備された都市インフラ
土地区画整理事業の概要
同潤会アパートメントハウス
明治43年東京洪水の被害
大正6年東京湾海嘯の被害
水害から東京を守る～荒川放水路の開削
区名の変遷と人口の変化
東京府内の私営鉄道路線の開業年
新聞記事にみる都市問題
近郊の農業と土地利用の変化
都市を支える水源
島しょ部の定期航路と電力供給の開始年
東京市内の交通網1935年（昭和１０）ころ
サラリーマンの登場 三越双六
「職業婦人」の実像1931年（昭和６）
職業別にみる職業婦人の姿
昭和モダンの風景
東京の子供たち
工場労働者の家計支出構造の動向
ガス・電気の普及とその利用 音に聴く戦争への道

戦争への道 切符制・配給制のはじまり 映像「戦中銀座」
東京の学童集団疎開 東京空襲焼失区域地図
疎開地での生活
防空・空襲年表 映像「東京大空襲」
アメリカ軍の戦略爆撃
空襲によるおもな被災地
B29による焼夷弾攻撃
焦土と化した東京
都内のおもな接収施設 新宿―夜のヤミ市―(模型)
ヤミ市の分布
銀座　ある露天商の一日
占領期東京の工業生産
一人あたりの繊維の消費量
東京の洋裁学校
合成繊維の普及
電化製品の普及率と価格の変化
主婦の生活の変化
日本映画の隆盛
街頭テレビの設置状況
東京の人口増加と住宅供給の推移
団地生活における電化製品の普及率

内容（５）ア
古くから残る暮らしに
かかわる道具、それ
らを使っていたころの
暮らしの様子

内容（４）ア
関係機関は地域の
人々と協力して，災
害や事故の防止に
努めていること

内容（５）ウ
地域の発展に尽くし
た先人の具体的事例

大東京35区・鉄道路線と
　                人口の変遷地図

凌雲閣（浅草十二階）(模型)
電気館（正面部分）(模型)
六区活動写真街(模型)

下町の庶民住宅(模型)
和洋折衷住宅(移築・復元)

フォードA型・4ドアセダン
　（円タクを再現した自動車）

戦時下のすまい・防火用具
(模型)

風船爆弾(模型)

開けてみよう　凌雲閣機絵双六

『浅草』社会地図
東京文化展望地図

内容（１）ケ
日華事変，我が国に
かかわる第二次世界
大戦，日本国憲法の
制定，オリンピックの
開催などについて調
べ，戦後我が国は民
主的な国家として出
発し，国民生活が向
上し国際社会の中で
重要な役割を果たし
てきたことが分かるこ
と。

空
襲
と
都
民

関
東
大
震
災

生活革命

団地と電化生活

T
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市
民
文
化
と
娯
楽

T
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モ
ダ
ン
東
京

高
度
経
済
成
長
期
の
東
京

よ
み
が
え

る
東
京

内容（１）エ
国土の保全などのた
めの森林資源の働き
及び自然災害の防
止

内容（２）イ
我が国の主な食料生
産物の分布や土地
利用の特色など

ひばりが丘団地(模型)
軽自動車スバル360
ダッサントラックG222型

占領下のTOKYO

映像
 「米軍カメラマンがとらえた
　終戦後の日本」

戦時下の生活

東京大空襲

水害都市東京

大東京の成立

生活の変化

大震火災

内容（３）ア
飲料水、電気、ガス
の確保や廃棄物の
処理と自分たちの生
活や産業とのかかわ
り

内容（５）ア
古くから残る暮らしに
かかわる道具、それ
らを使っていたころの
暮らしの様子

内容 （１）ク
大日本帝国憲法の
発布，日清・日露の
戦争，条約改正，科
学の発展などについ
て調べ，我が国の国
力が充実し国際的地
位が向上したことが
分かること。

内容（３）ア
様々な工業製品が国
民生活を支えている
こと。

内容（４）ア
放送，新聞などの産
業と国民生活とのか
かわり

内容（４）ア
放送，新聞などの産
業と国民生活とのか
かわり

内容（４）ア
放送，新聞などの産
業と国民生活とのか
かわり
内容（４）イ
情報化した社会の様
子と国民生活とのか
かわり

盛り場浅草

東京文化展望



競技場の建設と交通網の整備
東京都における自動車保有台数の変化
東京都区部における大気汚染の推移 映像「大気汚染への対応」
東京の河川における水質汚濁の推移 映像「水質汚濁への対応」
東京都区部における地盤沈下の推移 映像「ゼロメートル地帯の広がり」
東京都区部におけるごみ量の推移 映像「ごみの処理と埋め立て」
東京圏における住宅地の地価分布（1968） 映像「1960年代」
1965年（昭和40）における東京都の地下鉄
1965年（昭和40）における首都高速道路
東京圏における住宅地の地価分布（1975） 映像「1970年代」
1975年（昭和50）における東京の地下鉄
1975年（昭和50）における首都高速道路
東京圏における住宅地の地価分布（1985） 映像「1980年代」
1985年（昭和60）における東京の地下鉄
1985年（昭和60）における首都高速道路
東京圏における住宅地の地価分布（1995） 映像「1990年代」
1995年（平成７）における東京の地下鉄
1995年（平成７）における首都高速道路
東京圏における住宅地の地価分布（2005） 映像「2000年代」
2005年（平成17）における東京の地価分布
2005年（平成17）における首都高速道路

内容（５）ア
古くから残る暮らしに
かかわる道具、それ
らを使っていたころの
暮らしの様子

内容（１）ケ
日華事変，我が国に
かかわる第二次世界
大戦，日本国憲法の
制定，オリンピックの
開催などについて調
べ，戦後我が国は民
主的な国家として出
発し，国民生活が向
上し国際社会の中で
重要な役割を果たし
てきたことが分かるこ
と。

ミ

ュ
ー

ジ
ア
ム
・

ラ
ボ

内容（１）ウ
公害から国民の健康
や生活環境を守るこ
との大切さ

都市問題への対応

　　　　　　　　　　　　入ってみよう　体験住宅

昔の暮らしの道具そ
の
他

T
9

現
代
の
東
京

高
度
経
済
成
長
期
の
東
京

T
10

変化を続ける東京
（1960-2010）

内容（３）ア
飲料水、電気、ガスの確
保や廃棄物の処理と自分
たちの生活や産業とのか
かわり

内容（５）ア
古くから残る暮らしに
かかわる道具、それ
らを使っていたころの
暮らしの様子

内容（６）イ
県（都，道，府）全体
の地形や主な産業の
概要，交通網の様子
や主な都市の位置

内容（３）ア
様々な工業製品が国
民生活を支えている
こと。

内容（４）ア
放送，新聞などの産
業と国民生活とのか
かわり

内容（４）イ
情報化した社会の様
子と国民生活とのか
かわり

ひばりが丘団地(模型)
軽自動車スバル360
ダッサントラックG222型

1964年東京オリン
ピック






