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蔦つ

た

重じ

ゅ

う

っ
て
、ど
ん
な
人
？

台
東
区
が
生
ん
だ
ヒ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー

江
戸
の
中
心
で

頭と

う

角か

く

を
あ
ら
わ
す

江江
ええ

戸戸
どど

のの
ヒットメーカーヒットメーカー

蔦つ
た
屋や

重じ
ゅ
う

三ざ
ぶ
郎ろ

う
は
、
江
戸
時
代
の
中
ご

ろ
に
活か
つ

躍や
く

し
た
出

し
ゅ
っ

版ぱ
ん

人じ
ん

、
つ
ま
り
「
本

や
浮う
き

世よ

絵え

を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
人
」

で
す
。
重
三
郎
は
、
ま
わ
り
の
人
た
ち

か
ら「
蔦つ
た
重じ

ゅ
う」と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
蔦
重
が
生
ま
れ
た
の
は
、当
時
、

江
戸
の
吉よ
し
原わ

ら
と
よ
ば
れ
て
い
た
地ち

域い
き
で

す
。
吉
原
は
現げ
ん

在ざ
い

の
台
東
区
千せ

ん
束ぞ

く
に
あ

た
り
ま
す
。

蔦
重
は
、
喜き

多た

川が
わ
歌う

た
麿ま

ろ
、
東と

う
洲し

ゅ
う

斎さ
い
写し

ゃ

楽ら
く

な
ど
の
絵え

師し

（
画
家
）、
山さ

ん

東と
う

京き
ょ
う

伝で
ん

な
ど
の
作
家
を
育
て
あ
げ
、
作
品
を

次
々
と
ヒ
ッ
ト
さ
せ
ま
し
た
。

歌
麿
や
写
楽
は
、
当
時
、
江
戸
で
は

知
ら
な
い
人
が
い
な
い
く
ら
い
の
有
名

人
に
な
り
ま
し
た
。
蔦
重
は
、
そ
ん
な

人
気
者
を
か
げ
で
支さ
さ

え
る
「
縁え

ん
の
下
の

力
持
ち
」で
、ヒ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
で
し
た
。

そ
の
こ
ろ
の
江
戸
の
町
に
は
、
本
や
絵
を
自
由
に
発
表

で
き
る
雰ふ
ん

囲い

気き

が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
、

蔦
重
は
次
々
に
作
品
を
ヒ
ッ
ト
さ
せ
ま
す
。「
耕こ
う

書し
ょ

堂ど
う

」

の
調
子
が
と
て
も
好こ
う

調ち
ょ
うだ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
、
日
本
橋
と
い
う
一
等
地
に
新
し
い
店
を
出
す
ま
で
に

な
り
ま
す
。

蔦屋重三郎プロフィール
生まれた年：1750 年

出身地：吉原（台東区千束）

店をはじめたのは、

22才のときなんだ

1
7
5
0
年（

0

才）

　

吉
原
で
生
ま
れ
る

1
7
7
2
年（

22

才）　

　

本
の
レ
ン
タ
ル
の
仕
事
を
は
じ
め
る

1
7
7
4
年（

24

才）　

　

平ひ
ら

賀が

源げ
ん

内な
い

の
協

き
ょ
う

力り
ょ
くで

、
吉
原
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を

　

編
集
す
る　

デ
ビ
ュ
ー
作
を
出
版
す
る

1
7
8
1
年（
31

才）

ご
ろ　

　

狂
き
ょ
う

歌か

ブ
ー
ム
が
は
じ
ま
り
、
勢

い
き
お

い
に
乗
る

1
7
8
3
年（

33

才）　

　

吉
原
で
の
成せ

い

功こ
う

を
も
と
に
、
日に

本ほ
ん

橋ば
し

に
新し

ん

店て
ん

舗ぽ

を
出

し
ゅ
っ

店て
ん

1
7
8
7
年（

37

才）　

　

 「
寛か

ん

政せ
い

の
改か

い

革か
く

」
で
、
幕ば

く

府ふ

の
政せ

い

策さ
く

が
大
き
く
変
わ
る

1
7
8
9
年（

39

才）　

　

仕
事
な
か
ま
の
恋こ

い

川か
わ

春は
る

町ま
ち

が
罰ば

つ

を
受
け
、
ダ
メ
ー
ジ
を

　

受
け
る

1
7
9
1
年（

41

才）　

　

 

親
友
の
山
東
京
伝
と
と
も
に
処し

ょ

罰ば
つ

を
受
け
る

　

喜
多
川
歌
麿
の
「
美び

人じ
ん

画が

」
を
販は

ん

売ば
い

1
7
9
4
年（

44

才）　

　

東
洲
斎
写
楽
の
「
役や

く

者し
ゃ

絵え

」
が
江
戸
中
の
話
題
と
な
る

1
7
9
7
年（

47

才）　

　

