
中ち
ゅ
う

央お
う

区く

の
な
り
た
ち

話
はなし

の内
ない

容
よう

で色
いろ

分
わ

けされた
赤
あか

本
ほん

、青
あお

本
ほん

、黄
き

表
びょう

紙
し

赤
あか

本
ほん

（左
ひだり

）は子
こ

ども向
む

けの絵
え

本
ほん

で、青
あお

本
ほん

（中
なか

）
は子

こ

どもや女
じょ

性
せい

向
む

けに、歌
か

舞
ぶ

伎
き

などの話
はなし

が
わかりやすく書

か

かれたもの。黄
き

表
びょう

紙
し

（右
みぎ

）は、
しゃれや皮

ひ

肉
にく

が混
ま

じるおとな向
む

けの絵
え

本
ほん

で、
山
さん

東
とう

京
きょう

伝
でん

（→p.64）は、その代
だい

表
ひょう

的
てき

な作
さっ

家
か

。

十
じっ

返
ぺん

舎
しゃ

一
いっ

九
く

・作
さく

の『東
とう

海
かい

道
どう

中
ちゅう

膝
ひざ

栗
くり

毛
げ

』　
弥
や

次
じ

郎
ろ

兵
べ

衛
え

（やじさん）と喜
き

多
た

八
はち

（きたさん）が、
江
え

戸
ど

からお伊
い

勢
せ

参
まい

りに向
む

かう旅
たび

のようすがお
もしろおかしく書

か

かれている。旅
りょ

行
こう

ブームだ
ったので、旅

たび

のガイドブックもかねていた。

≪唐
から

子
こ

遊
あそび

図
ず

屏
びょう

風
ぶ

≫（部分）　
日
に

本
ほん

画
が

の流
りゅう

派
は

の１つである狩
か

野
のう

派
は

の狩
か

野
のう

典
みち

信
のぶ

（木
こ

挽
びき

町
ちょう

狩
か

野
のう

家
け

）がえがいた作
さく

品
ひん

。「唐
から

」とは当
とう

時
じ

の中
ちゅう

国
ごく

の国
こく

名
めい

で、中
ちゅう

国
ごく

を題
だい

材
ざい

とした日
に

本
ほん

画
が

は唐
から

絵
え

ともいった。

木
こ

挽
びき

町
ちょう

狩
か

野
のう

画
が

塾
じゅく

　
木
こ

挽
びき

町
ちょう

狩
か

野
のう

家
け

は塾
じゅく

を開
ひら

いて弟
で

子
し

を育
そだ

て、弟
で

子
し

たちは明
めい

治
じ

時
じ

代
だい

も活
かつ

躍
やく

した。京
きょう

都
と

の宇
う

治
じ

の平
びょう

等
どう

院
いん

鳳
ほう

凰
おう

堂
どう

に似
に

ている
画
が

塾
じゅく

の建
たて

物
もの

の絵
え

は、ここで学
まな

んだ橋
はし

本
もと

雅
が

邦
ほう

がえがいた。

宝
ほう

生
しょう

流
りゅう

による能
のう

舞
ぶ

台
たい

　
観
かん

世
ぜ

流
りゅう

を頂
ちょう

点
てん

とする５つの能
のう

の流
りゅう

派
は

の１つ、宝
ほう

生
しょう

流
りゅう

の舞
ぶ

台
たい

。
この絵

え

は勧
かん

進
じん

能
のう

の舞
ぶ

台
たい

で、勧
かん

進
じん

とは寺
じ

社
しゃ

への寄
き

付
ふ

を集
あつ

めること。
勧
かん

進
じん

能
のう

は、特
とく

別
べつ

に町
ちょう

人
にん

も観
み

ることができた（画
が

面
めん

左
ひだり

下
した

の人
ひと

々
びと

）。

鈴
すず

木
き

春
はる

信
のぶ

の≪木
もく

馬
ば

遊
あそ

びの子
こ

どもと傘
かさ

差
さ

し美
び

人
じん

≫
楽
たの

しそうに木
もく

馬
ば

に乗
の

った子
こ

どもと、母
はは

親
おや

らしき女
じょ

性
せい

。
鈴
すず

木
き

春
はる

信
のぶ

（1725～1770）は、錦
にしき

絵
え

の成
