
　

タ
イ
ト
ル
の
﹁
御
上

洛
﹂
と
は
︑
京
都
へ
行

く
こ
と
︑
す
な
わ
ち
京

都
の
御
所
に
い
る
天
皇

に
会
い
に
行
く
こ
と
︒

１
８
６
３
年
︵
文
久
３

年
︶︑
徳
川
第
十
四
代

将
軍
家
茂
は
︑
ペ
リ
ー

来
航
な
ど
︑
揺
れ
動
く

幕
末
の
状
況
に
つ
い

て
︑
天
皇
に
幕
府
の
政

策
を
伝
え
る
た
め
に
︑

三
代
将
軍
家
光
以
来
︑

２
２
９
年
ぶ
り
に
上
洛

し
ま
し
た
︒

　

江
戸
の
庶
民
は
︑

こ
の
上
洛
に
大
い
に

関
心
を
示
し
︑
こ
れ

を
商
機
と
み
た
浮
世

絵
の
出
版
業
界
は
︑

複
数
の
板
元
が
一
緒

に
な
っ
て
︑
当
時
人

気
の
16
名
の
浮
世
絵

師
を
動
員
し
︑
東
海

道
各
宿
の
名
所
絵
シ

リ
ー
ズ
を
刊
行
し
ま

し
た
︒
こ
の
シ
リ
ー

ズ
は
﹁
御
上
洛
東
海

道
﹂︑
ま
た
長
大
な
行

列
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
﹁
行
列
東

海
道
﹂
と
も
呼
ば
れ

ま
す
︒
本
展
覧
会
で

は
︑
所
蔵
の
上
洛
東

海
道
作
品
の
う
ち
か

ら
︑
前
期
・
後
期
合

わ
せ
て
59
点
を
展
示

し
ま
す
︒

　

ま
た
︑
同
じ
幕
末

の
時
期
の
︑
上
洛
の

行
列
を
通
覧
す
る
鳥

瞰
図
や
双
六
︑
異
国

船
来
航
に
備
え
る
海

防
図
︵
瓦
版
︶︑
開
港

地
横
浜
の
浮
世
絵
な

ど
︑
多
彩
な
作
品
を

紹
介
し
ま
す
︒

歌川貞秀「東海道名所之内　ふちさハ　遊行寺」
▲この絵に見られる遊行寺の参道は現在も見られる。

御
上
洛
東
海
道
を
描
い
た
浮
世
絵
師
た
ち

　

こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
参

加
し
た
絵
師
を
数
名
ご

紹
介
︒
ま
ず
は
三
代
歌

川
豊
国
︒
当
時
の
浮
世

絵
師
の
代
表
格
で
あ
る

だ
け

で
な

く
歌

川
派

を
牽
引
す
る
存
在
と
し

て
︑
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の

企
画
段
階
か
ら
中
心
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

　

続
い
て
は
二
代

歌
川
広
重
︒
こ
の

シ
リ
ー
ズ
は
合
計

で
１
６
２
枚
に
も

及
ぶ
シ
リ
ー
ズ
で

そ
の
中
で
も
二
代

広
重
が
担
当
し
た

の
は
34
枚
︒
二
番

目
に
多
い
三
代
豊

国
の
倍
あ
り
ま
す
︒

師
匠
で
あ
る
初
代

歌
川
広
重
と
同
じ

く
名
所
絵
を
得
意

と
し
て
い
た
こ
と

や
︑
三
代
豊
国
と

の
合
作
が
多
か
っ

た
こ
と
か
ら
︑
三

代
豊
国
も
頼
み
や

す
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
︒

　

他
に
も
明
治
時
代
に

活
躍
し
た
月
岡
芳
年
や

河
鍋
暁
斎
︑
落
合
芳
幾

な
ど
の
歌
川
国
芳
門
下

　
　
　
　
　
　
　

の
絵

　
　
　
　
　
　
　

師
た

　
　
　
　
　
　
　

ち
︑

　
　
　
　
　
　
　

横
浜

絵
の
第
一
人
者
で
あ
り

鳥
瞰
図
を
精
力
的
に
手

掛
け
た
歌
川
貞
秀
も
参

加
し
て
い
ま
し
た
︒

入
館
時
間
は
３
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す

　
１
日
に
つ
き
１
名
１
回
ま
で

①
10
時
〜
12
時

②
12
時
30
分
〜
14
時
30
分

③
15
時
〜
17
時

　

