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編修趣意書
（教育基本法との対照表）

　本教科書は「書道Ⅰ」の学習を踏まえて，生徒が書の伝統と文化への関心を深め，身につけた表現の技能と鑑
賞の能力を効果的に使用した創作や，書を通した心豊かな生活や社会環境を創造しようとする態度を養えること
を目指して編修しました。

「 書の美を創る 」

「書道Ⅰ」に引き続き古典や古筆の特
徴を具体的に示し，臨書学習などの手助
けとなるように配慮しました。また，拓
本や肉筆，篆刻や刻字，仮名の書表現な
ど，書の多様な表現方法や形式について
理解できるように，教材を選定しました。

多様な書の表現や形式について理解し，表現と鑑賞の能力を深める1
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1. 編修の基本方針

礼
器
碑

2425

「
礼
器
碑
」と
は

　「礼
器
碑
」は
、
魯ろ

の
宰さ

い

相し
ょ
う

の
韓か

ん

勅ち
ょ
く

の
徳
政

を
た
た
え
て
建
て
ら
れ
た
碑
で
す
。
韓
勅
は
、

孔こ
う

子し

廟び
ょ
う

を
修
理
し
た
り
、
祭
礼
用
の
器
を
整

え
た
り
す
る
な
ど
の
徳
政
を
敷し

き
ま
し
た
。

碑ひ

は
、
現
在
山さ

ん

東と
う

省
曲き

ょ
く

阜ふ

市
の
孔
子
廟
近
く

の
漢か

ん

魏ぎ

碑ひ

刻こ
く

陳ち
ん

列れ
つ

館か
ん

に
あ
り
ま
す
。

「
礼
器
碑
」の
書
風

隷れ
い

書し
ょ

の
う
ち
八は

っ

分ぷ
ん

の
代
表
的
な
も
の
で
、

細
身
な
が
ら
謹き

ん

厳げ
ん

な
結
構
と
波は

磔た
く

を
そ
な
え

た
、
整せ

い

斉せ
い

な
字
形
で
す
。
正
面
の
碑ひ

陽よ
う

、
背

面
の
碑ひ

陰い
ん

、
側
面
の
碑ひ

側そ
く（
左
右
）の
四
面
全

て
に
文
字
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
各
面
の
書
風

は
微び

妙み
ょ
う

に
異
な
り
ま
す
。

 「
礼
器
碑
」の
概
要

❶
変
化
に
富
ん
だ
精
妙
な
用
筆

　起
筆
は
蔵ぞ

う

鋒ほ
う

だ
が
、
起
筆
の
方
向
は
一
定
で
な
く
変
化
が
あ
る
。

❷
細
身
な
が
ら
強き

ょ
う

靭じ
ん

な
線
と
、
強
調
さ
れ
た
波
磔

　筆
を
立
て
て
細
い
線
も
中
鋒
で
引
く
。
波
磔
は
三
角
形
に
し
、
強
調
し
て
い
る
。

❸
謹
厳
で
整
斉
な
字
形

　点
画
を
等と

う

間か
ん

隔か
く

に
空
け（
分ぶ

ん

間か
ん

布ふ

白は
く

）、
均
整
の
と
れ
た
造
形
美
。

表
現
の
特
徴

礼れ
い

器き

碑ひ

後ご

漢か
ん

時
代
・
一
五
六
年

隷
書

青
龍（
部
分
、拡
大
）

礼
器
碑
の
碑
面

三
みつ

井
い

記念美術館蔵（部分，原寸）

（
惟こ

れ
永え

い

寿じ
ゅ

二
年
、）青
龍
は
涒と

ん

歎た
ん

に
在あ

り
。
霜そ

う

月げ
つ

の
霊れ

い

、
皇こ

う

極き
ょ
く

の
日
、
魯ろ

の
相し

ょ
う（
…
）

（
永
寿
二
年
は
、）申さ

る

の
年
に
あ
た
る
。
七
月
の
吉き

ち

日じ
つ

、
五
の
日
、
魯
国
の
相（
…
）

書
き
下
し
文

大
意

（
惟
永
寿
二
年
、）青
龍
在
涒
歎
。
／
霜
月
之
霊
、
皇
／
極
之
日
、
魯
相（
…
）

釈
文

●「
礼
器
碑
」の
特と

く

徴ち
ょ
う

を
理
解
し
て
、
強
調
さ
れ
た
波
磔
や
等
間
隔
な
点
画

に
気
を
つ
け
て
書
い
た
。

評
価
の
要
点

字
形
と 

筆
順

キーワード　礼器碑　後漢　八分　細身の線　強調された波磔
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蔵
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筆
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立
て
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細
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線

