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西
洋
の
画
家
が
惹
か
れ
た

暮
ら
し
切
り
と
る
浮
世
絵

―
―
そ
も
そ
も
藤
澤
先
生
が
浮
世
絵
に

惹
か
れ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

絵
を
描
く
の
が
好
き
で
、
高
校
生
の

頃
に
西
洋
絵
画
の
展
覧
会
に
行
っ
た
と

こ
ろ
、
彼
ら
が
影
響
を
受
け
た
浮
世
絵

に
出
合
い
ま
し
た
。
と
て
も
格
好
よ
く

感
じ
て
、
ま
る
で
恋
に
落
ち
る
よ
う
に

「
こ
れ
だ
！
」
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
の
頃
、
ご
縁
あ
っ
て
歌
舞
伎
の
券
を

頂
戴
す
る
こ
と
が
多
く
、
祖
母
と
連
れ

だ
っ
て
観
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
先
代

の
市
川
團
十
郎
丈
の
襲
名
披
露
に
、
歌

舞
伎
座
へ
セ
ー
ラ
ー
服
で
駆
け
つ
け
た

の
も
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。
歌
舞
伎

や
浮
世
絵
を
生
ん
だ
江
戸
の
空
気
感
を

心
地
よ
く
感
じ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
後

進
学
し
た
大
学
に
い
ら
し
た
恩
師
が
浮

世
絵
研
究
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
、
す

っ
か
り
研
究
の
お
も
し
ろ
さ
に
魅
せ
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

―
―
西
洋
の
画
家
は
浮
世
絵
の
ど
ん
な

と
こ
ろ
に
影
響
を
受
け
た
の
で
し
ょ
う
。

色
彩
と
構
図
と
主
題
。
こ
の
三
つ
の

要
素
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
色
彩
で
は
、

木
版
画
な
ら
で
は
の
平
面
の
色
の
重
な

り
合
い
、
そ
の
パ
キ
ッ
と
し
た
色
合
い

の
お
も
し
ろ
さ
で
す
。
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
は
あ
り
ま
す
が
、
陰
影
と
い
う
よ
り

基
本
的
に
は
フ
ラ
ッ
ト
な
表
現
で
す
ね
。

構
図
に
関
し
て
は
、
葛
飾
北
斎
や
歌

川
広
重
は
西
洋
絵
画
の
影
響
を
受
け
て

い
ま
す
。
18
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と

西
洋
文
化
の
影
響
も
あ
り
、
景
観
や
事

物
を
も
っ
と
リ
ア
ル
に
描
き
た
い
欲
求

　　　　　　

江
戸
時
代
、
庶
民
の
間
で
流
行
し
た
浮
世
絵
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵

画
、
特
に
印
象
派
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。
浮
世
絵

か
ら
垣
間
見
る
江
戸
時
代
の
庶
民
の
暮
ら
し
と
水
の
景
色
に
つ
い
て
、

浮
世
絵
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
藤
澤
紫
さ
ん
に
聞
い
た
。

浮
世
絵
に
見
る 

人
び
と
と
水
の
景
色

Murasaki Fujisawa
東京都生まれ。学習院大学
大学院人文科学研究科哲
学専攻博士後期課程満期
退学。博士（哲学）。国際浮
世絵学会常任理事。2014
年國學院大學文学部特任
教授、2018年より現職。研
究分野は日本美術史、日本
近世文化史、比較芸術学。

『ＮＨＫ浮世絵ＥＤＯ-ＬＩＦＥ 浮
世絵で読み解く江戸の暮らし』

（監修）など著書多数。

インタビュー

藤澤 紫さん

國學院大學文学部
哲学科 教授

葛飾北斎が三つわりの法で描いた
「冨嶽三十六景 深川万年橋下」
1831年（天保2）頃
太田記念美術館蔵

水の文化 73号　特集　芸術と水
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が
表
に
出
ま
す
。
立
体
的
な
遠
近
感
を

出
す
一
点
透
視
図
法
が
意
識
さ
れ
る
ほ

か
、
西
欧
の
芸
術
家
に
も
愛
さ
れ
た

『
北
斎
漫
画
』
に
も
、
天
を
２
、
地
を

１
と
し
て
画
面
を
３
分
割
す
る
テ
ク
ニ

ッ
ク
、「
三
つ
わ
り
の
法
」
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
合
理
的
な
西
洋