※

入
館
は
各
回
30
分
前
ま
で

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

◆
体
温
計
測
を
行
っ
て
か
ら
の
ご
来
館

◆
来
館
後
の
手
指
の
消
毒
・
マ
ス
ク
の

　
着
用
・
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト

中
止
し
て
い
ま
す

・
手
荷
物
の
お
預
か
り

・
学
芸
員
に
よ
る
解
説

・
グ
ッ
ズ
の
販
売

・
図
書
の
閲
覧

・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ご
予
約
の
際
の
注
意
点

お
名
前
と
ご
連
絡
先
を
お
伺
い
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
保
健
所
へ
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
に
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

電
話
番
号
：
０
４
６
６(

３
３)

０
１
１
１

入
館
予
約
受
付
中

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
入
館
の
人
数
お
よ

び
時
間
の
制
限
を
行
っ
て
い
ま
す
。

電
話
に
て
ご
予
約
受
付
中
で
す
。

御上洛東海道
と

幕末の浮世絵
前期：2020年7月14日（火）～8月30日（日）
後期：2020年7月14日（火）～8月30日（日）

2020 年
8 月
WEB 版

浮
世
絵
館
だ
よ
り

藤沢市　藤澤浮世絵館　浮世絵館だより 2020 年 ( 令和 2 年 )　8 月　WEB 版

藤沢市
藤澤浮世絵館



(1) 艦隊乗員の図　　(2) 艦船の図

　

江
戸
時
代
末
期
の
黒
船
来
航
に
よ
り
︑
江
戸
幕

府
は
大
き
な
緊
張
感
に
包
ま
れ
︑
そ
の
対
応
と
し

て
︑
三
浦
半
島
か
ら
房
総
半
島
に
か
け
て
の
海
岸

線
の
守
り
を
固
め
ま
し
た
︒
図
の
右
上
の
帆
船
が

江
戸
湾
に
向
か
う
ペ
リ
ー
艦
隊
で
す
︒
こ
の
海
防

の
有
り
様
を
絵
図
に
記
し
た
も
の
が
﹁

お
か
た
め
ず

御
固
図
﹂

と
よ
ば
れ
る
も
の
で
︑﹁
瓦
版
︵
事
件
の
速
報
記
事

を
一
枚
摺
り
に
し
た
も
の
︶﹂
の
か
た
ち
で
流
布
さ

れ
ま
し
た
︒
こ
の
絵
図
か
ら
は
︑
海
岸
線
沿
い
に

譜
代
大
名
な
ど
が
割
り
当
て
ら
れ
︑
強
固
な
防
御

施
設
を
配
備
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
り
ま
す
︒
名

称
の
﹁
圍
﹂
は
﹁
囲
﹂
と
同
じ
で
︑
範
囲
の
こ
と

で
す
︵
下
部
中
央
の
半
島
上
に
﹁
浦
賀
﹂
と
あ
り

ま
す
︶︒
江
戸
城
に
近
い
海
上
に
は
砲
台
を
備
え
た

﹁
御
台
場
﹂
が
築
造
さ
れ
︑絵
図
中
に
は
櫓
や
大
砲
︑

藩
主
の
家
紋
の
入
っ
た
幟
旗
も
見
え
ま
す
︒

　
﹁
瓦
版
﹂
は
速
報
性
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

て
墨
摺
り
の
も
の
が
多
い
の
で
す
が
︑人
気
の
テ
ー

マ
で
は
︑
浮
世
絵
と
同
じ
よ
う
に
色
摺
り
の
も
の

も
登
場
し
ま
し
た
︒
右
下
に
﹁
江
ノ
島
弁
天
﹂︵
江

の
島
︶
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑
観
光
土

産
的
な
要
素
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

ま
す
︒

謎
の
絵
巻
の
正
体
は
？

藤沢市　藤澤浮世絵館　浮世絵館だより 2020 年 ( 令和 2 年 )　８月　WEB 版

(3) 上陸するアメリカ将兵の様子(4) 台場の様子

作
者
不
詳
﹁
相
州
浦
賀
米
国
船
入
津
之
図
﹂

　