画
間
は
均
等

三
角
形
に

強
調
さ
れ
た
波
磔

三
角
形
に
強
調

さ
れ
た
波
磔

❶
変
化
に
富
ん
だ
精
妙
な
用
筆

❸
謹
厳
で
整
斉
な
字
形

❷
細
身
な
が
ら
強
靭
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傑

2 4

1

2

3

4

7
4

1

5

32 341

2

1015
11

12

13

5

78

61
2

3
4

5

78
6

23

25

22

1

2

3 4

9
10

12
11

p.24-25

p.34-35

十
七
帖

3435

十
七
日
、
先
書
。
郗
司
馬
未
去
。／
即
日
得
足
下
書
、
為
慰
。
先
書
以
／
具
、
示
復
数
字
。

遅
見
子
真
似
日
為
歳
足
下
。
以
為
平
復
此
慶
（々
…
）足
下
行
至
呉
念
違
離
不
可
居
叔
当
西
耶
。
亦
白
老
詞
壇
。
辛
卯
七
月
王
鐸
拝
。

釈
文

釈
文

十じ
ゅ
う

七し
ち

帖じ
ょ
う

（
郗ち

司し

馬ば

帖じ
ょ
う

）

王お
う

羲ぎ

之し

　東と
う

晋し
ん

時
代

草
書

　「十
七
帖
」は
、
王
羲
之
の
草
書
の
手
紙

二
十
九
通
を
集
め
て
石
に
刻
し
、
一
冊
の
帖じ

ょ
う

に
し
た
も
の
で
、
拓た

く

本ほ
ん

と
し
て
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
冒ぼ

う

頭と
う

に
置
か
れ
た
一
通
目
の
書
き
だ

し
が「
十
七
日
先
書
」と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
こ
の
名
が
あ
り
ま
す
。
古
来
、「
書し

ょ

譜ふ

」と

と
も
に
草
書
学
習
に
最
適
の
も
の
と
い
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
の
は
第

