
蓮田市五郎作《桜田門外之変図》／茨城県立図書館デジタルライブラリー
本作を描いた蓮田は、水戸藩脱藩者で井伊直弼襲撃者のひとり。預けられていた細川
家の家臣に求められ、事件の有様を描いて残したという。

歌川国貞作「伽羅先代萩」《藁田直則》
／東京都立中央図書館特別文庫室
伊達騒動をモチーフにした歌舞伎狂言「伽
羅先代萩」の一場面。

三代歌川豊国作「忠雄義臣録」《第三》／東京都立中央図書館特別文庫室
浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかった瞬間を描いた一枚。
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紀尾井坂に近い清水谷公園
の中には、大久保利通哀悼
の碑が建つ。

現在、宮内庁の出入り口として
使用されている坂下門。事件当
時は、西丸の通用門だった。

鹿鳴館は、その役割を終えた
のちも華族会館として使用さ
れた。／国会図書館デジタ
ルコレクション

小林清親作《近衛砲兵暴発録之画》部分
／ジャパンアーカイブス

月岡芳年作「新撰東錦絵」《生島新五郎之話》／東京都立中央図書館特別
文庫室　江戸時代、大奥を題材に描くことは禁じられており、本作は明治
に描かれたもの。

皇女・和宮が輿入れの際に通
ったとされる清水門は、江戸
城北の丸（現・北の丸公園）の
東門だった。種痘所跡に残る説明板。

小堀鞘音作《東京御着輦（れん）》／聖徳記念絵画館　明治元年（1868）10月13日明治
天皇の一行が、江戸（東京）に到着し、二重橋をわたって城に入る様子を描いた作品。

別名「不浄門」と呼ばれる平川門。江島のほかに、
吉良上野介を斬りつけて即日切腹を命じられた浅
野内匠頭もこの門から城外へ出されたという。
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ਓʑにিܸをあたえ、本の歴史にࠁまれた
事件のʑが千代田区内でىこっていた。
、にわるখઆやөըでࠓとして࡞໊
࣌の༷ࢠに৮れてみてはいかがだろう。
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ఱԼହฏとݺばれた࣌ށߐ代、
Ұؾに༸化にをった໌治࣌代、
それぞれにܶ的な事件が܁りげられていました。
。代ॱにみていこう࣌
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໌・ށߐ 治の事件現場
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「慶長江戸図」／東京都立
中央図書館特別文庫室
慶長7年（1602）ごろに描か
れたと考えられている地図
の写し。左下部に埋め立て
られる前の入り江が見える。

天守台。加賀藩主・前田綱紀によって築かれた。

現在の半蔵門
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ʹΓग़͢ɻੈք࠷େڃのࢢͱ発ల͢Δ
ࢧのҰେϓϩδΣΫτΛ߁のૅΛங͘ɺՈށߐ
͑ͨཪํͨͪのܹಆΛඳ͍ͨྺ࢙খઆɻ

ࠜൡओのఋʹੜ·Εɺ͍ݏ࣏Λඪᒗ͠ͳ
͕ΒɺҪҏՈΛ͗ܧɺນのཁ৬ʹब͍ͨҪ
ҏඝɻͨ ͔ঁͱの࿀Ѫ༷ΛབྷΊͳ͕Βɺҡ
৽લΛੜ͖ͨҪҏඝのཚのੜ֔Λඳ͘ɻ

ެ߹ମのͨΊɺఱߖのຓɾٶಙক܉Ո
߱Շ͢Δ͜ͱʹɻ͕ͩɺށߐ͏͔༫ʹࡌ
ͤΒΕͨのɺΘΓのগঁϑΩͩͬͨɻେ
ٛʹ࿔͞ΕͨগঁͨͪのތΓΛඳ໊͍ͨ࡞ɻ

འֶҩのཛɾख௩ྑ҇ͱ࢜ɾҏ୩ສ࣍
Λ࣠ʹນಈཚظΛඳ͍ͨฤອըɻࠔΛ
Γӽ͑ͯछॴΛ։ઃ͢ΔའֶҩΒのޠ
ʹɻྑ҇ɺऀ࡞のી͕Ϟσϧɻ

పఈ߅ઓΛૌ͑Δ܉ɺϙπμϜએݴʹରͯ͠
ܾஅͰ͖ͳ͍ɻऴઓલの日本ͰԿ͕ى
͍ͬͯͨ͜の͔ɻ݄̔��日ΛΊ͙Δؒ࣌��Λ
໖ີͳऔࡐͰͨ͠ݱ࠶ϊϯϑΟΫγϣϯɻ