せい

立
りつ

に中
ちゅう

心
しん

的
てき

役
やく

割
わり

を果
は

たした浮
うき

世
よ

絵
え

師
し

。美
び

人
じん

画
が

が得
とく

意
い

だった。

❶　
絵
え

師
し

がすみ（黒
くろ

線
せん

）で下
した

絵
え

を
かき、ほり師

し

が下
した

絵
え

を板
いた

に
はり、絵

え

がらをほって版
はん

木
ぎ

をつくる。左
ひだり

の絵
え

は黒
くろ

１色
しょく

でりんかく線
せん

をほった版
はん

木
ぎ

を使
つか

って刷
す

ったもの。

❷
ほり師

し

が１つの色
いろ

に対
たい

して、
１つの版

はん

木
ぎ

をつくる。刷
す

り
師
し

がそれぞれの版
はん

木
ぎ

を使
つか

って、
色
いろ

を重
かさ

ねる。左
ひだり

の絵
え

は❶に
赤
あか

の版
はん

を重
かさ

ねたところ。

江
え

戸
ど

の文
ぶん

化
か

戦
せん

争
そう

がなく、人
ひと

々
びと

の生
せい

活
かつ

が安
あん

定
てい

していた江
え

戸
ど

では、
上
かみ

方
がた

（関
かん

西
さい

）で生
う

まれた伝
でん

統
とう

的
てき

な工
こう

芸
げい

や絵
かい

画
が

とは異
こと

なる
浮
うき

世
よ

絵
え

などの、江
え

戸
ど

独
どく

自
じ

の豊
ゆた

かな文
ぶん

化
か

が誕
たん

生
じょう

した。

＜武
ぶ

士
し

の文
ぶん

化
か

、町
ちょう

人
にん

の文
ぶん

化
か

＞
江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

を中
ちゅう

心
しん

とした武
ぶ

士
し

たちは、室
むろ

町
まち

時
じ

代
だい

に京
きょう

都
と

の天
てん

皇
のう

や公
く

家
げ

の
ために生

う

まれた貴
き

族
ぞく

趣
しゅ

味
み

の文
ぶん

化
か

を好
この

み、町
ちょう

人
にん

たちは、上
かみ

方
がた

（関
かん

西
さい

）の
伝
でん

統
とう

に捕
と

らわれない、自
じ

分
ぶん

たちの文
ぶん

化
か

をつくりあげた。

 浮
うき

世
よ

絵
え

は、外
がい

国
こく

への輸
ゆ

出
しゅつ

品
ひん

の包
つつ

み紙
がみ

として使
つか

われたことがきっかけで、ヨーロッパに広
ひろ

まった。

カラフルな錦
にしき

絵
え

の誕
たん

生
じょう

江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

には、印
いん

刷
さつ

技
ぎ

術
じゅつ

が発
はっ

達
たつ

した。とくに版
はん

画
が

では、すみ（黒
くろ

）１色
しょく

ではなく、多
おお

くの色
いろ

を使
つか

った
多
た

色
しょく

刷
ず

り版
はん

画
が

が生
う

まれた。多
た

色
しょく

刷
ず

りの浮
うき

世
よ

絵
え

のこ
とを「錦

にしき

絵
え

」といった。

江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

が大
だい

事
じ

にした
絵
かい

画
が

と芝
しば

居
い

江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

は、中
ちゅう

国
ごく

に影
えい

響
きょう

を受
う

けたごう
かな絵

かい

画
が

や、謡
うた

とおどりを組
く

み合
あ

わせ
た芝

しば

居
い

「能
のう

」を好
この

んだ。中
ちゅう

央
おう

区
く

には、将
しょう

軍
ぐん

家
け

に仕
つか

える絵
え

