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浮
世
絵
に
お
け
る「
藍
」の
存
在
感

江戸時代、庶民へ売るためにつくられた浮世絵。絵
柄、表現方法は流

は や

行り廃
すた

りが激しかったが、その一
つに藍色の濃淡だけで刷った浮世絵版画がある。そ
れが「藍

あいずりえ

摺絵」。藍一色で描く手法「藍摺」は、文
政末期にドイツから輸入された合成顔料によって可能
となったもの。それまでの色鮮やかな浮世絵と異なる
「藍摺絵」は、江戸の人たちにどう受けとめられたの
か。近世を中心に日本絵画史を研究する東京国立博
物館の松嶋雅人さんに浮世絵と藍摺絵、さらに藍の
存在感について伺った。

中
世
ま
で
の
絵
画
は

権
威
を
象
徴
す
る
道
具

　

日
本
の
絵
画
は
も
と
も
と
、
天
皇
や
貴

族
の
宮
廷
文
化
の
な
か
で
主
に
宗
教
的
な

儀
式
の
背
景
と
し
て
造
形
さ
れ
た
も
の
で

す
。
手
本
は
す
べ
て
中
国
か
ら
来
ま
し
た
。

鎌
倉
時
代
に
武
士
が
台
頭
す
る
と
、
財
力

を
蓄
え
た
地
域
の
守
護
大
名
な
ど
が
自
ら

の
権
威
の
象
徴
と
し
て
絵
画
を
描
か
せ
ま

す
。

　

す
な
わ
ち
中
世
ま
で
の
絵
画
と
は
、
一

般
庶
民
に
は
ま
っ
た
く
縁
の
な
い
、
権
力

者
を
飾
る
た
め
の
道
具
だ
っ
た
の
で
す
。

　

戦
国
時
代
以
降
は
状
況
が
変
わ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
財
を
成
し
た
商
人
が
権

力
者
を
ま
ね
て
自
宅
を
絵
画
で
飾
り
ま
し

た
。
画
題
も
そ
れ
ま
で
の
宗
教
的
な
架
空

の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
遊
女
や
演
芸
や
祭

礼
な
ど
を
描
い
た
風
俗
画
が
現
れ
て
く
る

の
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
商
業
が
発
達
す
る

と
、
一
般
の
商
工
階
層
の
人
た
ち
も
絵
画

を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
通
常
の
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そ
こ
で
安
価
な
ベ
ロ
藍
が
普
及
す
る
と
、

人
気
浮
世
絵
師
の
渓け

い
さ
い斎

英え
い
せ
ん泉

が
藍
色
の
濃

淡
だ
け
で
描
く
「
藍
摺
絵
」
を
始
め
ま
し

た
。

　

歌
川
国
貞
は
こ
の
手
法
を
さ
ら
に
洗
練

さ
せ
た
美
人
画
を
描
き
ま
す
。
吉
原
を
代

表
す
る
高
級
遊
女
が
禿か

む
ろ（

遊
郭
に
住
む
見
習

い
の
童
女
）
を
引
き
連
れ
て
客
を
迎
え
て
い

る
『
中
万
字
や
内 

八
ツ
橋
』
で
は
、
藍

の
濃
淡
だ
け
で
着
物
の
柄
を
描
い
て
い
ま

す
。
大
正
期
の
洋
画
家
・
岸
田
劉り

ゅ
う
せ
い生は

著

書
で
「
卑
近
な
美
し
さ
は
世
界
無
比
」「
江

戸
絵
の
粋
」
と
絶
賛
し
ま
し
た
。

　

版
元
と
絵
師
は
一
種
の
水
墨
画
の
つ
も

り
で
藍
摺
絵
を
編
み
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。

現
代
の
私
た
ち
が
見
て
も
ク
ー
ル
で
エ
レ

ガ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
の
人
々

が
ど
う
受
け
と
め
た
か
と
い
う
と
、
実
は

そ
れ
ほ
ど
売
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
は
り

刺
激
の
強
い
彩
色
画
の
方
が
好
ま
れ
た
よ

う
で
す
。
で
す
の
で
、
同
じ
版
木
を
使
い
、

多
色
刷
に
変
え
て
売
り
出
さ
れ
た
り
も
し

ま
し
た
。

　