亡な

く
な
る 蔦

重
の
一
生

蔦屋重三郎の肖
しょう

像
ぞう

アフロ

蔦重の店の名前は「耕
こう

書
しょ

堂
どう

」です。この名前
は、日本橋に移

い

転
てん

した
あとも変

か

わりませんで
した。
（国
こっ

会
かい

図
と

書
しょ

館
かん

蔵
ぞう

）

当時、東京は

「江戸」とよばれて

いたんだ

原
げん

稿
こう

やさし絵などを

まとめて、1冊の本

にすることを「編集」

というんだ

蔦重の印
しるし

はどれ？
絵や本には、出版した店の印

しるし

「版
はん

元
もと

印
いん

」が押
お

されました。

蔦重の版元印はどれでしょう？

（ヒント）　名前の一部が描
えが

かれている

本ができるまで

版
はん

元
もと

いまでいう出版社。
本や絵をつくる資

し

金
きん

を準
じゅん

備
び

します。

❶

作者・絵師

版元のアドバイスな
どを聞きながら作品
を完

かん

成
せい

させます。絵
師は絵を描

か

きます。

❷

本
ほん

屋
や

仲
なか

間
ま

作品に禁
きん

止
し

されてい
る 表

ひょう

現
げん

が な い か、
チェック（検

けん

閲
えつ

）を
します。

❸

彫
ほり

師
し

・摺
すり

師
し

下絵をもとに彫
ちょう

刻
こく

刀
とう

を使って版
はん

木
ぎ

に彫
ほ

り
ます。（8ページでく
わしく紹

しょう

介
かい

します）

❹

版元

印
いん

刷
さつ

、製
せい

本
ほん

（紙をと
じること）をして完

かん

成
せい

させます。

❺

3 2

1 2 3

写真／版元印：ColBase

地
元
の
ガ
イ
ド
ブッ
ク
が

大
ヒ
ッ
ト
！

蔦
重
は
親
元
を
は
な
れ
て
養よ

う
子し

と
し
て
育
ち
ま

し
た
。
22
才
の
と
き
、
育
っ
た
家
で
本
の
レ
ン
タ

ル
の
仕
事
を
は
じ
め
ま
す
。
そ
し
て
24
才
の
と
き

に
、
生
ま
れ
育
っ
た
吉
原
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
吉よ
し

原わ
ら

細さ
い

見け
ん

）
を
編へ

ん
集し

ゅ
うし

、
自
分
で
出
版
す
る
ま
で
に

な
り
ま
す
。
短
い
間
に
、
本
の
レ
ン
タ
ル
か
ら
編

集
、
出
版
ま
で
、
本
に
関か
か

わ
る
い
ろ
い
ろ
な
仕
事

を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。



写楽は正体不明の

人物といわれているんだ

歌麿も写楽も、上半身を

大きく描いた大
おお

首
くび

絵
え

が

得
とく

意
い

だったんだね ・節
せつ

約
やく

を推
すい

進
しん

した

・武
ぶ

士
し

のルールを厳
きび

しくした

・一部の学問以外を禁じた

・出版できるものを制
せい

限
げん

した

・幕府の収
しゅう

入
にゅう

を増
ふ

やした

・一部の商人をひいきにした

・学問や文化を大切にした

・運
うん

河
が

や農地を整
せい

備
び

した

このころの将
しょう

軍
ぐん

はだれ？

歌麿の絵、写楽の絵はどっち？

政策はこんなに変わった！政策はこんなに変わった！
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幕
府
の
政せ

い

策さ

く

転て

ん

換か

ん

で
大
ピ
ン
チ
！

新
た
な
才さ

い

能の

う

に
出
会
い
、起き

死し

回か

い

生せ

い

江
戸
時
代
に
大
ブームになった

狂き
ょ
う

歌か

について
知
ろ
う
！

こ
の
こ
ろ
、
江
戸
幕
府
の
老ろ

う
中じ

ゅ
う（

政せ
い

治じ

を
取
り
仕
切
る

役や
く

職し
ょ
く）

は
田た

沼ぬ
ま

意お
き

次つ
ぐ

で
し
た
。
意
次
は
商
売
や
学
問
を
大

切
に
し
た
た
め
、
経け
い
済ざ
い
活
動
が
活
発
に
な
り
、
江
戸
に
文

化
が
花
開
き
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
、
売
れ
っ
子
作
家
や
絵

師
に
め
ぐ
ま
れ
、
蔦
重
の
店
（
耕
書
堂
）
の
経け
い

営え
い

は
と
て

も
順
じ
ゅ
ん

調ち
ょ
うで

し
た
。
し
か
し
、
火
山
の
噴ふ

ん
火か

や
飢き

饉き
ん

の
発
生

な
ど
に
よ
り
、
世
の
中
は
不
安
定
と
な
り
、
人
々
は
不ふ

満ま
ん

を
つ
の
ら
せ
て
い
き
ま
し
た
。

1
7
8
7
年
、
意
次
に
か
わ
っ
て
白し
ら

河か
わ

（
福
島
県
の

地
名
）
出
身
の
松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

が
老
中
に
な
る
と
、
混こ

ん
乱ら

ん
し
た

世
の
中
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
「
寛か
ん

政せ
い

の
改か

い
革か

く
」
が
は
じ

ま
り
、
出
し
ゅ
っ
版ぱ
ん
統と
う
制せ
い
令れ
い
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
ん
な
ピ
ン
チ
の
時
期
に
、
蔦
重
は

「
本
が
ダ
メ
な
ら
浮う
き
世よ

絵え

で
い
こ
う
！
」

と
作さ
く

戦せ
ん

を
切
り
か
え
ま
す
。
蔦
重
は
、

喜
多
川
歌
麿
に
女
性
を
描
い
た
「
美
人

画
」
を
描
か
せ
る
と
、
そ
の
ね
ら
い
が

当
た
っ
て
美
人
画
は
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し

た
。
続つ
づ

い
て
、
東
洲
斎
写
楽
に
は
歌か

舞ぶ

伎き

役や
く

者し
ゃ

の
絵
を
描
い
た
「
役
者
絵
」
を

描
か
せ
て
、
江
戸
中
で
話
題
に
な
り
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
蔦
重
は
見
事
に
ピ

ン
チ
を
切
り
ぬ
け
ま
す
が
、
そ
の
成せ
い
功こ
う

か
ら
そ
れ
ほ
ど
経た

た
な
い
う
ち
に
、
47

才
の
若わ
か

さ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

「
狂
歌
」
は
、
五・七・五・七・七
の
和
歌
の
形
式

を
使
い
な
が
ら
、
庶し
ょ

民み
ん

の
ふ
だ
ん
の
こ
と
ば
で
、
身

の
ま
わ
り
の
で
き
ご
と
を
う
た
い
ま
す
。
シ
ャ
レ
や

皮
肉
が
き
い
て
い
る
の
が
特と
く
徴ち
ょ
うで
す
。
蔦
重
も
な
か

ま
と
い
っ
し
ょ
に
狂
歌
を
つ
く
っ
た
り
、
狂
歌
の
本

を
出
版
し
て
大
ヒ
ッ
ト
さ
せ
ま
し
た
。

本を書くのを止められた……

くさりをはめられた……

売
れ
っ
子
作
家
を
お
そ
っ
た
悲ひ

劇げ

き

出
版
統
制
令
は
、
幕
府
に
と
っ
て
都
合

の
悪
い
出
版
を
禁
止
す
る
命
令
で
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
書
き
た
い
も
の
を
書
い
て
い

