
熨斗（のし）

　
２
０
２
０
年
度
か
ら
小
学
校
で
も

必
修
化
さ
れ
る
「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教

育
」。

　
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を

始
め
と
す
る
I
C
T
端
末
が
当
た
り

前
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に

は
I
C
T
を
自
分
の
よ
り
良
い
生
活

昔
か
ら
伝
わ
る
「
遊
び
」
か
ら

教
育
の
ヒ
ン
ト
を
さ
ぐ
る

戸 知ミ 識江 ニ
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
で
き
る
遊
び
で

す
。「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
」
の

入
口
と
し
て
お
子
さ
ま
と
遊
ん
で
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。「
折
り
紙
」

よ
り
も
「
紙
飛
行
機
」
の
方
が
得
意

だ
と
い
う
方
は
、
よ
り
遠
く
へ
、
長
い

時
間
飛
べ
る
「
紙
飛
行
機
」
作
り
を

お
子
さ
ま
と
一
緒
に
楽
し
む
の
も
い
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

の
た
め
、
社
会
の
た
め
に
活
用
で
き
る

「
知
識
」
や
「
技
能
」
を
身
に
付
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
I
C
T

を
使
う
プ
ロ
セ
ス
を
設
計
す
る
た
め

の
「
思
考
力
」「
判
断
力
」「
表
現
力
」

な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
的
思
考
力

も
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
も
こ
れ
に
近
い
能
力

を
必
要
と
す
る
、ご
く
身
近
な
「
遊
び
」

が
あ
っ
た
の
で
す
が
何
だ
と
思
い
ま
す

か
？

ヒ
ン
ト
は
「
鶴
」
や

「
兜
か
ぶ
と」
作
り

　
答
え
は
、
誰
で
も
一
度
は
や
っ
た
こ

と
が
あ
る
「
折
り
紙
」
で
す
。

　
例
え
ば
「
鶴
」
を
作
る
た
め
に
は

角
と
角
を
合
わ
せ
て
折
り
、
そ
れ
を

広
げ
て
線
を
残
し
、
そ
の
線
に
合
わ

せ
て
折
り
直
す
な
ど
、
い
く
つ
も
の
ス

テ
ッ
プ
を
順
を
追
っ
て
折
り
進
め
、

形
を
整
え
な
が
ら
「
鶴
」
の
形
を
完

成
さ
せ
ま
す
。

　
写
真
の
浮
世
絵
で
は
若
い
姫
君
が

「
鶴
」
や
「
三さ
ん
ぽ
う方

」
な
ど
を
こ
し
ら
え

て
い
ま
す
。

　「
折
り
紙
」
は
紙
の
普
及
と
共
に
江

戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
女
性
や
子
ど

も
た
ち
を
中
心
に
広
が
り
を
み
せ
た

と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
紙
を
「
折

る
」
と
い
う
い
く
つ
も
の
ス
テ
ッ
プ
と

完
成
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で
す
。

さ
ら
に
新
し
い
形
を
作
る
た
め
に
は
創

造
力
や
判
断
力
、
そ
し
て
表
現
力
も

必
要
と
な
り
ま
す
。
正
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
教
育
の
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
遊
び
と
い
え
ま
せ
ん
か
。

　「
折
り
紙
」
は
一
枚
の
正
方
形
の
紙

寺子屋などで「折り紙」は、大人になって「熨
斗（のし）」を諸礼に応じた折り方で折れる
ために教えられていたようです。明治時代に
入り、正方形の色紙を使い幼稚園の教材と
しても使われるようになりました。

ここで紹介した作品はWebサイト「くもん子ども浮世絵ミュージアム」https://www.kumon-ukiyoe.jpでもご覧いただけます。
【写真提供●公文教育研究会】

源氏後集余情 わかむらさき
三代　歌川豊国  安政４年（1857）
この作品は源氏物語の各帖に登場する主要人物を選んで描か
れたシリーズの１枚です。若紫という姫君を、江戸の武家娘風
に描いており、紫すみれの振袖を着て、赤い亀甲花菱紋様に青
い唐花を配した帯を締めています。髪には花かんざしを着け、
折り紙遊びに夢中です。前方には折り紙が重ねられ、折り上がっ
た三方と、小鈴を付けた糸切りばさみが乗せてあります。描か
れている品々からも王朝優雅な雰囲気を感じる作品です。

浮世絵で学ぶ 

お江戸子育て
1986 年から子ども文化の研究のために、
子どもに関連する浮世絵や文化史料の収集と
研究を続けている公文教育研究会。
広報部の吉澤 明さんに、浮世絵から読み取れる
江戸の子育て事情を教えていただきます。

江戸時代の女子の「教訓書」では
「折り紙」は遊びではなかった！？

日本の
伝統的な子育て事情を

お伝えすることで
現代の子育てを応援します
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江戸時代の
最新メディア

2
0
1
9
.0
5
.2
8
（
0
3
:4
9
:5
2
）

三校