芸
術
性
を
評
価
す
る
の
は
後
世
の
視
点

で
、
当
時
の
浮
世
絵
は
あ
く
ま
で
も
「
商

品
」。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
版
元
は
人
々
が
求
め
る
趣
味
嗜
好
に

応
じ
て
絵
師
に
描
か
せ
ま
し
た
。
当
時
は

印
税
方
式
が
な
く
買
い
切
り
。
売
れ
れ
ば

売
れ
る
ほ
ど
版
元
は
儲
か
り
ま
し
た
が
絵
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表
現
技
法
と
い
う
よ
り
も
、
描
か
れ
て
い

た
内
容
の
方
で
す
。
遊
郭
や
芝
居
小
屋
で

興
じ
る
人
た
ち
を
見
て
「
な
ん
と
文
化
の

進
ん
だ
国
な
の
か
」
と
。
描
か
れ
て
い
た

の
は
実
は
富
裕
層
な
の
で
、
市
民
階
級
と

思
い
込
ん
だ
多
少
の
誤
解
は
あ
っ
た
に
せ

よ
、
当
時
の
西
洋
の
人
た
ち
は
浮
世
絵
の

題
材
や
そ
れ
を
娯
楽
と
し
て
消
費
す
る
風

習
を
知
っ
て
、
自
分
た
ち
が
貴
族
を
倒
し

て
や
っ
と
手
に
し
た
よ
う
な
大
衆
文
化
に

先
駆
け
て
興
じ
て
い
た
国
が
東
洋
に
あ
っ

た
の
だ
、
と
驚
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

洗
練
を
極
め
た
「
藍
摺
絵
」
も

当
時
は
売
れ
な
か
っ
た

　

文
政
期
（
1 

8 

1 

8
〜
1 
8 
3 

0
年
）
の
末

に
合
成
顔
料
「
ベ
ロ
藍
」（
ベ
ル
リ
ン
藍
、
プ

ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
）
が
輸
入
さ
れ
、
浮
世
絵

に
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
ま
で
の
多
色
刷
の
錦
絵
は
朱
色
や
黄
色

が
主
で
、
青
系
統
は
め
っ
た
に
見
ら
れ
ま

せ
ん
。
清
々
し
い
青
色
を
出
す
に
は
、
中

東
産
の
高
価
な
鉱
石
が
原
料
の
「
ラ
ピ
ス

ラ
ズ
リ
」
が
必
要
で
、
そ
れ
を
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
将
軍
大
名
の
御
用
絵
師

な
ど
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
大
衆
的
な

浮
世
絵
に
は
と
て
も
使
え
な
か
っ
た
の
で

す
。
蓼
藍
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や

は
り
高
価
な
の
で
少
な
か
っ
た
の
で
す
。

師
の
懐
は
潤
い
ま
せ
ん
。
人
気
絵
師
が
弟

子
を
抱
え
た
り
で
き
た
の
は
裕
福
な
大
名

な
ど
の
パ
ト
ロ
ン
が
い
た
か
ら
で
す
。
遊

女
屋
を
経
営
し
て
い
た
渓
斎
英
泉
な
ど
の

よ
う
に
、
別
に
本
業
や
副
業
を
も
つ
浮
世

絵
師
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

水
や
空
の
表
現
に

効
果
を
発
揮
し
た
ベ
ロ
藍

　