一
通
目
の「
郗
司
馬
帖
」と
よ
ば
れ
る
部
分
で

す
。　王

鐸（
一
五
九
二
│
一
六
五
二
）は
、
王
羲
之
・
王お

う

献け
ん

之し

の
古
法
に
新
し
い
命
を
吹ふ

き
込き

み
、

長ち
ょ
う

条じ
ょ
う

幅ふ
く

や
横お

う

巻か
ん

に
連れ

ん

綿め
ん

を
駆く

使し

し
た
行
草
書
を
よ
く
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
ま
す
。
明み

ん

朝
の
官
僚

で
あ
り
な
が
ら
、
明
の
滅
亡
後
は
清し

ん

朝
に
仕
え
た
こ
と
で
、
後
世
、
そ
の
書
も
蔑べ

っ

視し

さ
れ
る
傾け

い

向こ
う

に
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
長
条
幅
の
行
草
書
は

日
本
の
現
代
書
道
に
も
大
き
な
影え

い

響き
ょ
う

を
及お

よ

ぼ
し
ま
し
た
。

 「
十
七
帖
」の
概
要

王お
う

鐸た
く

●
お
お
ら
か
な
字
形
と
強
い
線
質

　起
筆
部
や
転
折
部
が
力
強
く
押
さ
え
ら
れ

緩か
ん

急き
ゅ
う

に
富
ん
だ
用
筆
で
あ
る
。
筆
の
側
面
を

使
っ
た
運
筆
で
抑よ

く

揚よ
う

に
富
ん
で
い
る
。

表
現
の
特
徴

　王
羲
之（
三
〇
三
？
―
三
六
一
？
）は
東
晋

の
豪ご

う

族ぞ
く

の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
江こ

う

州し
ゅ
う

刺し

史し

な
ど
を
経
て
、
右ゆ

う

軍ぐ
ん

将
軍
、
会か

い

稽け
い

内な
い

史し

な
ど

を
務
め
、
辞
職
後
も
会
稽
に
留
ま
り
、
詩
や

書
を
書
い
て
暮
ら
し
ま
し
た
。
唐と

う

の
太た

い

宗そ
う

が

そ
の
筆ひ

っ

跡せ
き

を
た
い
へ
ん
愛
し
た
こ
と
に
よ

り
、
書
聖
と
し
て
仰あ

お

が
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
現
在
、
そ
の
真し

ん

跡せ
き

は
全
て
失
わ
れ
、

見
ら
れ
る
の
は
拓た

く

本ほ
ん

か
臨り

ん

模も

の
み
で
す
。
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十
七
日
先
書
す
。
郗ち

司し

馬ば

未
だ
去
ら
ず
。
即そ

く

日じ
つ

足そ
っ

下か

の
書
を
得
て
、
慰な

ぐ
さ
み

と
為な

す
。
先
の
書
に
以す

で

に
具そ

な

わ
れ

ば
、
復ま

た
数
字
を
示
す
の
み
。

十
七
日
、
先
に
お
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
郗
司
馬
は

ま
だ
去
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
日
に
あ
な
た
の
お
手
紙

を
受
け
取
り
、
慰
め
ら
れ
ま
し
た
。
先
の
手
紙
に
す

で
に
書
き
ま
し
た
の
で
、
短
く
お
知
ら
せ
ま
で
。

書
き
下
し
文

大
意

京都国立博物館蔵（部分，原寸）静
せい

嘉
か

堂
どう

文庫美術館蔵（縮小）

十七帖（知
ち

足
そく

下
か

帖）　王羲之
京都国立博物館蔵（縮小）

　王
鐸
は
、
王
羲
之
・
王お

う

献け
ん

之し

ら「
二

王
」の
書
を
絶
対
視
し
、『
淳じ

ゅ
ん

化か

閣か
く

帖じ
ょ
う

』

や「
集し

ゅ
う

王お
う

聖し
ょ
う

教ぎ
ょ
う

序じ
ょ

」を
学
び
、
生し

ょ
う

涯が
い

、
法

帖
の
臨
書
に
努
め
ま
し
た
。
そ
の
書
は

高
く
評
価
さ
れ
、
一
日
は
臨
書
を
し
、

一
日
は
揮き

毫ご
う

の
依
頼
に
応
え
る
生
活
を

送
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
依
頼
に

は
、『
淳じ

ゅ
ん

化か

閣か
く

帖じ
ょ
う

』の
一
部
を
臨
書
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
、「
臨
二

王
諸
帖
軸
」は
そ
の
一
例
で
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
王
鐸
の
長
条
幅
の
臨

書
作
品
に
は
、
脱だ

つ

字じ

を
気
に
せ
ず
、
文

字
の
結
構
を
大だ

い

胆た
ん

に
改
変
し
な
が
ら

も
、
法
帖
の
趣お

も
む
き

を
く
み
取
っ
て
い
る

も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

王
鐸
と
王
羲
之

●「
十
七
帖
」の
特と

く

徴ち
ょ
う

を
理
解
し
て
、
力
強
い
線
質
や
お
お
ら
か
な
字
形
に

気
を
つ
け
て
書
い
た
。

評
価
の
要
点

腕う
で

を
大
き
く
動
か
し
、

お
お
ら
か
に

角
度
に
注
意
し
て

穂
先
を
下
ろ
す

人
物
と
時
代

世
界
史

臨り
ん

二に

王お
う

諸し
ょ

帖じ
ょ
う

軸じ
く

　王お
う

鐸た
く

　清し
ん

時
代
・
一
六
五
一
年

●  拓本と臨書の関係など
について考えられるよ
うに配慮しています。

●  「表現の特徴」では，古典
や古筆の書風や用筆などの
特徴を具体的に言語化して
まとめ，学習の理解が深ま
るように配慮しています。
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p.72-73

p.76-77

「漢字の書」や「仮名の書」では身につけた技能や構成力を生かした創作，「漢字仮名交じりの書」では，古典
や古筆を踏まえ自らの感興と個性を生かした創作に取り組めるように工夫しました。

7677

創
作 

│
小お

倉ぐ
ら

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

を
書
こ
う
│

仮
名1234

和
歌
を
選
び
、

集
字
す
る

行
の
構
成
を
考
え
、

草そ
う

稿こ
う

を
作
る

草
稿
を
作
成
す
る

作
品
を
完
成
さ
せ
、

鑑か
ん

賞し
ょ
う

し
合
う

●「
仮
名
一
覧
表（
▼
60
ペ
ー
ジ
）」を

参
考
に
、
鉛え

ん

筆ぴ
つ

な
ど
で
古こ

筆ひ
つ

か

ら
平
仮
名
を
集
字
す
る
。

小
倉
百
人
一
首

　鎌か
ま

倉く
ら

時
代

秀
歌
撰せ

ん

。
撰
者
は
藤ふ

じ

原わ
ら
の

定て
い

家か

と
さ
れ
る
。
歌
人
は
、『
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う

』の

時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
に
及
ぶ
。『
百
人
一
首
』と
も
い
う
。