た
作
家
た
ち
や
、
彼か
れ

ら
の
本
を
出
版
し
て

い
た
蔦
重
は
、
大だ
い

打だ

撃げ
き

を
受
け
ま
し
た
。

た
と
え
ば
山
東
京
伝
は
、
書
い
た
本
の

こ
と
で
町ま
ち

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

所し
ょ

に
取
り
調
べ
を
受
け
、

手
首
に
く
さ
り
を
は
め
ら
れ
る
と
い
う
厳

し
い
罰
を
受
け
ま
し
た
。
本
を
出
版
し
た

蔦
重
も
、多た

額が
く
の
罰ば
っ
金き
ん
を
払は
ら
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
恋
川
春
町
は
、
本
を
書
く
こ
と
を
止

め
ら
れ
、
悲
し
み
の
ま
ま
に
間
も
な
く
亡

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
蔦
重
た
ち
に

と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
考
え
を
発は
っ
信し
ん
し
づ

ら
い
定
信
の
時
代
は
、
生
き
に
く
い
時
期

だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

みんな、

さんざんな目に

合ったんだ

1 2

『汐
しお

干
ひ

のつと』という

狂歌絵本。喜多川歌

麿がさし絵を描いて

います。

アフロ

松平定信は、混乱した世の

中を変えるために、寛政の

改革をおこないました。と

ころが、田沼意次時代のゆ

とりのあるくらしを知って

しまった豊
ゆた
かな江戸の人々

にとって、定信の厳しさは、

とても息苦しいものでし

た。

この気持ちを魚におきかえ

てうたったのが、この狂歌

です。魚も、あまりに透
とう
明
めい

な水の中ではすみにくいの

です。

田沼意次のと
き

松平定信のとき

山東京伝

恋川春町

東洲斎写楽

徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

1 徳川綱
つな

吉
よし

2 徳川家
いえ

斉
なり

3

白し
ら

河か
わ

の
清き
よ

き
に
魚う
お

も
棲す

み
か
ね
て

　
　
　
　
も
と
の
濁に
ご

り
の
田た

沼ぬ
ま

恋こ
い

し
き

狂歌には、むかしの

作品をパロディにし

たものもあるんだよ

ColBase ColBase

田沼の時代が恋
こい

しいなあ……
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蔦
重
ゆ
か
り
の
人
物

蔦
重
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
た
才
能

弥次さん喜多さんの生みの親

蔦
つ た

屋
や

重
じゅう

三
ざ ぶ

郎
ろ う

（蔦
つ た

重
じゅう

）
（1750～ 1797年）

十
じ っ

返
ぺ ん

舎
し ゃ

一
い っ

九
く

（1765～ 1831年）
葛
か つ

飾
し か

北
ほ く

斎
さ い

（1760～ 1849年）

恋
こ い

川
か わ

春
は る

町
ま ち

（1744～ 1789年）

山
さ ん

東
と う

京
きょう

伝
で ん

（1761～ 1816年）

曲
きょく

亭
て い

馬
ば

琴
き ん

（1767～ 1848年）

喜
き

多
た

川
が わ

歌
う た

麿
ま ろ

（1753～ 1806年）

平
ひ ら

賀
が

源
げ ん

内
な い

（1728～ 1779年）

酒
さ か

井
い

抱
ほ う

一
い つ

（1761～ 1828年）

大
お お

田
た

南
な ん

畝
ぽ

（1749～ 1823年）

東
と う

洲
しゅう

斎
さ い

写
し ゃ

楽
ら く

（生
せい

没
ぼつ

年
ねん

不
ふ

明
めい

）

『東
とう

海
かい

道
どう

中
ちゅう

膝
ひざ

栗
くり

毛
げ

』を書きました。
「弥

や

次
じ

さん喜
き

多
た

さん」の生みの親。
だれもが知っている天才絵師。富

ふ

士
じ

山
さん

を描いた「冨
ふ

嶽
がく

三
さん

十
じゅう

六
ろっ

景
けい

」が有名。

武家生まれの作家。「黄
き

表
びょう

紙
し

」という
分野で、人気作家になりました。

蔦重とは仲
なか

がよく、寛政の改革をいっしょ
に乗りこえました。

八
はっ

犬
けん

士
し

が活躍するヒーローもの『南
なん

総
そう

里
さと

見
み

八
はっ

犬
けん

伝
でん

』を書きました。

女性を描いた「美人画」で、浮世
絵に新しい風を吹

ふ

きこみました。

「エレキテル」をつくったアイデア
マン。日本のレオナルド・ダ・ヴィ
ンチ。

江戸を代表する人気の絵師。流
行の仕かけ人でもありました。

武
ぶ

家
け

生まれの狂歌師。狂歌ブームの
中心として活躍しました。

肖
しょう

像
ぞう

画
が

が残
のこ

されていないなぞの絵師
です。歌舞伎役者を描く達

たつ

人
じん

でした。

写真／蔦屋重三郎、酒井抱一：ともにアフロ、喜多川歌麿：©The Trustees of the British 
Museum 、十返舎一九、曲亭馬琴、平賀源内、大田南畝、恋川春町、葛飾北斎、山東京伝：す
べて慶應義塾図書館