ベ
ロ
藍
が
広
ま
る
の
と
同
時
に
、
そ
れ

ま
で
美
人
画
と
役
者
絵
が
本
流
だ
っ
た
浮

世
絵
に
風
景
画
が
増
え
は
じ
め
ま
す
。『
東

海
道
五
十
三
次
』『
名
所
江
戸
百
景
』
な
ど

の
ヒ
ッ
ト
商
品
で
風
景
画
を
確
立
し
た
の

が
歌
川
広
重
で
す
。
広
重
は
版
木
を
斜
め

に
切
る
「
ぼ
か
し
摺
り
」
の
技
法
で
藍
色

を
水
平
線
や
空
な
ど
背
景
の
一
部
に
使
い
、

絵
画
は
一
点
も
の
で
す
が
、
木
版
画
の
技

術
が
生
ま
れ
、
一
つ
の
下
絵
か
ら
数
百
枚
、

数
千
枚
も
複
製
品
を
刷
れ
る
よ
う
に
な
り
、

格
段
に
コ
ス
ト
が
下
が
っ
た
か
ら
で
す
。

「
浮
世
絵
」
は
こ
う
し
て
誕
生
し
ま
す
。

喜
多
川
歌
麿
、
東
洲
斎
写
楽
と
い
っ
た
ビ

ッ
グ
ネ
ー
ム
の
浮
世
絵
師
が
活
躍
す
る
江

戸
中
期
ご
ろ
に
は
、
日
銭
を
稼
い
で
食
べ

る
の
が
精
一
杯
で
は
な
い
中
流
層
の
庶
民

の
間
で
も
、
浮
世
絵
は
流
通
し
ま
し
た
。

世
界
に
先
駆
け
て

庶
民
が
絵
を
楽
し
む

　

浮
世
絵
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
芝
居
町
や

遊
里
と
い
っ
た
享
楽
的
な
場
所
や
、
遊
女

や
歌
舞
伎
役
者
な
ど
の
人
物
画
で
し
た
。

新
作
歌
舞
伎
の
開
演
前
に
は
、
人
気
役
者

が
演
じ
る
見
ど
こ
ろ
の
場
面
が
浮
世
絵
と

な
っ
て
出
版
さ
れ
、
よ
く
売
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
時
代
、
庶
民
が
絵
画
を
娯
楽
と
し

て
消
費
し
た
国
は
ほ
か
に
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
西
洋
で
も
中
世
ま
で
絵
画
は
王

侯
貴
族
な
ど
特
権
階
級
の
文
化
で
し
た
し
、

印
刷
術
が
発
達
し
た
近
代
で
も
、
絵
画
は

出
版
物
の
挿
絵
と
し
て
は
普
及
し
ま
し
た

が
、
浮
世
絵
の
よ
う
に
単
体
の
絵
画
を
庶

民
が
楽
し
む
風
習
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

幕
末
以
降
、
浮
世
絵
が
海
を
越
え
た
と

き
西
洋
の
人
た
ち
が
驚
い
た
の
は
、
そ
の
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台
』
な
ど
は
、
前
景
に
縦
長
画
面
を
覆
う

巨
大
な
鯉
の
ぼ
り
、
中
景
に
神
田
川
の
水

道
橋
、
遠
景
に
富
士
山
を
配
し
た
極
端
な

近
接
拡
大
の
遠
近
法
構
図
で
視
覚
効
果
を

高
め
て
い
ま
す
。
浮
世
絵
の
イ
メ
ー
ジ
の

方
が
現
実
に
投
影
さ
れ
る
ほ
ど
イ
ン
パ
ク

ト
が
強
か
っ
た
の
で
、
美
人
画
や
役
者
絵

ほ
ど
刺
激
の
な
い
風
景
画
で
も
ヒ
ッ
ト
し

た
の
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
を
通
じ
て
浮
世
絵
は
膨
大
に

大
量
生
産
さ
れ
ま
し
た
。
今
、
残
さ
れ
て

い
る
作
品
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

版
元
も
絵
師
も
競
争
し
切
磋
琢
磨
す
る
の

で
ク
オ
リ
テ
ィ
は
ど
ん
ど
ん
上
が
り
、
幕

末
の
人
気
絵
師
、
歌
川
国
芳
の
絵
一
つ
と

っ
て
も
、
描
か
れ
て
い
る
情
報
量
が
あ
ま

り
に
も
多
す
ぎ
て
、
現
代
の
私
た
ち
が
す

べ
て
説
明
し
き
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。

　