ୈҰੈ࣍քେઓޙのຫੑతෆگΛ͢ΔͨΊ
ʹɺޱ༤ͱҪ্४೭ॿɺଟ͘のࠔΛ
ɻೋਓのͨ͠ߦΛஅېͯ͠ত�ʹۚղࠀ
உのੜ͖͟·ʹഭͬͨࡾࢁのද࡞ɻ

ஶऀ ʮ͕آのӳ༤ᩀʯͱͨͬޠ本࡞ɺ໊Ո
ʹੜ·Εの͔ײΒҰߴɾ౦େਐΜͩ
߹ཧओٛऀのओਓެ͕ɺߴརϠϛۚ༥Λओ࠻
Δ·Ͱの͍ཚのਓੜΛඳ͘ɻ͢ࡴࣗ͠

ত࢙のىͱͳͬͨޒɾҰ͔݅ࣄޒΒೋɾ
ೋ݅ࣄ·Ͱのܹಈの࣌のۭࣄݟ͕ؾʹ
ΘΔɻՉͳ੨কߍͱͦの࠺のѪͱੜ͖͟
·Λ�෦ߏͰඳ͍ͨେ࡞өըɻ

ϕετηϥʔh ஔ͔ΕͨॴͰ࡙͖ͳ͍͞ のɦ
ஶ ɾऀγελʔลࢠのɾৣ ଠɻʮೋɾೋ
ʯͰɺ།Ұ݅ࣄ lऻܸඪz ʹ͞Εͨྑࣝ܉
ਓの࢟Λܼͬͨ࡞ධɻ

ߴ࠷٢のଆ༻ਓ͔Βນֳのߝಙ܉কޒ
ऀͱ্ΓͭΊ͍ͯ͘༄٢อͱɺ٢ྑఛ౼
ͪೖΓΛՌͨͨ͠のͪɺෲΛ໋͡ΒΕΔึ
ൡՈɾେੴଂॿの໋॓తͳରܾΛඳ͘ɻ

ͬͺΒѱਓͱͯ͠ඳ͔Ε͖ͯͨߕాݪ൹͕ɺ
本࡞ͰऔΓ௵͠ੇલのൡΛ͏ٹਉͱͯ͠ඳ
͔Ε͍ͯΔɻ॓ئΛՌͨͨ͢Ίʹۤ͢Δओ
ਓެの࢟ɺैདྷのߕ൹૾Λ෴͢ɻ

�hՈ߁ɺށߐΛͯݐΔʱ
門井慶喜 著　（祥伝社文庫）

読みたい、
観たい

�hՖのੜ֔』（全2巻）
舟橋聖一 著　（祥伝社文庫）

�h༷ٶ御ཹʱ
有吉佐和子 著　（講談社文庫）

�hཅͩ·Γのथ』（全8巻）
手塚治虫 著　（小学館文庫）

�h日本の͍ͪΜ͍日ʱ
半藤一利 著　（文春文庫）

�hஉࢠの本ջʱ
城山三郎 著　（新潮社文庫）

�h੨の࣌代ʱ
三島由紀夫 著　（新潮文庫）

�hಈཚʱ
（東映ビデオ）

�hลৣଠʱ
岩井秀一郎 著　（小学館）

�hݩଠฏه』（全2巻）
南条範夫 著　（徳間文庫）

�『樅ノ木は残った』（全３巻）
山本周五郎 著　（新潮文庫）

江戸ೖؔ࿈

のมؔ࿈ాࡩ

事件ؔ࿈ٶ

ٶՇ߱ؔ࿈

東京Ӻ࠻૬ऻܸ事件ؔ࿈

έछॴؔ࿈ۄ͓ দ೭େ࿓Լਕই事件ؔ࿈

ೋ・ೋ事件ؔ࿈ ೋ・ೋ事件ؔ࿈

ޫΫϥϒ事件ؔ࿈

ҏୡ૽ಈؔ࿈

ɾٕ࢜࠽の日本Ͱɺઆのఱظࡁܦߴ