由
来
の
構
図
感
覚
は
西
欧
の
人
び
と
も

受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
よ
う
で
す
。

三
つ
目
の
要
素
で
あ
る
主
題
が
、
実

は
い
ち
ば
ん
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

北
斎
の
「
冨ふ

嶽が
く

三さ
ん
じ
ゅ
う
ろ
っ
け
い

十
六
景
」
シ
リ
ー
ズ

が
当
時
大
ヒ
ッ
ト
し
た
の
は
、
色
彩
や

構
図
の
お
も
し
ろ
さ
だ
け
で
は
な
く
、

「
富
士
講
」
な
ど
民
間
で
流
行
し
た
信

仰
を
背
景
に
、
霊
峰
富
士
の
像
を
身
近

に
も
つ
こ
と
の
安
心
感
、
旅
へ
の
憧
れ

と
い
っ
た
需
要
が
大
き
か
っ
た
は
ず
で

す
。
そ
う
し
た
日
本
人
が
大
事
に
し
て

い
る
情
景
や
モ
チ
ー
フ
か
ら
、
さ
ら
に

は
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
、
日
々
の
暮

ら
し
の
細
部
が
垣
間
見
え
る
点
な
ど
が

西
洋
の
画
家
の
心
を
と
ら
え
た
の
だ
と

思
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景 

大
は
し
あ
た
け
の
夕
立
」
を
フ
ィ
ン
セ

ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
が
模
写
し
て

い
ま
す
。
構

図
の
お
も
し

ろ
さ
や
、
木

版
画
な
ら
で

は
の
シ
ャ
ー

プ
な
線
に
よ

る
雨
の
描
写

の
み
な
ら
ず
、

夕
立
に
降
ら

れ
橋
を
小
走

り
に
渡
る
人

び
と
の
様
子

に
惹
か
れ
た

の
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、

よ
く
見
る
と
、

広
重
の
絵
で

は
一
つ
の
傘

に
３
人
が
入

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ゴ
ッ
ホ
は
２

人
し
か
描
い
て
い
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
に

細
か
い
の
で
、
少
し
ズ
ル
を
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ま
た
、
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
い
暮

ら
し
の
ひ
と
こ
ま
を
切
り
と
り
、
平
穏

な
日
常
を
描
い
た
絵
を
、
海
の
彼
方
に

あ
る
極
東
の
国
の
人
た
ち
が
愛
お
し
ん

だ
と
い
う
こ
と
も
西
洋
の
人
び
と
の
心

に
響
い
た
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
喜
多

川
歌
麿
の
「
母
子
図 

た
ら
い
遊
」
に
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
と
さ
れ
る
、

　　　　

　　

　　　　　　

　　　　　　 浮
世
絵
に
見
る 

人
び
と
と
水
の
景
色

歌川広重「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」1857年（安政4） 国立国会図書館蔵
ゴッホがこの絵を模写したのは広く知られている

歌川広重「東海道五拾三次之内 庄野 白雨」1832-33年（天保3-4）頃
千葉市美術館蔵
上の「大はしあたけの夕立」と比べると広重は雨を描きわけていることがわかる

