
連    
載

子
ど
も
た
ち
を

「
書
写
好
き
」
に

子どもたちを「書写好き」に●特 ●別 ●編

特
別
編

鍋
なべ

島
しま

稲
とう

子
こ

1965年生まれ。台東区立書
道博物館主任研究員。筑波
大学大学院芸術学研究科博
士課程修了。博士（芸術学）。

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。　

　

実
は
こ
こ
数
年
、
幼
稚
園
や
保
育
所
か
ら
も

出
張
講
師
の
依
頼
が
あ
る
ん
で
す
。

─
就
学
前
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
古
代
文
字
は

難
し
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

鍋
島　

漢
字
を
全
く
知
ら
な
い
子
ど
も
で
も
、

「
山
」「
川
」「
子
」
な
ど
の
象
形
文
字
で
し
た
ら
、

何
を
表
し
て
い
る
の
か
当
て
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
絵
を
見
て
い
る
感
覚
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

知
識
や
先
入
観
が
な
い
の
で
、
素
直
な
お
も
し

ろ
い
意
見
が
出
る
ん
で
す
。
古
代
文
字
の「
川
」

を
見
せ
た
と
き
、
あ
る
子
は
「
何
か
が
流
れ
て

い
る
」と
言
い
ま
し
た
。「
川
」

と
い
う
言
葉
は
出
な
く
て
も
、

そ
の
文
字
が
表
す
も
の
を
よ

く
想
像
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
ち
な
み
に
、
う
な
ぎ
屋

さ
ん
の
子
ど
も
は
、「
う
な

ぎ
が
三
匹
泳
い
で
い
る
」
と

答
え
ま
し
た
（
笑
）。
も
ち

ろ
ん
う
な
ぎ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
古
代
の
人
々
も
そ
う

や
っ
て
生
活
体
験
に
基
づ
き

な
が
ら
漢
字
を
考
え
出
し
た

ん
だ
ろ
う
ね
、
と
い
う
話
を

し
ま
し
た
。

─
古
代
文
字
を
扱
っ
た
授
業
の
中
で
、
特
に
配

慮
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
。

鍋
島　

小
学
校
で
も
幼
稚
園
・
保
育
所
で
も
、

そ
の
文
字
が
何
千
年
前
に
ど
こ
で
書
か
れ
た
も

の
な
の
か
、
歴
史
的
な
こ
と
に
必
ず
触
れ
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
い
ち
ば
ん

驚
く
の
は
、
文
字
が
「
骨
」
に
刻
ま
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
。な
ぜ
、石
で
は
な
く
骨
だ
っ

た
の
か
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
疑
問
の
声
が
上
が

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
当
時
は
占
い
に
使
う
た
め

に
、
神
聖
な
も
の（
骨
）に
文
字
を
彫
っ
て
い

た
と
い
う
話
を
し
ま
す
。
書
道
博
物
館
に
あ
る

甲
骨
文
字
の
レ
プ
リ
カ
を
持
参
し
て
見
せ
る
と
、

子
ど
も
た
ち
は
興
味
津
々
で
す
。

　

教
科
書（『
書
写
』六
年
Ｐ
20
〜
21
）に
も
、「
文

字
の
歴
史
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
ペ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
ね
（
次
ペ
ー
ジ
※
２
）。
紙
面
に

も
あ
る
と
お
り
、
最
古
の
文
字
は
骨
に
刻
ま
れ

て
い
ま
し
た
が
、
二
千
年
前
は
金
属
に
替
わ
り

ま
す
。
先
祖
を
ま
つ
る
た
め
の
祭
器
に
文
字
を

表
す
必
要
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
後
、
石

に
文
字
を
彫
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
時
代
と

と
も
に
、
文
字
を
記
す
た
め
の
素
材
も
変
化
を

遂
げ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的

「
古
代
文
字
」
を
楽
し
む

　
今
号
は
、
台
東
区
立
書
道
博
物
館
に
勤
務
さ
れ
て
い
る
、
鍋
島
稲
子
先
生

の
研
究
員
と
し
て
の
日
々
の
活
動
の
中
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
漢
字
や
書
に

関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
る
ア
イ
デ
ア
や
、
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

ま
た
、
ク
ラ
ス
の
中
に
は
、
習
い
事
な
ど
で
書

の
経
験
が
豊
富
な
子
も
い
れ
ば
、
未
経
験
の
子

も
い
ま
す
し
、
す
で
に
多
く
の
漢
字
を
知
っ
て

い
る
子
も
い
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
子
も
い
ま
す
。

通
常
の
授
業
と
は
異
な
る
、
全
員
が
同
じ
ス

タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
楽
し
め
る
学
習
は
何

だ
ろ
う
か
と
考
え
た
結
果
、
こ
の
授
業
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
三
千
五
百
年
前
の
文
字
だ
っ
た
ら
、

