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はじめに

【講座の内容と担当者】
〈「独立 70 周年―練馬区誕生への軌跡」講演会〉

〈首都大学東京オープンユニバーシティ講座〉
　　～江戸・東京の「まち」と「ひと」シリーズ～
　　昭和の「東京」はこうだった！東京都が写したスライド画像で見る戦災復興から高度成長

＜「独立70周年―練馬区誕生への軌跡」講演会＞

●史料でたどる練馬の歴史～東京の行政区画の変遷早わかり　　　　　　　　 　 西木浩一
はじめに

【講座報告】
「独立 70 周年―練馬区誕生への軌跡」講演会

首都大学東京オープンユニバーシティ講座

東京都公文書館　史料編さん担当
工藤航平・西木浩一

東京都公文書館　史料編さん担当
小野美里・太田亮吾・齋藤洋子
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１　江戸時代の練馬地域－母胎としての村々

２　明治の東京－行政区画の移り変わりと練馬地域

（1）慶応４年（1868）７月　「三治の制」

（2）明治４年（1871）11 月以降　廃藩置県に伴う府県の設置

図１　三宝寺池とその周辺（「武蔵野古物」）
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（3）明治７年 (1873) １月　大区小区制の再編成　

（4） 明治 11 年 (1878) ７月　郡区町村編制法

（5）明治 22 年 (1889) ５月  
　　市制・町村制に伴う統合整理

（6）明治 24 年（1891）９月
　　大泉村の成立と北豊島郡への編入

図２　大区小区制時代の練馬区域

図3　市制・町村制の施行と練馬区域の村々の統合

図4　大泉村の成立と北豊島郡への編入

明治 7年１月（大区小区制再編）

明治 22年６月（市町村制施行）

明治 24年９月（大泉村編入時）
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３　練馬区の分離独立

図5　35区時代の東京市

図6　敗戦前後の区部人口比較グラフ
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むすびにかえて

●地域が支える近代練馬の学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤航平
はじめに

１　家塾開業願書にみる〝学校の歴史〟
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２　地域が支えた学校

加藤政八塾の家塾開業願書（「開学願書・20号」請求番号606．C4．21／ 38）
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３　練馬区域の地域的特性と学校教育
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おわりに

＜首都大学東京オープンユニバーシティ講座　～江戸・東京の「まち」と「ひと」シリーズ～
　　　　　　　　　昭和の「東京」はこうだった！東京都が写したスライド画像で見る戦災復興から高度成長＞

●第２回：街では子どもたちが遊んでいた　―昭和20年代・30年代の子どもの生活―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野美里
はじめに

１　戦後の混乱と東京の子ども～昭和 20 年代前半～

２　復興と建設のはざまに生きる～昭和 20 年代後半～

学校給食
（第７輯「東京の教育」昭和27年 12月）

子供都議会
（第28輯「清ちゃんの一日都知事」昭和29年 10月）
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３　経済成長と近づくオリンピック～昭和 30 年代～　

まとめ　「文化スライド」に写された東京の子ども

●第３回：変わる東京 ―東京オリンピックと首都改造―　　　　　　　　　　　 太田亮吾
はじめに

路上での遊び
（第67輯「ぼくらの遊び場」昭和33年 1月）

ポスター制作
（第72輯「川をきれいに」昭和33年 6月）
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１　スライドを活用するということ

２　文化スライドの再現上映

駒沢オリンピック公園総合運動場の建設
（特集「近づく東京オリンピック」昭和38年 11月）

道路の拡幅工事（世田谷区池尻）
（特集「近づく東京オリンピック」昭和38年 11月）
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３　スライド画像の再構成

おわりに

首都高速4号線の建設（赤坂見附）
（特集「近づく東京オリンピック」昭和38年 11月）

道路の混雑を説明するスライド
（第44輯「首都東京の建設」昭和31年 2月）
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●第４回：失われた東京の風景 ―水辺、山村の風景を中心として―　　　　　　 齋藤洋子
はじめに

１　東京の水辺
（1）戦後水辺の果たした役割

（2）風水害による河川の氾濫

（3）陸上交通機関の発達と水上交通機関の衰退

（4）東京港の発展と内湾漁業の消滅

水害の様子：亀戸駅
（第97輯「東京の低地と川」昭和35年 7月）

中川の渡し
（第17輯「東京の道路」昭和28年 10月）

＊後方に見える四角いコンクリートは、建設中の飯塚橋橋脚

呑川河口の海苔船
（第53輯「東京の海」昭和31年 11月）
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２　山村の生活
（1）西多摩地区の風景

（2）小河内ダム

まとめ

水汲み
（第60輯「東京の山村」昭和32年 6月）

馬ソリで木材を運搬
（第60輯「東京の山村」昭和32年 6月）

小河内ダムに資材を輸送する
機関車に手を振る子供達

（第60輯「東京の山村」昭和32年 6月）

奥多摩湖
（第76輯「ダムと発電所」昭和33年 10月）