ౡल༤Λத৺ʹ৽װઢͱ͍͏େඪʹ
͔ͬͯશྗͰΓଓ͚ͨஉͨͪのޠɻڮߴ
ஂ٢の࡞ݪΛݩʹυϥϚԽɻ

�h৽װઢΛͨͬ࡞உͨͪʱ
（ビクターエンターテイメント）

東ւಓ৽װઢ։௨ؔ࿈

DVD

DVD

※現時点で、入手できない作品もあります

江戸・東京事件の現場めぐり
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大正デモクラシーから戦争、敗戦を経て
本格的な民主化へ発展する歴史のなかで
政治の中枢だった千代田区内では、
デモや暴動、クーデターが多発しました。

౦ژӺؙのೆޱɺ݊ചػखલの
চ໘ʹຒΊࠐ·Εͨখ͞ͳ ϚʔΫ
ɺ࣌のट૬ɾ͞ࡴ͕ܟݪΕͨݱ
Ͱ͋Δɻ݅ࣄ発ੜɺ������
݄�日࣌�ޙޕ��͝ΖɻژͰߦ
ΘΕΔཱݑ༑ձۙـେձʹग़੮
͢ΔͨΊɺվޱࡳ͍͔ͨͯͬͱ
͜ΖΛඈͼग़͖ͯ͠ ʹの੨ࡀ�ͨ�
ऻΘΕͨɻͰ͞Εͨই৺ଁ
ʹୡ͠ɺޙʹઈ໋ͨ͠ɻౘརౘ
ུΛ༏ઌͨ͠ݪのࡦʹର͢ΔౖΓ
͕ɺ൜ߦಈͨͬͩػͱ͍͏ɻ
তॳظʹଟ発͢ΔςϩΫʔσλ
ʔのນ։͚ͱ͍͑Δͨͬͩ݅ࣄɻ

Ӻژɺ·ͨ౦ޙΒ�͔ࡴ҉ܟݪ
Ͱट૬ऻܸͨͬ͜ى͕݅ࣄɻ
������݄��日ே࣌̕લɺԬࢁ
ट૬Λॐܸͨ͠の༤ޱ͏͔ʹ
ӈཌྷのஉͩͬͨɻ݅ࣄの΄Ͳ
લɺ͕ޱϩϯυϯւॖ܉܉Λ
క݁ͨ͠の౷ׯݖ൜ʢఱߖのݖ
ʹの৵൜ʣݶ ͋ͨΔɺͱ͍͏の͕൜
͵ɺই͕༊͑ޱཧ༝ͩͬͨɻߦ
͏ͪʹٞձʹग़੮ͤ͞ΒΕͨͨΊѱ
Խ͠ɺཌ݄̔ʹଞքͨ͠ɻ
ͱͳͬͨϗʔϜम෮ɾվݱ
ͳͲʹΑΓࣦΘΕɺதԝ௨࿏のҰࣄ
෦ͱͳͬͨɻ͜の௨࿏の్தɺ৽װ
ઢதԝΓޱ͑の֊ஈۙ͘のப
ʹɺ֓݅ࣄཁΛ͑ΔϓϨʔτ͕͋
Γɺচ໘ʹ݅ࣄのݱΛࣔ͢ Ϛʔ
Ϋ͕ຒ·͍ͬͯΔɻ

�݄��日ະ໌ɺ日本தʹܹ͕
ͬͨɻഊͨ͠ౘɾ྅ɾࡒൊʹ
ઈ͠ɺࠃՈվΛເݟΔ܉ʮߖ
ಓʯの੨কߍΒ͕����ਓの
Լ࢜ɾฌΛ͍ɺ֤地Ͱಉ࣌
ଟ発తʹཁਓのఛࢲఛΛ
ऻܸ͢Δͱͱʹɺटதのڌ
Λ։࢝ɻాࡩલのࢹܯி͓Αͦ

