
　子
ど
も
に
読
み
聞
か
せ
を
し
て
い
る

と
子
ど
も
の
表
情
は
実
に
豊
か
に
な
り

ま
す
よ
ね
。登
場
人
物
に
共
感
し
た
り
、

応
援
し
た
り
、
同
情
し
た
り
、
相
手
の

気
持
ち
を
理
解
す
る
姿
を
見
せ
て
く
れ

る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く

読
み
聞
か
せ
を
通
し
て
、
言
葉
を
理
解

し
な
が
ら
、
想
像
力
を
働
か
せ
た
り
、

友
だ
ち
と
の
関
係
づ
く
り
で
大
切
な
相

手
を
理
解
し
、
思
い
や
る
気
持
ち
も
育

ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
わ
が
子
と
の

読
み
聞
か
せ
を
通
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
タ
イ
ム
は
貴
重
で
す
ね
。

　日
本
で
は
じ
め
て
子
ど
も
向
け
の
絵

本
が
出
版
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
の
中

頃
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
絵
本

は
赤
本
と
言
わ
れ
「
さ
る
か
に
合
戦
」

や
「
舌
切
雀
」「
花
咲
爺
」
な
ど
の
お

と
ぎ
話
や
昔
話
が
絵
草
子
屋
（
え
ぞ
う

し
や
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
売
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　ま
た
、
18
世
紀
の
後
半
に
は
既
に

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
の
大
切
さ
が
儒

学
者
・
江
村
北
海
の
著
書
『
授
業
編
』

の
な
か
で
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
内

容
を
分
か
り
や
す
く
要
約
す
る
と
“
た

ま
に
は
旅
さ
き
で
絵
草
子
を
土
産
に
し

て
、
子
ど
も
に
与
え
な
さ
い
。
子
ど
も

は
本
の
中
の
絵
を
見
て
い
る
と
、
そ
の

う
ち
に
「
読
ん
で
～
」
と
せ
が
む
よ
う

に
な
る
か
ら
、
そ
の
時
を
見
逃
さ
ず
に

読
み
聞
か
せ
て
あ
げ
な
さ
い
”
と
い
う

意
味
の
こ
と
を
推
奨
し
て
い
た
の
で
す
。

歴
史
か
ら
見
え
る

「
絵
本
」
の
読
み
聞
か
せ
の
魅
力

戸 知ミ 識江 ニ

※平安時代末期から行われた、幼
児が頭髪を剃ることをやめて、
伸ばし始める儀式のこと。 

明治 18 年（1885）頃から、出版業者であった長谷川武次郎によって着物の
手触り感のある「ちりめん本」が在日外国人向けに販売されました。その中身
はなんと英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語などに翻訳
された桃太郎やかちかち山、舌切雀などのおとぎ話や昔話。このちりめん本は
在日外国人に大変喜ばれ、日本の子ども文化が土産物として海を渡り欧米諸
国に広がりました。翻訳にはヘボン式ローマ字の発案者である J・ヘボンやラ
フカディオ・ハーン（小泉八雲）のような著名人も携わっていたのです。

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。

草
くさぞう

双紙
し

渓
けいさいえいせん

斎英泉
天保頃（1830－1844）
渓斎英泉の描いた「草双紙」
という子ども浮世絵に当時
の親子の読み聞かせの様子
が描かれています。

「これも読んで～」と母親に
せがむ男の子。髪置き※を終
え髪の毛も伸び始めており、
歳は４歳頃だろうか。絵の
なかには「童部の友としな
せる草双紙 これもをとめの
手にそなれける」と幼い頃
から本に親しませることの大
切さが説かれている。母は
教えを上手に実践している
のであろう。

【写真提供●公文教育研究会】

ちりめん本
桃太郎

（英語版）

ちりめん本
かちかち山

（スペイン語版）

さるかに合戦
（赤本／複製）

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
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
。

日本のおとぎ話の絵本が海を渡る
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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