蔦
重
は
、
狂
歌
の
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
、
自
分
で
も

狂
歌
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
蔦
重
は
版
元
と
し
て
成せ
い

功こ
う

し
て
か
ら
も
、
そ
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
、
才さ

い
能の

う

の
あ
る
作
家
や
絵
師
を
支し

援え
ん
し
て
、
江
戸
の
文
化
を
支

え
続
け
ま
し
た
。
蔦
重
の
仕
事
な
か
ま
に
は
、
喜
多
川

歌
麿
、
葛か
つ

飾し
か

北ほ
く

斎さ
い

な
ど
、
海
外
で
も
有
名
に
な
っ
た
人

物
も
い
ま
す
。

仁

作家

作家

作家

作家

作家

絵師

絵師

絵師

絵師

狂歌師

仕
事
な
か
ま

デ
ビ
ュ
ー
作
に
協き

ょ
う

力り
ょ
く

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

プロ
デュ
ース

親
友

主力作家

遊びなかま

衣
い食

し
ょ
く住
じ
ゅ
うの

面
め
ん倒
ど
うを

み
る

狂
歌
な
か
ま

さ
し
絵
を
依い

頼
ら
い



浮
世
絵
の
ジ
ャ
ン
ル

9 8

浮う

き

世よ

絵え

の
楽た

の

し
み
方か

た

そ
も
そ
も
、浮
世
絵
っ
て
な
に
？

喜多川歌麿「団
う ち わ

扇を持
も

つ高
たか

島
しま

おひさ」
絵師の身近にいる、美しい大人の女性を描
いた絵です。全身を描いたものや、上半身
だけの「大首絵」があります。

歌川広重「名
めい

所
しょ

江
え

戸
ど

百
ひゃっ

景
けい

・吾
あ

妻
づま

橋
ばし

金
きん

龍
りゅう

山
ざん

遠
えん

望
ぼう

」
全国の名所を描いた絵で、記

き

念
ねん

品
ひん

のようにも使
われました。この絵には、吾妻橋からのぞむ浅

せん

草
そう

寺
じ

が描かれています。
「谷
たに

村
むら

虎
とら

蔵
ぞう

の鷲
わし

塚
づか

八
はち

平
へい

次
じ

」

「浅草年の市」

人々の生活や事
じ

件
けん

などを、おもし
ろおかしく表

ひょう

現
げん

した絵です。動物
を人に見立てて（擬

ぎ

人
じん

化
か

して）描
くこともありました。

歴
れき

史
し

上の出来事や物語のワンシーンを描い
た絵です。よろいかぶとを身につけた、い
さましい武士の絵が人気でした。

「婦
ふ

女
じょ

人
にん

相
そう

十
じっ

品
ぽん

・ポッピンを吹
ふ

く娘
むすめ

」

「三
さん

代
だい

目
め

大
おお

谷
たに

鬼
おに

次
じ

の江
え

戸
ど

兵
べ

衛
え

」

戯
ぎ

画
が

武
む

者
し ゃ

絵
え

美
び

人
じ ん

画
が

美
び

人
じ ん

画
が

役
や く

者
し ゃ

絵
え

名
め い

所
し ょ

絵
え

役
や く

者
し ゃ

絵
え

歌
うた

川
かわ

国
くに

芳
よし

「金
きん

魚
ぎょ

づくし・玉
たま

や玉
たま

や」
歌川国芳「本

ほん

朝
ちょう

水
すい

滸
こ

伝
でん

剛
ごう

勇
ゆう

八
はっ

百
ぴゃく

人
にんの

一
ひと

個
り

・宮
みや

本
もと

無
む

三
さ

四
し

」

東洲斎写楽「市
いち

川
かわ

鰕
えび

蔵
ぞう

の竹
たけ

村
むら

定
さだ

之
の

進
しん

」
歌舞伎の人気役者や名場面を描いた絵です。
とくに、役者の上半身だけを描いたものを
「大首絵」といいます。

歌
麿
と
写
楽
、
ど
っ
ち
が
好
き
？

絵
え

師
し

はじめに版元と絵師が相談し
て、どのような絵にするか決
めます。その後、絵師が墨

すみ

で
版
はん

下
した

絵
え

（下書き）を描きます。

彫
ほり

師
し

版下絵を裏
うら

返
がえ

しにして板（版
木）にはり、板を彫

ほ

ります。
これを版下といいます。色の
数だけ、版下をつくります。

浮世絵ができるまで

東
洲
斎
写
楽
は
、
蔦
重
の
版
元
か
ら

役
者
絵
を
出
版
し
て
デ
ビ
ュ
ー
を
し
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
生
ま
れ

た
年
や
亡
く
な
っ
た
年
だ
け
で
な
く
、

だ
れ
に
絵
を
習
っ
た
か
も
、
は
っ
き
り

と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

わ
ず
か
10
か
月
で
絵
師
を
や
め
、
姿
を

消
し
て
し
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
当
時

は
写
真
が
な
か
っ
た
の
で
、
歌
舞
伎

フ
ァ
ン
は
自
分
の
「
推お

し
」
の
役
者
絵

を
買
い
も
と
め
ま
し
た
。

喜
多
川
歌
麿
は
、
蔦
重
か
ら
実
力
を
認み
と

め
ら
れ
て
、

た
く
さ
ん
の
美
人
画
を
描
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
歌

麿
の
美
人
画
の
モ
デ
ル
の
多
く
は
、
年ね
ん

齢れ
い

も
職

し
ょ
く

業ぎ
ょ
うも

さ

ま
ざ
ま
な
町
人
の
女
性
で
し
た
。
歌
麿
の
美
人
画
に
は

小
道
具
が
描
か
れ
る
こ
と
も
多
く
、
ま
る
で
モ
デ
ル
の

ふ
だ
ん
の
生
活
を
想そ
う

像ぞ
う

で
き
る
か
の
よ
う
で
す
。
左
の

絵
に
は
、「
ポ
ッ
ピ
ン
」
と
い
う
ガ
ラ
ス
製せ
い
の
お
も
ち
ゃ

を
吹
く
女
性
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

どちらも蔦重がプロ

デュースしたんだ。2人

とも大人気だったんだ

喜多川歌麿

東洲斎写楽

写真／ColBase

主に庶民の生活の

様子が描かれた絵が浮世絵。

版
はん

画
が

の手
しゅ

法
ほう

でできあがるよ

摺
すり

師
し

紙に色をぬった版下を重ねて
摺
す

っていきます。それぞれの
色でくりかえしていくと、色
の数が増

ふ

えていき、完成です。
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判じ絵 見立絵

一
ひ と

筆
ふ で

書
が

き

浮
世
絵
は
当
時
の
娯ご

楽ら

く

だ
っ
た

浮
世
絵
は
、
コ
ミ
ッ
ク
と
同
じ
く
ら
い

の
値ね

段だ
ん

で
買
う
こ
と
が
で
き
る
、
庶
民
の

楽
し
み
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
版
元
や
絵

師
は
、
買
い
手
に
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と

工く

夫ふ
う

を
こ
ら
し
て
い
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
浮
世
絵
に
は
「
見み

立た
て

絵え

」

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、

昔
の
物
語
を
江
戸
時
代
に
お
き
か
え
て
あ

ら
わ
し
た
も
の
で
、
理り

解か
い

す
る
に
は
知ち

識し
き

が
必ひ

つ

要よ
う

で
す
。「
な
ぞ
な
ぞ
」
の
よ
う
な

感か
ん

覚か
く

で
楽
し
め
る
「
判は

ん
じ
絵え

」
も
あ
り
ま

す
。
絵
を
読
み
と
く
と
、
人
物
の
名
前
や

地
名
に
な
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

ま
た
、
浮
世
絵
を
見
て
「
自
分
も
絵
を

描
い
て
み
た
い
」
と
考
え
た
人
も
い
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
葛
飾
北
斎
は
、
一ひ
と

