
　
江
戸
時
代
の
子
ど
も
た
ち
の
お
稽

古
事
の
様
子
を
描
い
た
浮
世
絵
は
た

く
さ
ん
存
在
し
ま
す
。「
手
習
」
と
あ

る
右
上
の
コ
マ
は
、
寺
子
屋
の
様
子
。

机
の
上
で
正
座
を
し
て
い
る
の
は
、

叱
ら
れ
て
罰
を
受
け
て
い
る
男
の
子
。

線
香
が
燃
え
つ
き
る
ま
で
の
約
30
分

間
、器
の
水
を
こ
ぼ
さ
な
い
よ
う
、じ
っ

と
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
し

か
し
口
を
大
き
く
開
け
て
お
し
ゃ
べ

り
を
す
る
そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
情

は
、
ど
う
も
反
省
し
て
い
る
よ
う
に

は
見
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
後
ろ
向
き

に
座
っ
て
い
る
子
は
、
師
匠
が
お
手

本
を
書
い
て
く
れ
た
「
折
手
本
」
を

左
右
に
パ
ラ
パ
ラ
と
広
げ
な
が
ら
、

お
経
を
読
む
お
坊
さ
ん
の
真
似
を
し

て
遊
ん
で
い
ま
す
。

　
次
は
左
下
の
「
浄
る
り
」
を
見
て

み
ま
す
。
ニ
コ
ニ
コ
と
や
さ
し
そ
う

な
師
匠
が
指
導
し
て
い
る
女
の
子
は
、

体
に
見
合
わ
ぬ
大
き
な
三
味
線
を
抱

え
て
、
一
生
懸
命
お
稽
古
に
励
ん
で
い

る
よ
う
で
す
。
し
か
し
後
ろ
の
女
の

子
た
ち
は
ど
う
で
し
ょ
う
。「
あ
っ
か

ん
ベ
ー
」
と
し
て
み
た
り
、
下
あ
ご
を

突
き
出
し
て
み
た
り
と
、「
変
顔
」
を

見
せ
合
っ
て
遊
ん
で
い
ま
す
。
お
稽

古
の
最
中
に
遊
ん
で
い
た
の
は
、
男

の
子
も
女
の
子
も
変
わ
ら
な
い
よ
う

で
す
ね
。

　「
い
け
花
」
と
「
ま
り
」
の
コ
マ
は
、

い
ず
れ
も
子
ど
も
が
失
敗
し
た
と
き

の
様
子
な
の
で
す
が
、
師
匠
の
様
子

に
注
目
で
す
。
袴
を
は
い
た「
い
け
花
」

の
師
匠
は
、
自
宅
で
あ
ろ
う
稽
古
場

で
水
を
こ
ぼ
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
あ
ー
あ
」
と
言
い
な
が
ら
も
怒
る
様

子
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
顔
に
「
ま
り
」

を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
師
匠
に
い
た
っ
て

は
、
怒
る
ど
こ
ろ
か
、
喜
ん
で
い
る
よ

う
に
さ
え
見
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
江
戸
の
学
び
や
お
稽

古
の
お
お
ら
か
さ
は
、
主
体
的
な
学

び
に
よ
る
道
徳
的
な
成
長
を
重
ん
じ

る
儒
教
的
教
育
観
が
そ
の
背
景
に

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

こ
の
浮
世
絵
を
眺
め
て
い
る
と
、
子

ど
も
が
大
好
き
な
江
戸
の
師
匠
た
ち

は
、
愛
嬌
あ
ふ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の

笑
顔
を
見
る
の
が
楽
し
く
て
、
多
少

の
こ
と
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
た
だ
け
な

の
で
は
？
な
ん
て
想
像
し
て
し
ま
う

の
で
す
。

江
戸
の
子
ど
も
た
ち
の

お
稽
古
事
情
お
稽
古

ここで紹介した作品はウェブサイト「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。
【文・●公文教育研究会】
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江戸時代、寺子屋入門の吉日は２月の初
はつうま

午（最初の午の日）、お稽古事を
始める吉日は６月６日とされていました。しかし江戸時代も末になると、
寺子屋入門も６月６日が吉とする記録があらわれます。江戸の人々が、文
字の読み書きをする寺子屋と芸事のお稽古を区別しなくなってきたのかも
しれません。ここで一句。「初午の 日から夫婦は ちっと息」これは、子ど
もが寺子屋に通うようになり、その間に一息つけるようになった親の気持
ちを詠んだ江戸時代の川柳です。この気持ち、よくわかりますよね。

寺子屋に入門する吉日、お稽古事を始める吉日

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

KUMON
×

Happy-Note

諸芸稽古図会（部分）
歌川広重
天保期（1830-44）
歌川広重は「東海道五十三次」
や「名所江戸百景」に代表され
る名作風景画を残した絵師と
して知られていますが、実は子
ども絵の名手でもあります。
この「諸芸稽古図会」は、計16
種類のお稽古事の様子が描か
れた４枚組の作品。今回はそ
の中から「手習」「まり」「いけ花」

「浄るり」の４つのお稽古事を
取り上げました。広重が描く
子どもたちの豊かな表情や、細
かく描き込まれた愛らしい仕
草が魅力的です。

浮世絵で学ぶ お江戸子育て
１
９
８
６
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

歴
史
史
料
の
収
集
と
研
究
を
続
け
て
い
る
公
文
教
育
研
究
会
。
広
報
の
内
山
岳
志

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
最新メディア

再校