���ਓのฌ࢜のऻܸʹΑΓྖ͞
Εɺ౦ژʹռ͕ྩݫग़͞Εͨɻ
ॏਉࡴইʹఱߖౖܹ͠ɺ܉ट͕
ѹʹΓग़͢ͱɺཚ܉のଟ͕͘
߱͠ɺ�日ʹΘͨΔΫʔσλʔ
ນΛดͨ͡ɻฌ࢜のେଟ͕ܭըΛ
ΒͣɺԋशͱࢀͯͬࢥՃ͍ͯͨ͠
ͱ͍͏ɻ

�݄��日のޚલձٞͰɺϙπμϜએ
෬͢Δ͜ͱ߱ʹ܉߹Λडͯ͠࿈ݴ
͕ܾ·Δɻཌ日ਖ਼ޕʹϥδΦ์ૹ͢
Δऴઓৃ์ૹʢۄԻ์ૹʣ͕ Ի
͞Εͨのɺ࣌͝��ޙޕΖͩͬͨͱ
͍͏ɻ
ऴઓʹೲಘͰ͖ͳ͍߅ઓの܉
தݎকߍΒٶʢډߖʣΛ͠ڌ

ͯɺ͜の์ૹΛ્͠ࢭΑ͏ͱཚΛ
ொ௨Γʹ໘ͯ͠Δɻ൴Βɺͯا
ʹஂࢣிࣷʹೖΓɺஂࢣӴۙͭݐ
の発ྩΛ෧ٶɺࢭԻ์ૹ્ۄ
ഭΔ͕આಘʹࣦഊ͠ɺஂࢣΛॐࡴɻ
ِの໋ྩॻͰۙӴาฌ࿈ୂΛಈ͔
ͦ͏ͱ͕ͨ͠ɺِ͕発֮͠Ϋʔσ
λʔࣦഊʹऴΘͬͨɻ

B1 B3

B4

二人の首相、東京駅で命を狙われる 青年将校らのクーデターで戒厳令発令

玉音録音盤をめぐるクーデター未遂

1921年（大正10）、1930年（昭和5）

東京駅宰相襲撃事件

何が始まったのかな？
発祥の地にも足を運ぼう

1936年（昭和11）

警視庁占拠（二・二六事件）

1945年（昭和20）

宮城（きゅうじょう）事件

map

E-6

map

D-4

map

G-5
1936年（昭和11）

1945年（昭和20）

1921年（大正10）、1930年（昭和5）

�݄��日࣌�ޙޕ͝ΖɺӬాொのट૬
ɺؽཆݘのट૬ɾ࣌ఛ͕ऻܸ͞Εͨɻ
ཚೖ͖ͯͨ͠੨কߍΒʹத܉ࠃൊͱ
のۚમΛ͞ٴΕɺʮͤΘ͔Δʯ
ͱઆಘΛࢼΈ͕ͨɺকߍΒʮແ༻ʯ
ͱ発๒ɻ�発のॐ͕಄෦Λ؏͖ઈ
໋ͨ͠ɻटऀɺटΛࠞཚʹؕΕͯ
のͩͬͨɻಉͨͯاのथཱΛݖࣄ܉
�݄ʹࡾҪۜߦʢݱɾࡾҪ本ؗʣલͰ
ໍ݂ͨ͠ࡴൊॏɾᅶୖຏΛ҉ࡒҪࡾ
ஂのౘͱ݁ΜͰの൜͕ͨͬͩߦɺ
తΛՌͨ͢͜ͱͳ͘ນΛดͨ͡ɻ