　紙
の
形
式
や
料
紙
の
装そ

う

飾し
ょ
く

を
生
か
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
散
ら
し
書
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

●「
寸す

ん

松し
ょ
う

庵あ
ん

色し
き

紙し（
▼
72
ペ
ー
ジ
）」の

散
ら
し
書
き
を
参
考
に
、
行
の

構
成
を
考
え
る
。

●
実
際
の
大
き
さ
の
紙
に
1
を
切

り
貼は

り
し
て
、
作
品
の
草
稿
を

作
る
。

●
前
後
、
隣と

な

り
合
う
行
と
の
関
連

を
考
え
て
、
連れ

ん

綿め
ん

や
変へ

ん

体た
い

仮が

名な

、

漢
字
な
ど
文
字
の
組
み
合
わ
せ

を
工く

夫ふ
う

す
る（
▼
70
ペ
ー
ジ
）。
必

要
で
あ
れ
ば
、
2
の
工
程
に

戻も
ど

っ
て
練
り
直
す
。
墨す

み

の
潤じ

ゅ
ん

渇か
つ

に
よ
る
表
現
が
で
き
る
よ
う
に
、

墨す
み

継つ

ぎ
の
位
置
も
考
え
る
と
よ

い
。

●
草
稿
を
も
と
に
作
品
を
書
き
、

鑑
賞
す
る
。
作
品
は
料り

ょ
う

紙し

に
書

い
て
も
よ
い
。

秋
の
た多
の能 

か可
り利
ほ本
の
い
／
ほ
の 

と
ま万
を
あ
ら
み
／

わ
が
こ
ろ
も
で
は
／
つ
ゆ
に尓
ぬ
れ連
つ
ゝ

春
す須
ぎ支
／
て
／
な
つ
来
に二
／
け介
ら
し

／
白し

ろ

妙た
え

の
／
こ
ろ
も
／
ほ本
す春
て氐
／
ふ

／
天
の農
／
か可
ぐ久
山

（
持じ

統と
う

天
皇
）

た堂
ご
の
う
ら
に尓
／
う
ち遅
い
で
ゝ
／
み

れ
ば盤
／
し
ろ
た多
へ遍
／
の
／
ふ
じ
の
／

た
か
ね年
に二
／
ゆ
き支
は八
ふ婦
り利
／
つ
ゝ

（
山や

ま

部べ
の

赤あ
か

人ひ
と

）

●
古こ

筆ひ
つ

の
作
品
を
も
と
に
、
散
ら
し
書
き
を

工
夫
し
て
表
現
し
た
。

●
作
品
を
鑑
賞
し
、
書
き
手
の
意
図
に
基
づ

い
た
表
現
の
工
夫
を
理
解
し
て
、
相そ

う

互ご

評

価
し
た
。

評
価
の
要
点

さ
ま
ざ
ま
な
形
式

名
文
を
書
こ
う 国

語

秋
の
田
の 

か
り
ほ
の
い
ほ
の 

苫と
ま

を
あ
ら
み 

わ
が
衣
手
は
露つ

ゆ

に
濡ぬ

れ
つ
（ヽ
天て

ん

智じ

天
皇
）

題
材

も
と
に
し
た「
寸
松
庵
色
紙
」

扇せ
ん

面め
ん

の
表
現

複
数
枚
の
紙
を
継つ

い
だ
表
現

扇
面
に
書
く
場
合
は
、
要か

な
め

に
向
か
っ
て
行
を
傾か

た
む

け

て
書
く
。

紙
を
左
右
や
上
下
に
継
ぎ
合
わ
せ
、
そ
の
形
を
生

か
し
て
散
ら
し
書
き
を
構
成
す
る
。

て
書
く
。

半
紙

藤
原
定
家
　新し

ん

三さ
ん

十じ
ゅ
う

六ろ
っ

歌か

仙せ
ん

図ず

帖じ
ょ
う

前ま
え

田だ

育い
く

徳と
く

会か
い

蔵

秋
の
田
の
ほ
と
り
に
建
て
ら
れ
た
、
刈か

り
取
っ
た
稲い

な

穂ほ

の
た
め
の
仮
小
屋
は
、
屋
根
の
草
の

編
み
目
が
粗あ

ら

い
の
で
、（
こ
の
小
屋
に
い
る
）私
の
服
の
袖そ

で

は
夜よ

露つ
ゆ

で
濡ぬ

れ
続
け
て
い
る
よ
。

歌
の
意
味

p.90-91

書への感性を深め，創造的に表現する力を身につける2
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散
ら
し
書
き
の
美 