師
し

（御
ご

用
よう

絵
え

師
し

）だった４
つの狩

か

野
のう

家
け

と、５つの能
のう

の流
りゅう

派
は

の屋
や

敷
しき

があった。

絵
え

本
ほん

から小
しょう

説
せつ

まで
多
おお

くの本
ほん

が出
しゅっ

版
ぱん

された
宝
ほう

暦
れき

年
ねん

間
かん

（1751～1764）から天
てん

明
めい

年
ねん

間
かん

（1781～1789）になると、上
かみ

方
がた

中
ちゅう

心
しん

だ
った出

しゅっ

版
ぱん

活
かつ

動
どう

が、江
え

戸
ど

でさかんになる。
草
くさ

双
ぞう

紙
し

といわれる絵
え

入
い

りの本
ほん

や、文
ぶん

章
しょう

が中
ちゅう

心
しん

の読
よみ

本
ほん

が出
しゅっ

版
ぱん

され、有
ゆう

名
めい

な作
さっ

家
か

も生
う

まれた。

江
え

戸
ど

に出
しゅっ

版
ぱん

文
ぶん

化
か

を広
ひろ

めた
「版

はん

元
もと

」と「貸
かし

本
ほん

屋
や

」
江
え

戸
ど

には、作
さっ

家
か

に物
もの

語
がたり

を書
か

かせて本
ほん

に
して売

う

る、版
はん

元
もと

が多
おお

くできた。また、
貸
かし

本
ほん

屋
や

という、本
ほん

を安
やす

く貸
か

す商
しょう

売
ばい

も生
う

まれ、読
どく

書
しょ

の習
しゅう

慣
かん

が人
ひと

々
びと

に広
ひろ

まった。

背
はい

景
けい

には金
きん

ぱくを使
つか

って
ごうかけんらん！
さすがは将

しょう

軍
ぐん

おかかえの絵
え

師
し

。

きれいで大
たい

量
りょう

生
せい

産
さん

できる版
はん

画
が

だから、
人
ひと

々
びと

に広
ひろ

まったんだね。

江え

戸ど

●多
た

色
しょく

刷
ず

り版
はん

画
が

ができるまで

❸　
原
げん

則
そく

として、うすい色
いろ

から
こい色

いろ

へ、小
ちい

さな面
めん

積
せき

から
大
おお

きな面
めん

積
せき

へと色
いろ

を重
かさ

ねる。
左
ひだり

の絵
え

は黄
き

、さらに緑
みどり

と背
はい

景
けい

の色
いろ

を重
かさ

ねている。

❹
最
さい

後
ご

にぼかしの効
こう

果
か

などの
版
はん

を重
かさ

ねてでき上
あ

がり。左
ひだり

の絵
え

では、仕
し

上
あ

げに着
き

物
もの

の
柄
がら

が加
くわ

えられている。

八
や

重
え

洲
す

河
が

岸
し

の火
ひ

消
けし

の家
いえ

に生
う

まれた
歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

は、風
ふう

景
けい

画
が

が得
とく

意
い

だった。
19世

せい

紀
き

後
こう

半
はん

のヨーロッパの画
が

家
か

た
ちは、広

ひろ

重
しげ

の作
さく

品
ひん

をかき写
うつ

した。

ヨーロッパの画
が

家
か

たちがまねをした

浮
うき

世
よ

絵
え

画
が

家
か

歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

（1797～1858）

版
はん

元
もと

から本
ほん

を仕
し

入
い

れる貸
かし

本
ほん

屋
や

　
貸
かし

本
ほん

屋
や

は、版
はん

元
もと

から本
ほん

を仕
し

入
い

れると、本
ほん

を
風
ふ

呂
ろ

敷
しき

に包
つつ

んで家
いえ

々
いえ

を回
まわ

った。絵
え

の左
ひだり

側
がわ

で
風
ふ

呂
ろ

敷
しき

包