嘉
永
６
年
︵
一
八
五
三
︶
頃

(1)(2)(3)(4)



こ
ぼ
れ
話

　
﹁
赤
﹂
の
兜
の
白
い
毛
部

分
や
着
物
の
裾
に
は

か
ら
ず

空
摺
り

が
施
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

空
摺
り
と
は
版
木
に
絵
の

具
を
つ
け
ず
︑
摺
り
圧
だ
け

で
紙
面
に
凹
凸
で
模
様
を
つ

け
る
技
法
の
こ
と
で
す
︒

→
図
の
一
部
を
加
工
し
た
も
の
︒

 　
実
際
に
斜
め
か
ら
見
る
と
︑
こ
う
い
っ
た

 　
模
様
が
浮
き
出
て
見
え
ま
す
︒

〈五衣色染分 ( 五枚揃物 )〉 作者 歌川国貞 ( 三代豊国 )　制作年　嘉永 4 年 (1851)　　大きさ 39.5×27.0cm　形状 大判錦絵五枚組　藤澤浮世絵館所蔵
 五衣色染分　白  五衣色染分　黒  五衣色染分　青  五衣色染分　黄  五衣色染分　赤

藤沢市　藤澤浮世絵館　浮世絵館だより 2020 年 ( 令和 2 年 )　8 月　WEB 版

着物の柄 部分図

しろがすり

白絣 　

本
図
の
み
︑
歌
舞
伎
の
役
名
が

判
然
と
し
ま
せ
ん
が
︑
こ
の
女
性

は
絣
を
着
て
い
ま
す
︒

　

絣
と
は
︑
織
る
前
に
あ
ら
か
じ

め
文
様
に
従
っ
て
染
め
分
け
た
糸

を
用
い
て
織
り
上
げ
た
模
様
織
物

の
こ
と
を
い
い
ま
す
︒

からす

烏 　

描
か
れ
て
い
る
人
物
は
︑
主
人

公
・
梅
の
由
兵
衛
の
妻
・
小
梅
で

す
が
︑
烏
柄
の
着
物
は
︑
梅
の
由

兵
衛
の
定
番
扮
装
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
︒
よ
く
見
る
と
︑
烏
の