│
寸す

ん

松し
ょ
う

庵あ
ん

色し
き

紙し

│

仮
名

行
頭
の
高
さ
を
変
え
た
り
、
行
の
長
さ
や
行
間
に
変
化
を
つ
け
た
り
し
て

書
く
方
法
を
散
ら
し
書
き
と
い
い
ま
す
。「
寸
松
庵
色
紙
」に
見
ら
れ
る
散
ら

し
書
き
を
参
考
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

散
ら
し
書
き
の
美

一
つ
の
ま
と
ま
り
の
中
で
変
化
を
つ
け
る

複
数
の
ま
と
ま
り
に
分
け
て
変
化
を
つ
け
る

前ま
え

田だ

育い
く

徳と
く

会か
い

蔵（
原
寸
）

　〔重
要
文
化
財
〕
　野の

村む
ら

美
術
館
蔵（
縮
小
）

静せ
い

嘉か

堂ど
う

文ぶ
ん

庫こ

美
術
館
蔵（
縮
小
）

遠と
お

山や
ま

記
念
館
蔵（
縮
小
）

〔
重
要
文
化
財
〕

〔
重
要
文
化
財
〕

つ徒
ら
ゆ
き支
／
わ
が可
せ
こ
が可 

こ
ろ
も
は
る
／
さ
め免 

ふ

る
ご
と
に 

の能
べ
／
の
み
ど
り利
ぞ所 

い
ろ
ま
さ
／
り利
け介

る類（『
古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う

』25
紀き

の

貫つ
ら

之ゆ
き

）

私
の
夫
の
衣
を
洗
い
張
り（
衣
の
糸
を
ほ
ど
い
て
布
に
し
て
か
ら
洗
っ

て
干
す
）を
す
る
春
に
な
り
、
そ
の
春
の
雨
が
降
る
ご
と
に
、
野
辺
の

緑
が
色
濃こ

く
な
っ
て
い
く
こ
と
で
す
よ
。

行
頭
は
、
交こ

う

互ご

に
高
低

を
つ
け
て
ま
と
め
る
。

読
み

歌
の
意
味

む无
め
の
か可
を 

そ所
で
に尓
／

う
つ
し
て 

と
め
た
ら

（
ば
）／
は盤
る
は者
す春
ぐ久
と

／
も
か可
た
み
な那
ら
ま万
／

し志 き
の
あ
き支
み見
ね年
／
し志
ら

ゆ
き支
の 

と
こ
ろ
／
も
わ

か可
ず春 

ふ
り利
し
け介
／
ば者 

い

は者
ほ本
に尓
も
さ
／
く久 

花
か可

と
ぞ曽
み三
／
る流

行
頭
は
、
山
な
り
に
な

る
よ
う
に
ま
と
め
る
。

行
頭
は
、
V
字
を
描
く

よ
う
に
ま
と
め
る
。

つ徒
ら
ゆ
き支
／
さ
き支
そ所
め
し
／

や
ど
し
か可
は盤
れ
／
ば盤 

き支
く久
の

花
／
い
ろ
さ
へ
に尓
／
こ
そ曽 

う

つ
ろ
ひ
／
に尓
け介
れ禮

す春
が可
は盤
ら
の
あ
そ所
ん
／
秋
か可

ぜ
の 

ふ
き支
／
あ
げ介
に尓
た
て氐
／

る流 

し
ら
／
ぎ支
く九
／
は盤
／
花
か可

あ
ら
／
ぬ
か可 

な
み
の
／
よ
す春

る
か閑

紙
面
を
上
下
に
分
け
て
ま

と
め
る
。

紙
面
を
対
角
線
で
分
け
て

左
右
に
ま
と
め
る
。

　平へ
い

安あ
ん

時
代（
十
一
世
紀
後
半
）に
書
か
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
京
都
大だ

い

徳と
く

寺じ

の
龍り

ゅ
う

光こ
う

院い
ん

の
塔た

っ

頭ち
ゅ
う

、
寸
松
庵
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
名
で
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。
も
と
は