筆ふ
で

書が

き
の
教
科
書
を
出
し
て
い
ま
す
。

 

ゴッホ「ひまわり」　アフロ

菱
ひし

川
かわ

師
もろ

宣
のぶ

「見
み

返
かえ

り美
び

人
じん

図
ず

」　
ColBase

歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

「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

」　ColBase

モネ 「ラ・ジャポネーズ」　アフロ

ゴッ
ホ
も
大
好
き
！  

海
を
渡わ

た

っ
た
浮
世
絵

江
戸
の
庶
民
が
気
軽
に
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
た
浮
世
絵
は
、
日
本
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
輸ゆ

出し
ゅ
つす

る
陶と

う
器き

を
包つ

つ
ん
だ
梱こ

ん
包ぽ

う

材ざ
い

と
し
て
海
を
渡
り
、
そ
こ
で
画
家
た
ち

の
目
に
と
ま
っ
た
と
い
う
説せ
つ

が
あ
り
ま

す
。
浮
世
絵
の
大だ
い

胆た
ん

な
構こ

う
図ず

と
色
づ
か
い

は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
に
は
な

か
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
を
目
に
し
た

画
家
た
ち
は
、
衝
し
ょ
う

撃げ
き

を
受
け
ま
す
。
た
と

え
ば
、
モ
ネ
や
ゴ
ッ
ホ
（「
ひ
ま
わ
り
」

で
有
名
）
は
大
き
な
影え
い

響き
ょ
うを

受
け
、
浮
世

絵
を
ま
ね
し
て
描
い
た
り
、
自
分
の
作
品

に
浮
世
絵
を
描
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ

う
し
て
、
江
戸
で
生
ま
れ
た
浮
世
絵
は
、

世
界
に
羽
ば
た
い
て
い
き
ま
し
た
。

日本ブームを

「ジャポニスム」と

よんでいるよ

平安時代の物語『源
げん

氏
じ

物
もの

語
がたり

』の一場面を、江戸時代
の人物であらわしています。

矢が何本ある？

よつや（四谷）

つるは半分しか
描かれていない！

つきじ（築地）

奥
おく

村
むら

政
まさ

信
のぶ

『見
み

立
たて

源
げん

氏
じ

 夕
ゆう

顔
がお

』 アフロ歌
うた

川
がわ

重
しげ

宣
のぶ

「江戸名所はんじもの」
国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」

葛飾北斎『伝
でん

神
しん

開
かい

手
しゅ

 一
いっ

筆
ぴつ

画
が

譜
ふ

』すみだ北斎美術館 / DNPartcom

見本どおりに、

カモメを

描いてみよう

ゴッホ「タンギー爺
じい

さん」　
アフロ

モデルのポーズを

まねしています そっくりそのまま

写しています

背
はい

景
けい

にたくさんの

浮世絵を描いて

います

最
さい

後
ご

のページに

判じ絵クイズが

あるよ！

見本見本

隅田川は、

むかしは大
おお

川
かわ

と

よばれていたよ

ゴッホ 「雨
あめ

の大
おお

橋
はし

」　アフロ
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蔦
重
が
生
き
た
江
戸
時
代

江
戸
っ
て
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

江
戸
時
代
の
江
戸
の
町
は
、
将
軍
が
く
ら
す
江え

戸ど

城じ
ょ
うを

中
心
に
広
が
っ
て

い
ま
す
。
堀ほ
り
の
外そ
と
側が
わ
に
は
、
城
を
か
こ
む
よ
う
に
武ぶ

士し

が
暮く

ら
す
武ぶ

家け

屋や

敷し
き

が
建た

て
ら
れ
ま
し
た
。
武
家
屋
敷
の
ま
わ
り
に
は
、
町
人
の
住
む
町

ち
ょ
う

人に
ん

地ち

や

寺
が
集
ま
る
寺じ

社し
ゃ

地ち

が
あ
り
ま
す
。
町
人
地
に
は
商
人
や
職

し
ょ
く

人に
ん

が
住
み
、
江

戸
の
経
済
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

台東区のある場所に

は、お寺や神社が集

まっていたんだ

当時の浅
あさ

草
くさ

蔦重の少しあとに活躍する絵師・歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

が描いた浅草の様子で
す。金龍山（浅草寺）のまわりは、昔もいまもにぎわっています。
歌川広重 「六

ろく

十
じゅう

余
よ

州
しゅう

名
めい

所
しょ

図
ず

会
え

 江戸 浅草市」　アフロ

江戸の町の江戸の町の地地
ちち

域域
いきいき

区区
くく

分分
ぶんぶん

江
戸
時
代
は
世
界
の
最さ

い

先せ

ん

端た

ん

を
いっ
て
い
た
!!