【想う】

浮世絵に見る 人びとと水の景色



8

母
親
が
子
ど
も
を
お
風
呂
に
入
れ
よ
う

と
し
て
い
る
「
湯
浴
み
」
と
い
う
作
品

を
、
印
象
派
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
メ

ア
リ
ー
・
カ
サ
ッ
ト
が
描
い
て
い
ま
す
。

驚
き
を
与
え
る
水
と

安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
水

―
―
浮
世
絵
の
な
か
で
川
、
海
、
雨
、

雪
、
霧
と
い
っ
た
水
の
景
色
は
、
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

や
は
り
北
斎
と
広
重
が
わ
か
り
や
す

い
と
思
い
ま
す
。
人
を
驚
か
す
の
が
大

好
き
で
、
稀
代
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ナ
ー

だ
っ
た
北
斎
に
と
っ
て
、
水
は
格
好
の

モ
チ
ー
フ
で
し
た
。
躍
動
す
る
水
の
姿

を
、
あ
た
か
も
一
瞬
を
切
り
取
る
写
真

家
の
よ
う
に
と
ら
え
た
「
冨
嶽
三
十
六

景 

神
奈
川
沖お

き
な
み
う
ら

浪
裏
」。
北
斎
は
千
変
万

化
す
る
水
を
「
お
も
し
ろ
い
か
た
ち
」

と
し
て
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想

像
し
ま
す
。
も
し
も
北
斎
が
現
代
に
生

き
て
い
た
ら
、
筆
を
と
ら
な
い
で
写
真

を
撮
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
「
か
た
ち
」

を
写
し
と
り
た
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鑑

賞
者
に
驚
き
を
与
え
た
い
、
と
い
う
欲

望
が
北
斎
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
見
て
い
ま
す
。

北
斎
は
意
匠
家
、
今
で
い
う
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
才
も
あ
っ
て
、
櫛
や
キ
セ
ル
を

デ
ザ
イ
ン
し
た
『
今
様
櫛
き
ん
雛
形
』

と
い
う
デ
ザ
イ
ン
ブ
ッ
ク
を
手
が
け
て

い
ま
す
。
波
頭
や
さ
ざ
波
、
大
波
な
ど
、

び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
魅
力
的
な
水
の

「
か
た
ち
」
を
描
い
た
模
様
が
載
っ
て

い
る
の
で
す
。

対
し
て
広
重
が
生
み
出
す
作
品
は
、

驚
き
よ
り
も
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
て
く

れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
う
だ
っ
た
ら
い

い
な
、
と
誰
も
が
心
の
な
か
で
思
う
景

色
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。
例
え
ば

「
月
に
雁
」
に
は
「
こ

む
な
夜
か 

又
も
有

う
か 

月
に
雁
」
と

い
う
俳
句
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
ま

さ
に
「
で
き
す
ぎ
」

と
も
思
え
る
よ
う
な

情
景
を
さ
ら
り
と
描

く
の
が
得
意
で
す
。

そ
れ
こ
そ
、
暮
ら
し

の
な
か
に
あ
る
何
気

な
い
水
辺
の
表
現
な

ど
は
と
て
も
う
ま
い
。

暮
ら
し
を
支
え
る
水
や
、
人
と
と
も

に
あ
る
水
の
景
色
を
広
重
は
非
常
に
魅

力
的
に
描
い
て
い
ま
す
。「
名
所
江
戸

百
景
」
シ
リ
ー
ズ
計
１
１
９
図
の
う
ち
、

水
景
が
ど
れ
く
ら
い
描
か
れ
て
い
る
か

を
数
え
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
７
〜
８
割

に
も
の
ぼ
り
ま
し
た
。
こ
の
作
品
は
１

８
５
５
年
（
安
政
2
）
の
安
政
の
大
地
震

の
直
後
に
刊
行
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」1831-33年
（天保2-4）頃 千葉市美術館蔵
北斎は70代でこれを描いたが、40代半ばに描いた「賀奈
川沖本杢之図」に比べると波の表現が大きく進化している

1890年（明治23）に描かれた楊洲周延（ようしゅう
ちかのぶ）「幻燈写心竸 温泉」（左）と「幻燈写心
竸 海水浴」（右） 國學院大學博物館蔵
明治期には温泉地などを夢想した浮世絵も登場

葛飾北斎 画『今様櫛きん雛形』1841
年（天保12） 国立国会図書館蔵　
これは工芸細工の図案集で現代でいう
デザインブック

水の文化 73号　特集　芸術と水
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震
災
の
被
害
は
家
屋
の
倒
壊
に
加
え
、

火
事
で
も
多
く
の
人
が
亡
く
な
り
ま
し

た
。
実
は
広
重
の
生
家
は
、
江
戸
市
中

の
消
防
や
非
常
警
備
を
行
な
う
「
定じ
ょ
う
び火

消け
し

同
心
」
で
、
水
神
様
が
統
べ
る
「
寿

こ
と
ほ

ぎ
の
水
」
を
意
図
的
に
描
い
た
の
で
は

な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
逆
に
こ

の
作
品
に
は
、
暮
ら
し
の
な
か
に
あ
る

火
は
、
意
図
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
よ

う
に
も
見
え
ま
す
。

青
と
水
に
満
ち
た

江
戸
の
世
界

―
―
浮
世
絵
に
お
け
る
水
の
表
現
と
、

西
洋
絵
画
で
の
水
の
表
現
に
は
違
い
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