約
十
三
セ
ン
チ
四
方
の
粘で

っ

葉ち
ょ
う

装そ
う

の
冊さ

っ

子し

本ぼ
ん

で

し
た
が
、
分
割
さ
れ
色し

き

紙し

形が
た

と
な
っ
て
い
ま

す
。
行
の
高
低
や
長
短
に
工く

夫ふ
う

が
見
ら
れ
、

「
継つ

ぎ

色し
き

紙し

」「
升ま

す

色し
き

紙し

」と
と
も
に「
三さ

ん

色し
き

紙し

」と

も
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

 「
寸
松
庵
色
紙
」の
概
要

　71
ペ
ー
ジ
手
順
3
を
も
と
に
、
各
行

の
行
頭
の
高
さ
を
変
え
、
行
に
傾
き
を

つ
け
る
。

　更さ
ら

に
、
左
右
の
ま
と
ま
り
に
分
け
、

間ま

を
取
り
、
ま
と
ま
り
の
位
置
や
墨す

み

継つ

ぎ
を
工
夫
す
る
。

散
ら
し
書
き
の
創
作
手
順

1

2

一
つ
の
ま
と
ま
り
の
散
ら
し
書
き

複
数
の
ま
と
ま
り
に
分
け
た
散
ら
し
書
き

●
散
ら
し
書
き
の
書
き
方
を
理
解
し
た
。

評
価
の
要
点

行
の
傾か

た
む

き
　各
行
の
延
長
が
一
か
所
に
向
か
う
よ
う

に
傾か

た
む

け
て
書
く
こ
と
で
、
自
然
で
美
し
い

流
れ
に
な
り
ま
す
。

●  仮名の散らし書きを学ぶ
ために，「寸松庵色紙」
を題材に様々な形式を掲
載しています。
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　自
分
の
意
図
に
応
じ
た
作
品
に
近
づ
け
る
た
め
に
は
、
自
分
の
考
え
や
気
持
ち
と
具
体
的
に

向
き
合
い
、
表
現
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
書
体
・
書
風
や
用
具
・
用
材
を
工
夫
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
書
き
方
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

