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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

ミュージアム・ラボ

案内所

手でみる展示

メインエスカレーター

ボランティアガイド受付

メインエスカレーター

授乳室・救護室

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

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

車いす・ベビーカー
貸出所

江戸城と町割り

関東大震災

モダン東京

空襲と都民

よみがえる東京

高度経済成長期の東京

市民文化と娯楽

産業革命と東京

文明開化東京
江戸から東京へ

町の暮らし

出版と情報

江戸の商業

文化都市江戸

芝居と遊里

江戸の美

江戸の四季と盛り場

江戸と結ぶ村と島

開化の背景

現代の東京

入口
専用

出口
専用

出口
専用

ミュージアムショップ

A 日本橋

C 寛永の町人地

寛永の大名屋敷C

大名の駕籠D

B 中村座

F 棟割長屋

F 下町の庶民住宅

E 肥桶

E 纏

H 両国橋西詰

G 三井越後屋

5F企画展示室

E 千両箱

まとい

こ
れ
は
櫓
と
い
い
、幕
府
が
興
行

を
認
め
た
証
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
。

高校生版

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
、

高
さ
と
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
、江
戸
に
幕
府
が
開
か

れ
た
1
6
0
3
年（
慶
長
８
）の
こ
と
。日
本
橋
は
、繁
栄
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
。

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

マップ A 〈日本橋〉

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
広
が
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に

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

に
は
や
が
て
お
店
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

も
江
戸
を
代
表
す
る
盛
り
場
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

1
「
両
国
橋
西
詰
」模
型
に
見
え
る
橋
の

名
前
と
、そ
の
下
を
流
れ
る
川
の
名
前

は
何
で
し
ょ
う
。

季
節
は
い
つ
ご
ろ
で
し
ょ

う
か
。

こ
れ
か
ら
何
の
催
し
が

始
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。

左
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
。

次
の
写
真
の
模
型
を
探
し
て
み
ま
し
ょ

う
。彼
ら
は
何
を
売
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

橋
の
名
前

川
の
名
前

2

345マップ H 〈両国橋西詰〉

マップ H 〈両国橋西詰〉

 両国橋は
とてもにぎやか

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
、
原
寸
大
で
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
。

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
。

こ
の
座
紋
の
両
側
面
に
は
、
何
と
い
う

文
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
か
。

ま
た
、Ｑ
３
で
答
え
た
も
の
は
、
ど
の
よ

う
な
時
に
使
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
か
。

写
真
の
★
印
で
示
し
た「
天
水
桶
」は
、

中
村
座
だ
け
で
な
く
、
江
戸
の
町
の

建
物
の
屋
根
に
所
々
設
置
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
桶
の
中
に
は
、
何
を
入
れ

て
い
た
で
し
ょ
う
か
。

1

34 2

あ

い

う保
存
食

あ

井
戸
水

い

雨
水

う

芝
居
小
屋
・
中
村
座

B

日本橋から
　　みてみよう

マップ B 〈中村座〉

〒130-0015  東京都墨田区横網1-4-1  TEL 03-3626-9974（代表）  http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

し
ょ
う
ち
ょ
う

は
ん 

え
い

け
い
ち
ょ
う

ひ
　 よ

さ
か

ば

き 

て
ん

も
よ
お

に
し
づ
め

さ 

か             

ば

や
ぐ
ら

て
ん
す
い
お
け

や
ぐ
ら

こ
う
ぎ
ょ
う

ざ 

も
ん
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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

纏

G

三井越後屋
百貨店の前身

大
工

台
所
台
所

下
流
し

下
流
し

上
流
し

上
流
し

6
畳
間

2
畳
間

押
入
押
入

玄
関
玄
関

すのこ

座り
流し

引
き
窓

引
き
窓

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
つ
く
り
、国
元
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
か
ら
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
で
し
ょ
う
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
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（
延
宝
1
）、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
。