徳
川
家
康
が
江
戸
幕
府
を
開

い
て
か
ら
明め
い

治じ

時
代
に
変
わ
る

ま
で
の
約や
く
2
5
0
年
間
、
外

国
と
の
戦
争
も
、
国
内
で
の
大

き
な
反は
ん
乱ら
ん
も
ほ
と
ん
ど
起
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
ん
な
に
長
い

間
、
大
き
な
戦
争
が
起
こ
ら
な

い
の
は
、
世
界
で
も
め
ず
ら
し

い
こ
と
で
し
た
。

「
む
だ
」
を
な
く
す
た
め
、

使
い
終
わ
っ
た
も
の
を
捨す

て
ず

に
、
ま
た
使
え
る
よ
う
に
す
る

こ
と
を
「
リ
サ
イ
ク
ル
」
と
い

い
ま
す
。
江
戸
時
代
は
、
生
ご

み
を
肥ひ

料り
ょ
うと
し
て
使
っ
た
り
、

古
着
を
つ
く
り
な
お
し
た
り
す

る
、
環か
ん

境き
ょ
うに

や
さ
し
い
社
会

だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

読
み
書
き
が
で
き
る
人
の
割わ
り

合あ
い

を「
識し

き
字じ

率り
つ

」と
い
い
ま
す
。

当
時
、
世
界
に
は
読
み
書
き
が

で
き
な
い
人
が
た
く
さ
ん
い
ま

し
た
が
、
日
本
に
は
「
藩は
ん

校こ
う

」

や
「
寺て
ら
子こ

屋や

」
と
い
う
学
校
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
ほ

か
の
国
に
く
ら
べ
て
識
字
率
が

高
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

大きな戦
せん

争
そう

がない　　　　な時代平 和

リサイクルがさかんだった　　　　な時代エ コ

大人の多くが字を読めた　　　　の時代教 育

使わないから、

刀を処
しょ

分
ぶん

しちゃう

武士もいたんだ

古着屋が江戸中に

あったんだ

本を読むには、字が

読めなきゃ！

江戸の町になかった職
しょく

業
ぎょう

はどれでしょう？

刀の回
かい

収
しゅう

業
ぎょう

1 肥
ひ

料
りょう

売り2 水売り3

不不
しのしの
忍忍
ばずのばずの
池池
いけいけ

江江
ええ
戸戸
どど
城城
じょうじょう

隅隅す
み
す
み

田田だだ

川川が
わ
が
わ

寛寛
かんかん
永永
えいえい
寺寺
じじ

浅浅
せんせん
草草
そうそう
寺寺
じじ

※江戸東京博物館『大江戸八百八町』をもとに作成

武家屋敷

町人地

寺社地



江戸幕府の歴
れき

代
だい

の将軍が住

み、政治を行っ

ていた江戸の

中心が江戸城

です。現在は城
しろ

跡
あと

が整備され、観光名所の

ひとつになっています。

江戸城を守る

ために、僧
そう

侶
りょ

の天
てん

海
かい

が建て

た寺。徳川家

の６人の将軍

が眠
ねむ

っています。敷
しき

地
ち

の大部分は、上
うえ

野
の

恩
おん

賜
し

公
こう

園
えん

になっています。

浅草寺のまわ

りは、江戸時

代から現在に

いたるまで、

参
さん

拝
ぱい

客
きゃく

でにぎ

わっています。雷
かみなり

門
もん

や仲
なか

見
み

世
せ

通
どお

りは、海外

の観
かん

光
こう

客
きゃく

にも人気のスポットです。

吉原にあった

５つの神社が、

のちに吉原神

社にまとめら

れました。開

運や縁
えん

結
むす

び、金
きん

運
うん

上
じょう

昇
しょう

、芸
げい

の上
じょう

達
たつ

にご利
り

益
やく

があるといわれています。

蔦重の書店「耕

書堂」は、新
しん

吉
よし

原
わら

大
おお

門
もん

の近

く、五十間道

にありました。

現在も曲がりくねった道が残っており、当

時のおもかげを感じとることができます。

東
本
願
寺

雷門

上
野
東
照
宮

上
野
動
物
園

台東区役所

廐橋

蔵前橋

駒形橋

吾妻橋

言問橋

桜橋

白鬚橋

神田川

隅田川

不
忍
池

文
京
区

千代田区

荒川区

台東区

墨
田
区

千駄木

日
暮
里

鶯
谷

上
野

稲
荷
町

入
谷

三
ノ
輪

田
原
町

浅草

浅
草

浅
草

蔵
前

蔵
前

浅
草
橋

両
国

本
所
吾
妻
橋

と
う
き
ょ
う
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

押
上

秋
葉
原

秋
葉
原

新
御
徒
町上野広小路

京成上野

上
野
御
徒
町

仲御徒町

末広町

本郷三丁目

御
茶
ノ
水

新御茶ノ水

御徒町湯島

根
津

東
京
メ
ト
ロ
千
代
田
線

JR 総武線

東武スカイツリーライン

都営大江戸線

東京メトロ銀座線

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

都
営
浅
草
線

京
成
本
線

日暮里･舎人ライナー

JR
山
手線･

京
浜
東
北
線

国
際
通
り

清
洲
橋
通
り

江
戸
通
り

昭
和
通
り

浅草通り

言問通り

春日通り

蔵前橋通り

谷中霊園

上野恩賜公園 隅
田
公
園

谷中銀座商店街

か
っ
ぱ
橋
道
具
街

ア
メ
横
商
店
街

台東区立中央図書館

浅
草
花
や
し
き

江
戸
た
い
と
う
伝
統
工
芸
館

一葉記念館

隅田川テラス

山谷堀公園

横山大観記念館

旧岩崎邸庭園

朝倉彫塑館

国立科学博物館

東
京
国
立
博
物
館

国立西洋美術館

鳥越神社

蔵前神社

御行の松
（西蔵院不動尊）

小野照崎神社

玉
姫
稲
荷
神
社見

返
り
柳

勝
川
春
章
の
墓

下谷神社

待乳山聖天

鷲神社

今戸神社

浅草神社

駒形堂

入谷鬼子母神
真源寺 正法寺

吉原神社
耕書堂跡・五十間道

平賀源内の墓

浅
草
寺

寛
永
寺

❹

❷

❶
❸

❻

❺

❼

葛飾北斎の墓
（誓教寺）

15 14

蔦
重
ゆ
か
り
の
地
を
め
ぐ
る

江
戸
文
化
を
身
近
に
感
じ
る
ス
ポッ
ト

台東区には、なかまたち

の活躍の痕
こん

跡