力
強
い
表
現
を
深
め
る

軽
や
か
な
表
現
を
深
め
る

①
格
調
高
い
力
強
さ
を
目
指
し
て

①
開
放
感
の
あ
る
表
現
を
目
指
し
て

②
鋭す

る
ど

い
力
強
さ
を
目
指
し
て

②
清
ら
か
さ
を
目
指
し
て

④
柔や

わ

ら
か
さ
を
目
指
し
て

③
爽そ

う

快か
い

さ
を
目
指
し
て

⑤
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
表
現
を
目
指
し
て

③
た
く
ま
し
さ
を
目
指
し
て

⑤
勢
い
の
あ
る
力
強
さ
を
目
指
し
て

④
豊ほ

う

潤じ
ゅ
ん

な
力
強
さ
を
目
指
し
て

線
と
線
の
間か

ん

隔か
く

を
密
に
し
て
引
き
締し

め
た
。

文
字
の
中
の
空
間
を
広
く
取
り
、
軽
や
か
に
書
い
た
。

直
線
的
で
、
鋭
い
点
画
で
書
い
た
。

濃の
う

墨ぼ
く

を
使
い
、
蔵ぞ

う

鋒ほ
う

で
筆
の
穂ほ

を
開
き

ど
っ
し
り
と
書
い
た
。

墨
量
を
少
な
め
に
し
て
、

露ろ

鋒ほ
う

で
軽
い
タ
ッ
チ
で
書
い
た
。

筆
脈
が
途と

切ぎ

れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
、

筆
の
弾だ

ん

力り
ょ
く

を
生
か
し
て
書
い
た
。

筆
の
開
閉
と
筆
脈
を
意
識
し
て
、

伸の

び
や
か
に
書
い
た
。

に
じ
み
の
出
る
紙
を
用
い
て
、

ゆ
っ
く
り
筆
を
進
め
た
。

墨す
み

を
た
っ
ぷ
り
と
含ふ

く

ま
せ
て
、

向こ
う

勢せ
い

の
字
形
で
書
い
た
。

筆
脈
や
潤じ

ゅ
ん

渇か
つ

を
生
か
し
、

駆か

け
抜
け
る
よ
う
な
行
書
で
書
い
た
。

表
現
の
目
的

表
現
の
目
的

表
現
の
工
夫

表
現
の
工
夫

　字
典
に
は
、
多
様
な
表
現
で
書
か
れ
た
古

典
の
文
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
分

の
目
指
す
表
現
の
参
考
に
し
ま
し
ょ
う
。

牛
ぎゅう

橛
けつ

造
ぞう

像
ぞう

記
き

虞
ぐ

世
せい

南
なん

　孔
こう

子
し

廟
びょう

堂
どう

碑
ひ

顔
がん

真
しん

卿
けい

　多
た

宝
ほう

塔
とう

碑
ひ

『大書源』より

褚
ちょ

遂
すい

良
りょう

　雁
がん

塔
とう

聖
しょう

教
ぎょう

序
じょ

褚遂良　枯
こ

樹
じゅ

賦
ふ

徽
き

宗
そう

　楷
かい

書
しょ

千
せん

字
じ

文
もん

懐
かい

素
そ

　聖
せい

母
ぼ

帖
じょう

伝 藤
ふじ

原
わらの

行
こう

成
ぜい

関
せき

戸
ど

本
ぼん

古
こ

今
きん

和
わ

歌
か

集
しゅう

空
くう

海
かい

　金
こん

剛
ごう

般
はん

若
にゃ

経
きょう

開
かい

題
だい

王
おう

羲
ぎ

之
し

　集
しゅう

王
おう

聖
しょう

教
ぎょう

序
じょ

▲

40ページ
蘇
そ

軾
しょく

趙
ちょう

之
し

謙
けん

孫
そん

過
か

庭
てい

　書
しょ

譜
ふ

▲

32ページ

銀
ぎん

雀
じゃく

山
ざん

漢
かん

簡
かん

鄭
てい

道
どう

昭
しょう

　鄭
てい

羲
ぎ

下
か

碑
ひ

▲

48ページ
乙
いつ

瑛
えい

碑
ひ

金
きん

農
のう

空海　風
ふう

信
しん

帖
じょう

伝 橘
たちばなの

逸
はや

勢
なり

　伊
い

都
と

内
ない

親
しん

王
のう

願
がん

文
もん

▲

45ページ

智
ち

永
えい

　真
しん

草
そう

千
せん

字
じ

文
もん

●
自
分
の
意
図
や
感
興
に
応
じ
て
、
表
現
を
工
夫
し
て
書
い
た
。

評
価
の
要
点

兼け
ん

毫ご
う

筆ひ
つ

に
よ
る
表
現

柔じ
ゅ
う

毫ご
う

筆ひ
つ

に
よ
る
表
現

2
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コ
ラ
ム

料り
ょ
う

紙し

の

世
界

　中
国
よ
り
伝
わ
っ
た
製
紙
技
術
は
、
日
本
の
風
土
に
見
合
っ
た
形
で
定
着
し
ま
し
た
。
平へ

い

安あ
ん

時
代
に
な
る
と
、
和
歌
や
仮
名
の
爛ら

ん

熟じ
ゅ
く

と
と
も
に
多
種
多た

彩さ
い

な
装そ

う

飾し
ょ
く

が
施ほ

ど
こ

さ
れ
た
美
し
い

料
紙
が
発
達
し
ま
し
た
。
貴
族
た
ち
は
場
面
や
用よ

う

途と

に
よ
っ
て
紙
を
選せ

ん

択た
く

し
、
書
を
し
た
た

め
、
仮
名
の
美
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
ま
し
た
。

　料
紙
の
基
本
は
染
紙
で
、
奈な

良ら

時
代
に
完

成
の
域
に
達
し
て
い
た
染
紙
は
、
主
に
写
経

の
用
紙
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
技

術
は
平
安
時
代
に
引
き
継つ

が
れ
、
全
体
を
均

一
に
染
め
上
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ぼ
か
し

た
り
、
漉す

い
た
紙
の
上
か
ら
藍あ

い

や
紫む

ら
さ
き

に
染せ

ん

色し
ょ
く

し
た
紙
の
繊せ

ん

維い

を
漉
き
か
け
た
り
し
た
、

雲く
も

紙が
み

や
飛と

び

雲く
も

、
藍あ

い

紙が
み

な
ど
も
作
ら
れ
ま
し
た
。

　院
政
期
以
降
、
料
紙
は
華は

な

や
か
さ
を
増
し
ま
し
た
。
和
製
の
唐
紙
も

多
く
用
い
ら
れ
、
金
銀
泥
な
ど
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
様
を
描え