づつ

みを背
せ

負
お

っているのが貸
かし

本
ほん

屋
や

。

≪名
めい

所
しょ

江
え

戸
ど

百
ひゃっ

景
けい

 大
おお

はしあたけの夕
ゆう

立
だち

≫　
晩
ばん

年
ねん

のけっさく。オランダの画
が

家
か

フィンセント・ファン・ゴッホがかき
写
うつ

し、≪日
に

本
ほん

趣
しゅ

味
み

 雨
あめ

の大
おお

橋
はし

≫とタイトルをつけたことでも知
し

られる。

版
はん

元
もと

おもな作
さっ

家
か

と出
しゅっ

版
ぱん

物
ぶつ

蔦
つた

屋
や

重
じゅう

三
ざぶ

郎
ろう

山
さん

東
とう

京
きょう

伝
でん

の作
さく

品
ひん

須
す

原
はら

屋
や

市
いち

兵
べ

衛
え

杉
すぎ

田
た

玄
げん

白
ぱく

『解
かい

体
たい

新
しん

書
しょ

』

鶴
つる

屋
や

喜
き

右
え

衛門
もん

柳
りゅう

亭
てい

種
たね

彦
ひこ

『偐
にせ

紫
むらさき

田
い な か

舎源
げん

氏
じ

』

村
むら

田
た

屋
や

治
じ

郎
ろう

兵
べ

衛
え

十
じっ

返
ぺん

舎
しゃ

一
いっ

九
く

『東
とう

海
かい

道
どう

中
ちゅう

膝
ひざ

栗
くり

毛
げ

』

丁
ちょう

子
じ

屋
や

平
へい

兵
べ

衛
え

曲
きょく

亭
てい

馬
ば

琴
きん

『南
なん

総
そう

里
さと

見
み

八
はっ

犬
けん

伝
でん

』

中
ちゅう

央
おう

区
く

のおもな版
はん

元
もと

と出
しゅっ

版
ぱん

物
ぶつ

蔦
つた

屋
や

重
じゅう

三
ざぶ

郎
ろう

の店
みせ

　
日
に

本
ほん

橋
ばし

の通
とおり

油
あぶら

町
ちょう

（現
げん

・日
に

本
ほん

橋
ばし

大
おお

伝
でん

馬
ま

町
ちょう

三丁
ちょう

目
め

）
にあった。江

え

戸
ど

時
じ

代
だい

の
代
だい

表
ひょう

的
てき

な版
はん

元
もと

で山
さん

東
とう

京
きょう

伝
でん

や浮
うき

世
よ

絵
え

師
し

の喜
き

多
た

川
がわ

歌
うた

麿
まろ

、写
しゃ

楽
らく

たちを育
そだ

てた。

隅
田
川

清
洲
橋
通
り

千
代
田
区

江
東
区

日
本
橋

中
央
通
り

晴
海
通
り

昭
和
通
り

外
堀
通
り

新大
橋通
り

永代通り

清澄
通り

三ツ
目通
り

八重洲通り

江戸
通り

ち

　よ

　だ

　く

そ
と
ぼ
り
ど
お

え　ど
　どお

す
み

　だ
が
わ

き
よ
す
ば
し
ど
お

しん
おお
はし
どお

こ
う
と
う
く

えい
たいどお

に
ほ
ん
ば
し

や
え
す
どお

ち
ゅ
う
お
う
ど
お

しょ
う
わ
ど
お

は
る

　みど
お

御
ご

用
よう

絵
え

師
し

の４狩
か

野
のう

家
け

と能
のう

楽
がく

の
５家

いえ

元
もと

の屋
や

敷
しき

があった場
ば

所
しょ

鍛
か

冶
じ

橋
ばし

狩
か

野
のう

家
け

宝
ほう

生
しょう

流
りゅう

金
こん

剛
ごう

流
りゅう

浜
はま

町
ちょう

狩
か

野
のう

家
け

中
なか

橋
ばし

狩
か

野
のう

家
け

観
かん

世
ぜ

流
りゅう

喜
き

多
た

流
りゅう

金
こん

春
ぱる

流
りゅう

木
こ

挽
びき

町
ちょう

狩
か

野
のう

家
け

宅
たく

配
はい

のレンタル
CD屋

や

さん
みたいだね。
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