��݄��日ɺ日ൺ୩ެձಊͰɺࣗ ຽɾ
ࣾձɾຽࣾ�ౘのౘटʹΑΔཱձԋ
આձ͕։͔Εͨɻ日本ࣾձౘʢݱɾࣾ
ձຽओౘʣҕһɾઙপҴ͕࣍ԋ

આΛ࢝ΊΔͱɺΛखʹֶͨ͠ੜ
࢟のগ͕ஃ্ʹ্͕͚ۦΓɺ�
ͨ͠ͱ͍͏ɻઙপ͙͢ʹපӃ
ʹӡΕ͕ͨɺ·ͳ͘ଉΛͻ͖ͱ

ͬͨɻӈཌྷஂମɾେ日本
Ѫࠃౘのౘһͩͬ �ͨ�
Ͱɺ҆ߦのগの൜ࡀ
อಆ૪のࢦಋతཱʹ
͋ͬͨઙপの҉ࡴΛܾ
のͩͬͨɻͨ͠ߦ

�݄��日ɺډߖͰߖଠ༷ࢠͱඒஐ
ࢠ ʢ༷ݱɾ্ߖͱ্ߖʣの݁ࠗの
ّ͕ࣥΓߦΘΕͨɻॳのຽؒग़ߖ
ଠࢠ൲ੜɺࠗॳ͔Βͱ
ͳΓɺۭ લのʮϛον
ʔɾϒʔϜʯ͕ ى͖ר
ͬͨ͜ɻ日ɺ͝
ࠗύϨʔυ͕ߦΘΕ
ॴޚٶΒ౦͔ډߖͨ

ʢݱɾޚࡔ༻地ʣ͓͏͔Αͦ�
ΩϩのಓのΓʹɺԊಓʹ��ສਓ
のਓ͕ԡͤ͠دɺ日本த͕͓ॕ͍
ϜʔυҰ৭ʹછ·ͬͨɻ

ऴઓޙの�݄��日ɺਐற͕܉Ԥ
ถ͔Βଓʑͱͬͯདྷͨɻ��日ʹ
ΞϝϦΧ͔Βྩ࢘ߴ࠷ϚοΧʔα
ʔ͕౸ணɻ日本のྖΛओಋ͢Δ
()2ʢ࿈߹ྩ࢘ߴ࠷܉૯ྩ࢘෦ʣ
本෦͕日ൺ୩のୈҰੜ໋Ϗϧʢݱɾ
%/λϫʔ��ʣʹ ஔ͔ΕɺຽओԽࡦ
͕発ͤΒΕΔɻ�݄��日ʹɺত
ఱ͕ߖϚοΧʔαʔΛ๚ɻࡏݱɺ
ϚοΧʔαʔࣥࣨ࣌の࢟ʹ෮
ிࢹܯΕ͍ͯΔɻ͜の΄͔ɺ͞ݪ
ఇࠃϗςϧɺ໌ ੜ໋ؗɺஈձؗɺ࣏
日本ۀ۞ָ෦ͳͲɺઓӔΛ໔Εͨ
ଟのݐ͕()2ʹऩ͞Εͨɻ

�݄��日ʙ�݄�日ɺ日本ಓؗͰ
Ϗʔτϧζのॳདྷ日ίϯαʔτ͕։
��Εͨɻ�ສਓのืूʹର͠ɺ͞࠵
ສΛ͢Ԡื͕ࡴ౸ͨ͠ͱΘΔɻ
༺Ͱଟతʹརࠓ
͞ΕΔಓ͕ؗͩɺ
ίϯαʔτձͱ͠
ͯの༻ɺ͜の日
͕ॳΊͯɻਆͳ
ಓؗͰのίϯαʔτ
։࠵ ʮʹ日本ಓʹ
ର͢Δಚʯͱର
͢Δ͋ͬͨɻ