描
き
方
に
よ
っ
て
多
種
多
様
に
な
る

と
こ
ろ
が
水
の
お
も
し
ろ
さ
で
、
一
概

に
比
較
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
た
だ
、「
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
」
と

い
う
言
葉
が
い
つ
し
か
定
着
し
た
よ
う

に
、
日
本
の
陶
磁
器
や
浮
世
絵
に
印
象

的
に
用
い
ら
れ
た
青
色
は
、
世
界
的
に

評
価
の
高
い
要
素
の
一
つ
で
す
。
青
色

が
い
ち
ば
ん
き
れ
い
に
出
る
の
が
水
な

の
で
、
浮
世
絵
を
世
界
に
広
め
た
大
事

な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
に
水
が
あ
る
と
も

い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
水
が
あ
る

と
こ
ろ
に
文
明
・
文
化
が
育
ち
、
水
は

ど
こ
に
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、

人
類
共
通
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
や
す
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
後
期
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ベ

ロ
藍
」、
ベ
ル
リ
ン
で
開
発
さ
れ
た

「
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
」
と
呼
ば
れ
る

化
学
合
成
顔
料
が
輸
入
さ
れ
、
浮
世
絵

の
青
色
に
使
わ
れ
ま
す
。
異
国
的
な
興

趣
か
ら
日
本
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
色
彩

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
輸
出
さ
れ
る
と
今

度
は
「
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
」
と
い
う
日

本
的
な
色
彩
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と

を
思
う
と
、
文
化
の
交
流
は
本
当
に
お

も
し
ろ
い
で
す
ね
。

伝
統
的
な
日
本
の
色
彩
表
現
で
は
、

淡
い
青
色
を
水
甕
の
底
に
あ
る
水
に
た

と
え
て
「
甕か
め
の
ぞ
き覗

」
と
い
っ
た
り
、
ち
ょ

っ
と
緑
が
か
っ
た
爽
や
か
な
「
浅あ
さ

葱ぎ

色い
ろ

」

な
ど
、
青
色
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ラ
デ

ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
澄
ん
だ
水
の
色
、

曇
天
の
空
の
色
な
ど
、
人
の
気
持
ち
を

反
映
し
て
く
れ
る
色
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
江
戸
の
暮
ら
し
の
な
か
に

は
、
蓼た
で
あ
い藍

で
染
め
た
綿
の
浴
衣
を
は
じ

め
、
衣
装
で
も
食
器

で
も
青
の
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
ふ
れ
て

い
た
と
思
う
の
で
す
。

浮
世
絵
の
な
か
に
も

青
い
も
の
が
た
く
さ

ん
出
て
き
ま
す
。
青

に
満
ち
た
江
戸
の
世

界
を
浮
世
絵
は
う
ま

く
表
現
し
て
い
て
、

そ
の
代
表
的
な
要
素

の
一
つ
が
水
で
す
。

北
斎
も
広
重
も
描

い
て
い
た
よ
う
に
、

水
運
都
市
・
江
戸
か

ら
水
辺
は
切
り
離
せ

ま
せ
ん
。
玉
川
上
水
、

神
田
上
水
と
い
う
水

道
が
江
戸
市
中
に
飲

み
水
を
送
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
水
道
の
水
を
産
湯
と
す
る
こ

と
も
、
誇
り
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
ま
す
。
水
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
ま
さ

に
、
江
戸
っ
子
の
誇
り
や
美
意
識
を
表

す
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
２
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２
年
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月
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日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

広重は『名所江戸百景』において数多くの水景を描いている
(右）歌川広重「名所江戸百景 亀戸天神境内」1856年（安政3）国立国会図書館蔵
(左）歌川広重「名所江戸百景 堀切の花菖蒲」1857年（安政4）国立国会図書館蔵

渓斎英泉（けいさいえいせん）「仮
宅の遊女」1835年（天保6）千葉
市美術館蔵　濃度の異なる藍色
を重ねて刷る「藍絵（あいえ）」だ【想う】

浮世絵に見る 人びとと水の景色