羽
は
短
く
︑
表
情
が
ユ
ー
モ
ラ
ス

に
描
か
れ
て
い
ま
す
︒

萩に
ゆ き わ

雪輪 　

照
手
姫
は
︑
遊
女
屋
で
下
働
き

と
し
て
働
い
て
い
た
際
に
﹁

ひ
た
ち
こ
は
ぎ

常
陸
小
萩
﹂

と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
萩

模
様
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
ま
す
︒

雪
輪
は
︑
六
角
形
の
雪
の
結
晶
を

円
形
に
表
し
た
も
の
で
す
︒
着
物

の
色
は
︑
一
見
す
る
と
緑
色
に
見

え
ま
す
が
︑
江
戸
時
代
で
は
︑
こ

の
色
も
青
に
含
め
ま
し
た
︒

黄八丈 　

伊
豆
諸
島
で
つ
く
ら
れ
る
﹁
黄

八
丈
﹂
は
︑
江
戸
時
代
に
将
軍
家

ご
愛
用
品
と
し
て
大
奥
や
︑
大
名

家
に
愛
用
さ
れ
︑
し
だ
い
に
江
戸

町
人
や
下
町
へ
と
広
が
っ
て
粋
人

に
好
ま
れ
ま
し
た
︒
人
気
の
柄
と

し
て
︑
浮
世
絵
に
も
よ
く
描
か
れ

て
い
ま
す
︒

まがき

籬に菊 　

日
本
に
は
材
料
・
形
式
に
よ
っ

て
︑
様
々
な
種
類
の
﹁
垣
﹂
が
あ

り
ま
す
が
︑
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑

木
枝
や
竹
を
格
子
状
に
組
ん
だ

﹁
籬
﹂
で
す
︒
菊
は
子
孫
繁
栄
の

象
徴
と
し
て
古
く
か
ら
好
ま
れ
た

文
様
で
し
た
︒
赤
い
着
物
は
八
重

垣
姫
の
定
番
と
な
っ
て
い
ま
す
︒



江戸のふしぎじけん

　
お
や
⁉
橋
の
上
で
、
ト
ン
ビ
に
魚
を
持
っ

て
い
か
れ
た
人
が
い
る
よ
。
事
件
が
起
こ
っ

た
の
は
、
江
戸
の
日
本
橋
。
横
取
り
さ
れ
た

男
性
か
ら
、
話
を
聞
い
た
。

　
男
性
は
、「
し
ょ
か

初
夏
の
風
物
詩
で
あ
る
は
つ
が
つ
お

初
鰹

は
、
江
戸
で
は
大
人
気
の
魚
。
日
本
橋
の
魚

市
場
で
買
っ
た
瞬
間
、
ト
ン
ビ
に
持
っ
て
い

か
れ
た
。
鰹
の
カ
ゴ
だ
け
が
、
橋
の
上
に
残

さ
れ
て
い
た
。」と
悲
し
そ
う
な
様
子
だ
っ
た
。

そ
の
場
に
い
た
犬
も
び
っ
く
り
し
て
、
思
わ

ず
二
本
足
で
ピ
ョ
ン
！
と
立
っ
た
と
い
う
。

　
動
物
の
び
っ
く
り
じ
け
ん

事
件
は
、
二
百
年
た
っ

た
今
で
も
あ
る
。
江
の
島
や
公
園
で
お
や
つ

を
食
べ
て
い
た
ら
、
ト
ン
ビ
に
と
ら
れ
て
し

ま
っ
た
経
験
が
、
君
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
思
わ
ず
、
ク
ス
っ
と
笑
っ
て
し
ま
う

ひ
ょ
う
げ
ん

表
現
は
、
ま
る
で
マ
ン
ガ
を
読
ん
で
い
る
よ

う
だ
。

　
浮
世
絵
が
売
ら
れ
て
い
た
江
戸
時
代
も
、

こ
の
浮
世
絵
を
見
て
、
大
笑
い
し
て
い
た
に

違
い
な
い
。

教えて！オニカゲくん

　　　浮世絵ってなに？ 号
外

　　うきよえ

　　浮世絵は、江戸時代ので

きごとやくらしをテーマに

しているよ。

　こども新聞で紹介するの

は、「
もくはんが

木版画」という
しゅるい

種類。

一度にたくさん作ることが

できたから、多くの人が
てがる

手軽に買うことができた
よ。

右の浮世絵は、

今から 167 年前
につくられた
ものなんだ！！

カ
ツ
オ
の
持
ち
歩
き
に
は
注
意

歌川芳員 「東海道五十三次内　日本橋」 嘉永 6年 (1853)

隠されたことわざのナゾ

じ
け
ん
は
橋
で
起
き
て
い
た
！

　
　
　
　
　
　

江
戸
っ
子
語
る
。

オ
ニ
カ
ゲ
く
ん
の
ひ
み
つ
。

ま
っ
て
る
よ
～

オ
ニ
カ
ゲ
く
ん

▼藤澤浮世絵館てんじしつのようす▶

思
わ
ず
イ
ヌ
も
び
っ
く
り
！
！

「とびに
あぶらあ

油揚げをさらわれる」
・大切なものを、とつぜん横から
   うばわれることのたとえ。
・ふいに横取りされて、あっけに
   とられる様子。

　とびが、油揚げの代わりに男の人が大切に
していたカツオを持って行ってしまっている
ね。まさに、ことわざの場面というワケだ！
　君は、「とびに油揚げをさらわれる」体験
をしたことがあるかい？

　オニカゲくんは、藤沢市の
でんせつ
伝説、「

おぐりはんがん
小栗判官」

に登場する馬。浮世絵館では、浮世絵のみりょ
くを伝えるあんない人。
　この新聞を読んで、浮世絵を見てみたくなっ
たら、浮世絵館に遊びにきてね。

参考文献：吉田ゆたか
『まんがで学習ことわざ事典 2』　あかね書房
1984 年

ス
イ
～

お
～
い
！

藤沢市　藤澤浮世絵館　こども浮世絵しんぶん 2020年 (令和 2年 )　8月　WEB版
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