ிͰࠞཚΛආ͚ΔͨΊɺʮϏࢹܯ
ʔτϧζରࡦձٞʯ͕ টू͞Εɺ
日����ਓΛ͑ΔܯΨʔ
υϚϯ͕ݫռଶͰྟΜͩɻ

౦ژΦϦϯϐοΫΛલʹ͑߇ �ͨ�
݄�日ɺ౦ւಓ৽װઢ͕։௨ɻੈք
ॳͱͳΔߴమಓɺ日本のࡁܦ
Λޙԡ͠ɻ౦ژʵ৽େؒࡕΛ࣌�

ؒͰ݁ͿເのΓͱͯ͠ࢠͲͨ
ͪのಌΕͱͳΓɺ日本のٕ͍ߴज़ྗ
ΛੈքʹΞϐʔϧͨ͠ɻ
��൪ઢϗʔϜʢ৽دڮΓʣʹ ൾ͕ɺ

��ɺ��൪ઢϗʔϜத
ԝ֊ஈԼʹϓϨʔ
τ͕͍ͯͬΔɻ

౦ྫྷઓ͕ܹԽ͍ͯͨ͠����ɺ؛
ֳ͕औΓΜͩ日ถ҆શอোʢ҆
อʣվఆの༰͕໌Β͔ʹͳΔʹ
ͭΕɺࠃຽのؒʹରのؾӡ͕ߴ·ͬ
ͨɻࠃձٞࣄಊपลͰ࿈日ɺ҆อ
ʹର͢Δֶੜ࿑ಇऀɺࠨཌྷάϧ
ʔϓͳͲʹΑΔେنͳٞ߅σϞ͕ߦ
ΘΕͨɻ�݄��日ʹશֶ࿈ओྲྀの
ֶੜ͓Αͦ����ਓ͕ࠃձʹಥೖ͠ɺ
ɺࢮੜͻͱΓֶ͕ࢠͱিಥɻঁܯ
ඦਓ͕ॏܰইΛෛ͏݅ࣄʹ発లɻ̒ ݄
̍̔ 日̐ສਓ͕ࠃձΛऔΓғΜͰ
ɺ̓࣌�લޕΔͳ͔ɺ��日ٞ͢߅ อ
ٞࢀӃのܾٞΛಘΔ͜ͱͳ͘ɺࣗવ
ঝೝʹͨͬࢸɻ
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B7

B6

B5

B10

B9

B8

過激派将校らによる反乱

日本を憂いた17歳少年による犯行

世紀のご成婚に53万人が沿道に押し寄せた

GHQ占領下におかれた日本

日本武道の聖地がコンサート会場に！

世界初の高速鉄道

日本を揺るがした戦後最大の政治闘争

1932年（昭和7）

犬養毅暗殺（五・一五事件）

1960年（昭和35）

浅沼稲次郎暗殺事件

1959年（昭和34）

皇太子様・美智子様ご成婚パレード

1945年（昭和20）

進駐軍来たる

1966年（昭和41）

ビートルズがやってきた！

1964年（昭和39）

東海道新幹線開通

1960年（昭和35）

安保闘争

map
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F-6

map

D-3
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G-6
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D-6

1932年（昭和7）

1960年（昭和35）

1959年（昭和34）

1945年（昭和20）

1966年（昭和41）

1964年（昭和39）

1960年（昭和35）B
大正・昭和の事件現場

1921年（大正10）　　　1966年（昭和41）

現場となった東京駅乗車口（現・丸の内
南口）。×印が刺殺された場所を示す。
現場となった東京駅乗車口（現・丸の内
南口）。×印が刺殺された場所を示す。

毎日新聞社

毎日新聞社
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警視庁中庭に集結した反乱軍。／毎日新聞社

ホームで襲撃を受けた直後の浜口首相。
すぐさま駅長室へと運び込まれた。
／毎日新聞社

決定的瞬間を捉えた長尾靖
の一枚は、ピューリッツァー
賞を受賞した。／毎日新聞社

新幹線「ひかり1号」が東
京駅を出発。待望の東海
道新幹線開通に日本が沸
いた。／毎日新聞社

犬養毅が襲撃殺害された首相官邸
で現場検証を行う様子。
／毎日新聞社 旧近衛師団庁舎は、重要文化財に指定されている。
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千代田区立日比谷図書文化館
日比谷公園1-4

東京シティアイ観光情報センター
丸の内2-7-2 ＫＩＴＴＥ 地下1階

皇居東御苑　本丸休憩所
千代田1-1

緊迫した事件の現場をめぐっていると、
喉も渇くに違いない。
ひと休みしながら、情報や知識を得られる
とっておきのスポットを紹介しよう。

ちょっとひと休み
しませんか？

画面左方向が天守台。画面右、木
の向こうにある建物が本丸休憩所。

緑豊かな日比谷公園内に建つ築６０余年の三
角形の建物。

江戸城の天守は、3度築かれた。3代将
軍家光が建て、明暦の大火で焼失した
最後の天守を復元した模型。高さは60メ
ートルあったという。 カウンターでは宿泊予約やチケットの手配なども対応してくれる。

１階奥の「Library Shop &
 Ca fé Hibiya」は、カフェ
（60席）に書店が併設されて
いる。ショップで扱う本は、
「東京」などをテーマにセレ
クトされている。
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日本野球発祥の地 map F-3
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ザ・フォレスト北の丸
北の丸公園1-1
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屋根に太陽光発電パネルが設置されたエコな建物。




