
谷中圓朝まつりと幽霊画 

 

全正庵で年に一度開催される「谷中圓朝まつり」の見どころは、三遊亭圓朝（1839–1900）

が以前に所有していた、幽霊を題材とする絵画（幽霊画）の展示です。伝説的な落語（伝統

的な口承文学）家である圓朝は、幽霊の物語を専門とし、幽霊が彷徨う姿を描いた掛軸を、

熱心に収集していました。圓朝がなぜそうした絵画を収集していたのかは、完全には明らか

になっていませんが、自分の物語を説明するため、あるいは、着想を得るために作品を利用

することが目的だったのかもしれません。他にも、圓朝は江戸（今日の東京）のある民族伝

統から着想を得ていた可能性があります。参加者が部屋に集まり、100本の蝋燭を灯し、怪

談を語りながら 1 本づつ消していくというものです。最後の 1 本が消えたとき、本物の幽

霊が現れるとされていました。圓朝自身、そうした集いを開いていたと言われています。語

った怪談の数に合わせて、100枚の幽霊画を収集しようとしたのかもしれません。 

 

しかし、圓朝はコレクションを完成させる前に亡くなりました。こうして作品は、落語家と

しての生涯にわたり圓朝を金銭的に支援していた、裕福な藤浦家の手に渡りました。藤浦家

は、その後も 1906 年に至るまで、圓朝のコレクションに作品を加え続けました。1906 年

には、そのうち 50作品を、圓朝が埋葬されている寺、全正庵に寄贈しています。残りの作

品は、1923年の関東大震災による火災で、藤浦家の屋敷が焼失した際に失われたと考えら

れていましたが、このごろ失われた絵画の 1 枚が発見されたことから、圓朝のコレクショ

ンの残りの半分は、実際には焼失を免れたかもしれないことが示唆されています。 

 

谷中圓朝まつりで展示される絵画には、全て日本で理解されている幽霊が描かれています。

死後の世界に旅立てない理由があって、生死の境目にいる存在です。その理由は怨念である

こともありますが、家族や最愛の人に何かを言い残してしまったことが理由である場合も

あります。この意味では、描かれた幽霊は必ずしも恐ろしい存在であるとは限りません。人

間が表せるにも関わらず、伝えそこねた様々な感情を、単に表しているに過ぎないからです。 

 