せき

が、あちこ

ちに残
のこ

っているんだ

蔦
重
が
生
ま
れ
育
ち
、
活
躍
し
た
の
が
台
東
区
。
ひ
と
め
ぐ
り
し
た
あ
と
は
、

足
を
の
ば
し
て
江え

戸ど

城じ
ょ
う

跡あ
と

（
千
代
田
区
）
や
耕
書
堂
跡
（
中
央
区
）
を
訪お

と
ずれ

て
み

ま
し
ょ
う
。

⑨耕書堂跡（中央区）⑦寛
かん

永
えい

寺
じ

⑧江戸城跡（千代田区）⑥浅草寺⑤葛飾北斎の墓
移転した蔦重の書店

「耕書堂」は、現在

の日本橋にありまし

た。かつて耕書堂が

あったことをつたえ

る説
せつ

明
めい

板
ばん

が立ってい

ます。

蔦重から本のさし絵

を依
い

頼
らい

されたのを

きっかけに、のちに

浮世絵界の大スター

となった北斎。墓は、

誓
せい

教
きょう

寺
じ

の境
けい

内
だい

に立っ

ています。

① 耕書堂跡・五
ご

十
じっ

間
けん

道
みち

②正
しょう

法
ぼう

寺
じ

蔦重の菩
ぼ

提
だい

寺
じ

。墓
はか

は

震
しん

災
さい

や戦
せん

災
さい

で失
うしな

われ

てしまいました。現

在は蔦屋家の墓
ぼ

碑
ひ

と、蔦重母
おや

子
こ

の功
こう

績
せき

をつたえる記
き

念
ねん

碑
ひ

が

立っています。

③吉
よし

原
わら

神
じん

社
じゃ

④平賀源内の墓
エレキテルをつく

り、蔦重の作品にも

協力した作家・平賀

源内の墓。生まれ故
こ

郷
きょう

の香
か

川
がわ

県
けん

にも墓が

あります。

電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成
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「
江
戸
」か
ら
受う

け
継つ

が
れ
る
伝で

ん

統と

う

行ぎ
ょ
う

事じ

台
東
区
に
は
、
現
在
も
、
た
く
さ
ん
の
寺
や
神
社
（
寺
社
）
が
あ
り
ま
す
。
行
事
や
祭

礼
の
中
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
は
、
江
戸
の
雰
囲
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
伝
統
行
事
を
紹
介
し
ま
す
。
江

戸
時
代
に
描
か
れ
た
浮
世
絵
と
い
っ
し
ょ
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

上野公園のお花見

浅草寺の初
はつ
詣
もうで

浅草流
や
鏑
ぶ
馬
さめ

隅
すみ
田
だ
川
がわ
花
はな
火
び
大
たい
会
かい

浅草の
ほおずき市

三
さん
社
じゃ
祭
まつり

歌川広重「名
めい

所
しょ

江
え

戸
ど

百
ひゃっ

景
けい

・上
うえ

野
の

清
きよ

水
みず

堂
どう

不
しの

忍
ばず

ノ
の

池
いけ

」ColBase

歌川広重「名
めい

所
しょ

江
え

戸
ど

百
ひゃっ

景
けい

・浅
あさ

草
くさ

金
きん

龍
りゅう

山
ざん

」
ColBase

上野公園では、3 月中旬～ 4 月上旬に
公園の桜が見ごろをむかえます。僧侶
の天海が、寛永寺の境内に桜を植えさ
せたのがはじまりです。

台東区にある寺や神社には、毎年、
たくさんの人が初詣に訪れます。
とくに浅草寺は有名で、毎年、数
百万人が参

さん

拝
ぱい

に訪れます。

江戸時代の浅草神社の正月行
事を、イベントとして復

ふっ

活
かつ

さ
せました。武士の装

しょう

束
ぞく

を身に
まとった射

い

手
て

が、走る馬の上
から弓矢で的

まと

を射
い

抜
ぬ

きます。 酉
とり
の市

いち

三
さん

代
だい

歌
うた

川
がわ

豊
とよ

国
くに

(歌
うた

川
がわ

国
くに

貞
さだ

) 「十
じゅう

二
に

月
がつ

ノ
の

内
うち

　霜
しも

月
つき

とりのまち」
アフロ

毎年 11 月に行われる酉の市は開運
や商

しょう

売
ばい

繁
はん

昌
じょう

をねがう祭りです。市に
は熊

くま

手
で

を売る店がならびます。

毎年 7 月 9 日・10 日、浅草寺の境内に、ほおずきを
売る店がならびます。ほおずきの実を食べると病気が
なおるという信

しん

仰
こう

がありました。

毎年 5 月に行われる、浅
あさ

草
くさ

神
じん

社
じゃ

の祭り（例
れい

大
たい

祭
さい

）
です。町内をみこしがねり歩き、見物客で活気づ
きます。

歌川広重「名
めい

所
しょ

江
え

戸
ど

百
ひゃっ

景
けい

・両
りょう

国
ごく

花
はな

火
び

」　ColBase

１月　　　大根まつり（待
まつ

乳
ち

山
やま

聖
しょう

天
てん

）

2月　　　節
せつ

分
ぶん

会
え

・福
ふく

聚
じゅ

の舞
まい

（浅草寺）

3月　　　桜
さくら

橋
ばし

花
はな

まつり（隅田公園）

4月　　　白
しら

鷺
さぎ

の舞（浅草寺）

５月　　　下
した

谷
や

神
じん

社
じゃ

大
たい

祭
さい

（下谷神社）

６月　　　鳥
とり

越
ごえ

祭
まつり

（鳥越神社）

7月　　　下町七
たな

夕
ばた

まつり（かっぱ橋本通り）

8月　　　隅田川とうろう流し（吾妻橋付
ふ

近
きん

）

9月　　　浅草サンバカーニバル（馬道通り～雷門通り）

10月　　 谷
や

中
なか

まつり（谷中地区）

11月　 　靴
くつ

のめぐみ祭り市（玉
たま

姫
ひめ

稲
い な り

荷神
じん

社
じゃ

）

12月　 　歳
とし

の市（浅草寺）

台東区の主なイベント

一
いち

年
ねん

中
じゅう

、行
ぎょう

事
じ

や

イベントが

開
かい

催
さい

されているよ！

上野公園がある場所は、

江戸時代から桜
さくら

の名所

だったんだよ

毎年 7 月に開かれる、日本最
古の花火大会。8 代将軍の徳
川吉

よし

宗
むね

の命
めい

令
れい

による「両国川
開きの花火」がはじまりです。
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江
戸
の
伝で