現
銀：現
金
の
こ
と
。江
戸
の
商
人
は
銀
貨
も
使
って
い
ま
し
た
。

無
掛
値：掛
け
値
無
し
と
読
み
ま
す
。こ
れ
ま
で
は
物
の
値
段
を
利
子
を
含
ん
だ

掛
け
値
で
売
っ
て
い
ま
し
た
が
、三
井
越
後
屋
は
定
価
で
売
る
と
い
う

新
し
い
商
法
を
展
開
し
ま
し
た
。

12

3

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
。

１７
世
紀
は
じ
め
頃
、
江
戸
の
町
に

は
戦
国
時
代
の
面
影
を
残
す
豪
華

絢
爛
な
屋
敷
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
屋
敷
は
、
あ
る
大

火
に
よ
っ
て
焼
失
す
る
と
、
そ
の
後

は
再
建
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の

大
火
と
は
次
の
ど
れ
で
し
ょ
う
。

左
の
写
真
は
、模
型
「
寛
永
の
大
名
屋
敷
」

に
あ
る
門
で
す
。

❶
こ
の
門
の
名
前
は
何
で
し
ょ
う
。

❷
ま
た
、
誰
が
通
る
た
め
の
門
で
し
ょ
う
。

1
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
纏
は
町
火
消
48
組
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

火
事
場
で
は
必
ず
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

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
左
の
図
は
お
店
の
看
板

の一つ
で
す
。○
の
中
に
お

店
の
マ
ー
ク
を
描
き
、□

に
当
て
は
ま
る
文
字
を

記
入
し
ま
し
ょ
う
。

店
の
中
で
は
ど
ん
な
会
話
が
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

左
の
シ
ー
ン
に
当
て
は
ま
る
会
話
を
想
像
し
て
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

三
井
越
後
屋
で
売
ら
れ
て
い
た
も
の
は

何
で
し
ょ
う
か
。

2

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江
戸
時
代
の
お
金
に
は
、

金
・
銀
・
錢
の
三
種
類

が
あ
り
ま
し
た
。
千
両

箱
は
小
判
を
入
れ
る
た

め
の
箱
で
す
。
箱
が
3

kg
だ
と
す
る
と
、小
判

1
0
0
0
枚
は
何
kg
に

な
る
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
時
代
、野
菜
を
作

る
た
め
の
大
切
な
肥
料

と
し
て
主
に
何
が
利
用

さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。

3

34
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
全
て
選
び
ま

し
ょ
う
。

参
勤
交
代
に
よ
っ
て
江
戸

の
街
は
ど
の
よ
う
に
変

化
し
た
で
し
ょ
う
か
。

正
し
く
な
い
も
の
を
選

び
ま
し
ょ
う
。

大
名
に
た
く
さ
ん
の
お
金

を
使
わ
せ
る

宿
場
・
街
道
を
整
備
す
る

◆
住
人
は
だ
れ
か‥

‥

◆
建
物
の
大
き
さ‥

‥

◆
建
物
の
特
徴（
様
子
）‥‥

30
あ

60
い

100
う

将
軍
に
挨
拶
し
に
い
く

あ
将
軍

う
町
人

い
大
名

あいう
商
売
が
盛
ん
に
な
っ
た

人
口
が
減
っ
た

大
名
屋
敷
が
増
え
た

明
暦
の
大
火

（
1
6
5
7
年
・
明
暦
３
）

あ
八
百
屋
お
七
の
火
事

（
1
6
8
3
年
・
天
和
２
）

い
関
東
大
震
災

（
1
9
2
3
年
・
大
正
12
）

う

食
料
品

あ

3

浮
世
絵

い

呉
服

う

文
房
具

え

マップ E 〈肥桶〉マップ E〈千両箱〉  

マップ C 〈寛永の大名屋敷〉

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

新しい商人の
　スタイルを
　見てみよう

組kg

❶

この門のあまりの美しさに、
町人たちが一日中眺めても

飽きなかったので「日暮の門」とも
　　　呼ばれました。

マップ G 〈三井越後屋〉 

あいう

❷

マップ E
〈纏〉

マ
ッ
プ
F 〈
下
町
の
庶
民
住
宅
〉

マ
ッ
プ
F 〈
棟
割
長
屋
〉

か
ん 

え
い  

き

と
く
ち
ょ
う

む
ね 

わ
り 

な
が  

や

い    

せ   

ま
つ 

さ
か

た
か 

と
し

え
ん 

ぽ
う

か

ね  

な

み
つ 

こ
し  

ひ
ゃ
っ
か  

て
ん  

さ
ん 

き
ん 

こ
う 

た
い

さ
か
の
く
に 

つ   

や
ま 

は
ん

く
に 

も
と

あ
い
さ
つ

し
ゅ
く
ば

め
い
れ
き

お
も
か
げ

け
ん
ら
ん

ま
と
い

か
か

ぜ
に

ま
ち  

び  

け
しこえおけ

まとい

か

　
　ご

ま
と
い

ひぐらし

ご
う 

か 

ご

かみ
ま

便
所
便
所神棚排

水
路