明
治
以
降
、
浮
世
絵
に
取
っ
て
代
わ
っ

た
の
は
写
真
や
映
画
な
ど
西
洋
か
ら
入
っ

て
き
た
文
物
。
浮
世
絵
が
廃
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
た
ん
に
娯
楽
が
多
様
化
し
た
の

で
す
。
戦
後
日
本
で
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
が
隆
盛
を
極
め
海
外
へ
も
波
及
し

た
の
は
、
元
を
た
ど
れ
ば
江
戸
時
代
、
世

界
に
先
駆
け
娯
楽
商
品
と
し
て
浮
世
絵
を

受
容
す
る
文
化
の
伝
統
が
あ
っ
た
か
ら
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
浮
世
絵
も
一
時
代
を
画
し
た
娯
楽

の
一
つ
で
す
が
、
藍
摺
の
よ
う
な
洗
練
さ

れ
た
技
法
も
含
め
、
こ
れ
だ
け
レ
ベ
ル
の

高
い
文
化
が
庶
民
の
生
活
を
彩
っ
て
い
た

こ
と
に
、
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
の
で
す
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
12
月
21
日
取
材
）

が
多
岐
に
わ
た
る
の
は
、
幕
府
の
目
を
逃

れ
る
た
め
で
も
あ
り
ま
し
た
。
天
保
の
改

革
で
市
中
の
綱
紀
粛
正
が
図
ら
れ
、
遊
郭

や
歌
舞
伎
界
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ

れ
ら
を
描
く
浮
世
絵
へ
も
規
制
が
強
化
さ

れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
版
元
と
絵
師
は

商
魂
た
く
ま
し
く
、
テ
ー
マ
を
ほ
か
に
求

め
て
人
々
の
欲
し
が
る
浮
世
絵
を
世
に
出

し
ま
し
た
。

　

広
重
や
北
斎
の
風
景
画
が
よ
く
売
れ
た

の
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

の
役
割
を
果
た
し
た
か

ら
で
も
あ
り
ま
す
。
幕

末
に
か
け
て
は
関
所
を

越
え
る
移
動
の
縛
り
が

ゆ
る
め
ら
れ
、
女
性
で

も
自
由
に
旅
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

広
重
の
風
景
画
な
ど
は

大
胆
な
構
成
と
色
づ
か

い
で
現
実
の
風
景
を
デ

フ
ォ
ル
メ
し
て
い
ま
す

か
ら
、
実
際
に
現
地
へ

行
っ
て
も
同
じ
景
色
は

あ
り
得
な
い
の
で
す
が
、

当
時
の
人
々
は
お
そ
ら

く
「
広
重
の
絵
の
通
り

だ
」
と
思
っ
た
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。『
名
所
江

戸
百
景　

水
道
橋
駿
河

引
き
締
ま
っ
た
鮮
や
か
な
印
象
を
与
え
ま

し
た
。
海
や
川
の
表
現
で
も
藍
色
は
巧
み

な
効
果
を
出
せ
ま
す
。
葛
飾
北
斎
は
『
冨

嶽
三
十
六
景　

神
奈
川
沖
浪
裏
』
で
、
逆

巻
く
荒
波
を
白
と
藍
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
き
ま
し
た
。
発
色
が

強
く
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
い
ベ
ロ
藍
は
、

風
景
画
の
点
景
に
う
っ
て
つ
け
で
し
た
。

　

幕
末
に
な
る
と
、
風
景
画
の
ほ
か
に
も

花
鳥
画
や
歴
史
画
な
ど
浮
世
絵
の
テ
ー
マ
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