ん

統と

う

工こ

う

芸げ

い

歴れ

き

史し

あ
る
台
東
区
の
工
芸
品

「切子」とは、彫ったり切りこみを
入れたりして文

もん

様
よう

をほどこしたガ
ラス製

せい

品
ひん

のことです。庶民にかか
わりの深い文様がほどこされてい
るのが特徴です。現

げん

代
だい

的
てき

なデザイ
ンの製品も増えています。

「押絵」とは、厚
あつ

紙
がみ

に布
ぬの

をはったり
綿
わた

を布でくるんだりして、立
りっ

体
たい

的
てき

な絵をつくる方
ほう

法
ほう

です。押絵をほ
どこした羽子板は、毎年 12 月に
浅草寺で開かれる羽子板市などで
も買うことができます。

江戸の下町では、時
じ

代
だい

劇
げき

などでよく見かける筒
つつ

形
がた

の提灯がつくられていました。「江戸文字」という
ユニークな形の文字が書かれているのが特徴です。
使わないときは、おりたたむことができます。

「くみひも」とは、細いひもを組み合わせてできる丈
じょう

夫
ぶ

な太いひ
ものことです。よろいかぶとや刀のかざりとしても使われてい
たため、江戸時代に、武士の町・江戸で生

せい

産
さん

がさかんになりま
した。

江
え

戸
ど

手
て

描
が き

提
ちょう

灯
ち ん

見学してみよう！
台東区手作り工房マップ

東
と う

京
きょう

くみひも

江
え

戸
ど

切
き り

子
こ

江
え

戸
ど

押
お し

絵
え

羽
は

子
ご

板
い た

伝統工芸品を近くで見てみよう
江戸の職

しょく

人
にん

の匠
たくみ

の技
わざ

が

実感できるよ！
所在地： 　 台東区浅草 2-22-13
　　　　　（浅草ひさご通り）
電話：　　03-3842-1990
開館時間：午前 10 時～午後 6 時
定休日： 　 毎月第 2・第 4 火曜日
　　　　　（祝日の場合は翌日）
交通： 　　 つくばエクスプレス線
　　　　　浅草駅から徒歩 5 分　ほか

江戸たいとう伝
でん

統
とう

工
こう

芸
げい

館
かん

クロスワードパズルで

おさらいしよう！

ヨコのカギ タテのカギ

A～Dをつなげると、どんな言葉になるかな？

❶　朝の太陽は朝日、夕方の太陽は（　　　）。
❷　ゴッホの『雨の大橋』を見ていると、雨の（　　）が
　　聞こえてきそう。
❸　（　　　　）の別

べつ
名
めい
は「獅

し
子
し
」。星

せい
座
ざ
にもなっているね。

❹　蔦重は 2025年の（　　　）ドラマの主人公。
❺　（　　　）は日本人が好きな小魚。漢字で「鰯」と
　　書くよ。
❻　虹

にじ
の色は（　　　　）。最初の 2文字は数字だよ。

❼　（　　）は、いまのボールのようなもの。昔の人は
　　これで遊んだよ。
❽　出版する本や浮世絵には、版元の（　　　）が押され
　　た。

❶　夏には（　　　）を着て、隅田川の花火を見に行こう。
❷　（　　）のたまごをごはんにかける「たまごかけごは
　　ん」が人気。
❸　蔦重が苦しんだのは、将軍・徳川（　　　　）の時代。
❹　（　　　）源内は、エレキテルをつくったよ。
❺　（　　　）・に・ほ・へ・と。最初の 3文字は？
❻　隅田川は、むかしは（　　　　）とよばれていたよ。
　　ヒントは 11ページ。
❼　オスのアフリカゾウの重さは、７（　　）になることも。
　　重さの単

たん
位
い
が入るよ。

❽　（　　　）は、あずきとおもちが入った甘
あま
い食べ物だよ。

❶

D

B

A

C
❶

❷

❸

❺

❻❹ ❼

❸

❺

❻

❼

❹

❽

❽

❷

何百年も伝統が

受け継がれているなんて、

すごいな！

約 50 業
ぎょう

種
しゅ

・250 点以上の
伝統工芸品を展

てん

示
じ

しています。



判じ絵に挑
ちょう

戦
せ ん

！

なまえ：

クイズの答え合わせ
◆３ページ　1 番（2 番は西村屋、3 番は上

じょう

州
しゅう

屋
や

）　　◆ 4 ページ　3 番　　
◆ 5 ページ　歌麿：2 番　写楽：1 番　◆ 13 ページ　1 番　　
◆ 19 ページのクロスワードパズル　 答え：たいとう（台東）
◆判じ絵　①：蔵

くら

前
まえ

　②：駒
こま

形
がた

　③：浅草　④：上野　

なにかが、舞
まい

を

おどっているよ

この黒い鳥は、

不忍池でもよく

見かける

右の人は、なんて

言っているかな？

肩
かた

で

まわって

いるのは、

なに？

台東区の地名が読み

取れるよ！

ヒント

ヒント

ヒント

ヒント

発行：台東区大河ドラマ「べらぼう」活用推進協議会

国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」

オイラ、つたいやん！
みんな、蔦屋重三郎って
知ってる？
台東区出身で、江戸文化の
立
た て

役
や く

者
し ゃ

なんだ！

「つたいやん」のプロフィール
名前の由来：「蔦屋」と「台東区」と「伝える」を合わせた名前
年齢：22 才　性

せい
格
かく
：明るくおしゃべり　趣

しゅ
味
み
：歴史や文化を伝えること　

好きなもの：甘いもの（とくに和
わ
菓
が
子
し
）

ひとこと：�魔
ま
法
ほう
のアイテム・空

そら
飛
と
ぶ黄表紙に乗って、台東区の歴史・文化の魅

み
力
りょく
をみんなにつた

えるよ

CD

B

A

ゆ う ひ お と

か ら い お ん

た い が か

え い わ し

な な い ろ る

ま り は ん こ

❶ ❶

❷

❸

❺

❻❹ ❼

❸

❺

❻

❼

❹

❽

❽

❷

①

②

④

③