ど
ん
な
に
先
取
り
学
習
を
し
て
い
る
子
ど
も
で

も
さ
す
が
に
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
（
笑
）。

─
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
に
授
業
を
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。

鍋
島　

は
じ
め
に
、
墨
で
書
い
た
古
代
文
字
を

い
く
つ
か
提
示
し
ま
す
（
下
段
写
真
）。
そ
し
て
、

こ
の
古
代
文
字
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
を
子

ど
も
た
ち
に
当
て
さ
せ
ま
す
。
取
り
上
げ
る
漢

字
は
、
学
年
別
漢
字
配
当
表
を
確
認
し
て
決
め

ま
す
。
既
習
の
漢
字
を
中
心
に
、
こ
れ
か
ら
学

習
す
る
予
定
の
漢
字
も
少
し
混
ぜ
て
お
き
ま
す
。

低
学
年
の
場
合
は
、
分
か
り
や
す
い
象
形
文
字

か
ら
入
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ク
イ
ズ
形
式

に
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
当
て
よ
う
と
し
て

張
り
切
り
ま
す
ね
。
こ
の
授
業
で
は
、
毛
筆
の

指
導
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
漢
字
っ
て
お

も
し
ろ
い
」
と
思
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
書
へ

の
関
心
や
意
欲
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
お
土
産
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト（
※
１
）

も
配
り
、
古
代
文
字
の
授
業
の
余
韻
を
味
わ
っ

─
鍋
島
先
生
は
、
年
に
数
回
、
小
学
校
で
講
師

を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
ね
。

鍋
島　

書
き
初
め
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
書
写
指
導

の
他
、
漢
字
や
書
に
親
し
み
を
も
っ
て
も
ら
う

た
め
、
古
代
文
字
（
三
千
五
百
年
前
の
漢
字
）

を
使
っ
た
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
の
反
応
を
見
て
い
る
と
、
古
代
文
字
は
学
年

に
か
か
わ
ら
ず
楽
し
め
る
題
材
な
ん
だ
と
感
じ

ま
す
。   

─
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
、
古
代
文
字
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

鍋
島　

ま
ず
、
文
字
そ
の
も
の
に
興
味
を
も
て

み
ん
な
が
楽
し
め
る

「
古
代
文
字
」

文
字
へ
の
関
心
を

高
め
る

▲台東区立金竜小学校での授業の様子。
耳を表す古代文字について解説している鍋島先生。

◀︎※１　ワークシート

1819



子どもたちを「書写好き」に●特 ●別 ●編

─
と
こ
ろ
で
、
小
学
校
の
書
写
授
業
で
は
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
の
硯
す
ず
りな

ど
、
扱
い
や
す
さ
を
重
視

し
た
用
具
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
趣
が
な
い
よ

う
に
も
思
い
ま
す
が
、
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お

考
え
で
す
か
。

鍋
島　

も
ち
ろ
ん
用
具
か
ら
き
ち
ん
と
そ
ろ
え

る
の
が
理
想
で
す
が
、
日
常
的
に
墨
と
筆
を
使

う
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
時
代
に
見
合
っ

た
形
で
簡
素
化
さ
れ
る
の
は
致
し
方
な
い
で
す

ね
。
四
十
五
分
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
や
、
子

ど
も
の
年
齢
を
考
え
る
と
、
用
具
の
片
づ
け
を

楽
に
し
な
い
と
い
け
な
い
の
も
分
か
り
ま
す
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
硯
は
軽
い
で
す
し
、
洗
い
や

す
い
の
も
よ
い
点
で
す
。
用
具
を
軽
視
す
る
と

い
う
よ
り
も
、
み
ん
な
が
書
に
親
し
み
や
す
い

よ
う
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
す
る
、
と
い
う
考
え
方

に
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

で
も
、
便
利
な
も
の
を
使
っ
た
と
し
て
も
、

墨
と
紙
は
大
事
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

最
近
は
、
洋
服
に
付
い
て
も
落
と
せ
る
墨
な
ど

が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
書
は
消
せ
な
い
と
こ
ろ

に
緊
張
感
や
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
も
の
で
す
。

や
り
直
し
が
で
き
な
い
か
ら
、
書
を
書
く
と
き

は
自
然
と
真
剣
に
な
る
わ
け
で
す
。
墨
汁
で
い

も
っ
と
書
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
、
楽
し
ん

で
ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
の
た
め
の
普
及
活
動
を
、

私
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

な
背
景
も
話
し
て
お
く
と
、
文
字
へ
の
関
心
が

高
ま
る
と
思
い
ま
す
。

─
授
業
後
の
子
ど
も
た
ち
の
反
応
は
ど
う
で
す

か
。

鍋
島　

授
業
の
数
日
後
に
、
担
任
の
先
生
か
ら

お
手
紙
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

学
級
文
庫
に
『
漢
字
の
な
り
た
ち
』
と
い
う
本

が
置
い
て
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
誰
も
見
向
き
も

い
の
で
、
書
の
一
回
性
を
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

─
書
道
博
物
館
で
は
、
子
ど
も
向
け
の
イ
ベ
ン

ト
な
ど
を
開
催
し
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

鍋
島　

毎
年
夏
休
み
に
、
キ
ッ
ズ
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
私
が
学
校
に
行
く
と
き

は
、
甲
骨
文
字
や
青
銅
器
の
レ
プ
リ
カ
し
か
持

ち
出
せ
ま
せ
ん
が
、
博
物
館
に
来
て
も
ら
え
れ

ば
、
本
物
を
間
近
で
見
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
で
も
、
た
だ
な
ん
と
な
く
見
る
の
で
は

印
象
に
残
ら
な
い
と
思
う
の
で
、
昨
年
は
、「
漢

字
の
動
物
園
」
と
名
付
け
、
動
物
を
表
す
漢
字

の
変
遷
を
展
示
し
ま
し
た
。
動
物
を
表
す
漢
字

は
、
動
物
の
全
身
を
か
た
ど
っ
た
も
の
、
顔
の

み
を
か
た
ど
っ
た
も
の
、
特
徴
を
強
調
し
た
も

の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
、「
甲

骨
文
字
の
中
か
ら
好
き
な
動
物
を
探
そ
う
」
と

声
を
か
け
る
と
、
み
ん
な
、
漢
字
の
変
遷
と
甲

骨
文
字
を
見
比
べ
な
が
ら
、
楽
し
そ
う
に
鑑
賞

し
て
い
ま
し
た
。
興
味
を
も
つ
き
っ
か
け
を
つ
く

る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

書
道
博
物
館
と
い
う
と
、
専
門
的
で
敷
居
が

高
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
古
代
文
字
の
授
業
の

後
、
み
ん
な
競
っ
て
読
む
よ
う
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。
自
分
の
名
前
に
つ
い
て
調
べ
た
り
、
新

し
い
漢
字
を
習
う
と
確
認
し
た
り
。
四
十
五
分

の
授
業
で
は
、
扱
え
る
内
容
に
限
り
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
よ
う
に
漢
字
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、

楽
し
ん
で
も
ら
え
て
い
る
の
か
と
思
う
と
、
と

て
も
う
れ
し
く
な
り
ま
す
。

外
国
か
ら
の
お
客
さ
ま
は
、
わ
り
あ
い
気
軽
に

訪
れ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
書
の
体
験
な
ど

も
、
外
国
人
の
ほ
う
が
純
粋
に
楽
し
ん
で
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
も
、

や
り
直
し
が
で
き
な

い
か
ら
お
も
し
ろ
い
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書
道
博
物
館
へ
行
っ
て
み
よ
う

　

東
京
都
台
東
区
に
あ
る
書
道
博

物
館
は
、
洋
画
家
で
あ
り
書
家
で

も
あ
っ
た
、中
村
不
折（
一
八
六
六

─
一
九
四
三
年
）
が
収
集
し
た
、

書
道
史
研
究
に
お
い
て
重
要
な
資

料
を
収
蔵
し
て
い
る
専
門
博
物
館

で
す
。

　

紙
に
書
か
れ
た
書
だ
け
で
な
く
、

動
物
の
骨
、
青
銅
器
、
石
碑
、
仏

像
に
刻
ま
れ
た
文
字
な
ど
、
多
く

の
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

キ
ッ
ズ
セ
ミ
ナ
ー
は
、
毎
年
夏

休
み
に
開
催
。
展
示
資
料
を
見
な

が
ら
、
職
員
の
方
の
解
説
を
聞
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

三
千
五
百
年
前
の
動
物
の
骨
に

刻
ま
れ
た
甲
骨
文
字
や
、
石
碑
に

刻
ま
れ
た
力
強
い
隷
書
や
楷
書
を

見
れ
ば
、
漢
字
や
書
へ
の
関
心
が

よ
り
高
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

▲漢字の成り立ちについて解説する鍋島先生。

▲うちわ作りのキッズセミ
ナーの様子。好きな古代文字
を書き，うちわを作る。