が

い
た
も
の
や
、

水
面
に
墨す

み

を
落
と
し
て
紙
に
写
し
取
っ
た
墨
流
し
の
技
法
が
使
わ
れ
ま

す
。「
本ほ

ん

願が
ん

寺じ

本ぼ
ん

三さ
ん

十じ
ゅ
う

六ろ
く

人に
ん

家か

集し
ゅ
う（▲

68
ペ
ー
ジ
）」は
、
多
様
な
紙
を
数
種

類
組
み
合
わ
せ
た
継
紙
が
特
色
で
す
。
料
紙
と
仮
名
は
い
っ
そ
う
の
調

和
を
見
せ
、
紙
の
装
飾
に
合
わ
せ
て
仮
名
が
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

　十
一
世
紀
中
頃ご

ろ

以
降
、
中
国
よ
り
輸
入
さ

れ
た
、
亀き

っ

甲こ
う

や
唐か

ら

草く
さ

な
ど
の
多
種
多
様
な
型か

た

文も
ん

様よ
う

を
雲き

　
ら母
や
蠟ろ

う

箋せ
ん

で
摺
り
だ
し
た
唐
紙
が

珍ち
ん

重ち
ょ
う

さ
れ
ま
し
た
。
十
二
世
紀
に
は
、
中
国

の
型
文
様
に
倣な

ら

っ
た
、
和
製
の
唐
紙
も
作
ら

れ
ま
し
た
。

　平
安
末
期
に
は
、
金
銀
箔
の
技ぎ

巧こ
う

も
大
き

く
進
歩
し
ま
し
た
。
全
体
に
箔
を
ま
く
だ
け

で
は
な
く
、
砂す

な

子ご

を
雲う

ん

霞か

状じ
ょ
う

に
ま
い
た
り
、

四
角
形
の
箔
を
大
き
さ
ご
と
に
分
け
て
ま
い

た
り
し
ま
し
た
。「
平へ

い

家け

納の
う

経き
ょ
う

」や「
源げ

ん

氏じ

物も
の

語が
た
り

絵え

巻ま
き

」な
ど
は
そ
の
傑け

っ

作さ
く

で
す
。

染そ
め

紙が
み

唐
紙
の
型
文
様
の
例

唐か
ら

紙か
み

下し
た

絵え

型
文
様
が
彫ほ

ら
れ
た
版
木
の
上
に
雲
母
を
つ
け
、

紙
に
文
様
を
写
し
取
る
。

和わ

歌か

体た
い

十じ
ゅ
っ

種し
ゅ

　東
京
国
立
博
物
館
蔵

飛
雲

粘で
っ

葉ち
ょ
う

本ぼ
ん

和わ

漢か
ん

朗ろ
う

詠え
い

集し
ゅ
う

　宮く

内な
い

庁ち
ょ
う

三さ
ん

の
丸ま

る

尚し
ょ
う

蔵ぞ
う

館か
ん

蔵

粘
葉
本
和
漢
朗
詠
集

　宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵

本ほ
ん

阿あ

弥み

切ぎ
れ

古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う

　京
都
国
立
博
物
館
蔵

夾き
ょ
う

竹ち
く

桃と
う

亀き
っ

甲こ
う

蒲た
ん
ぽ
ぽ

公
英
唐か

ら

草く
さ

花は
な

菱び
し

唐
草︵
和
製
の
唐
紙
︶

元げ
ん

永え
い

本ぼ
ん

古
今
和
歌
集

　東
京
国
立
博
物
館
蔵

　金き
ん

銀ぎ
ん

泥で
い

や
彩さ

い

色し
き

で
四
季
の
草
花
や
水
辺
、
鳥
、
蝶ち

ょ
う

、
舟ふ

ね

、
遠
山
な
ど
の
風
景
を
描え

が

い
た
も
の
を
下
絵
と
い
い
ま
す
。
そ
の
技
法
は
平
安
時
代
以
降
も
引
き
継
が
れ
、
俵た

わ
ら

屋や

宗そ
う

達た
つ

の
下
絵
と
本ほ

ん

阿あ

弥み

光こ
う

悦え
つ

の
書
の
調
和
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
作
品
へ
発
展
し
ま

し
た（
▼
口
絵
）。

　　　　下
した

絵
え

拾
しゅう

遺
い

抄
しょう

切
ぎれ

　東京国立博物館蔵

継つ
ぎ

紙が
み

墨
流
し

箔は
く

散ち

ら
し

　
　
　
　本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集（
順し

た
ご
う

集し
ゅ
う

）
　西
本
願
寺
蔵

柳や
な
ぎ

・
鳥

松
・
藤ふ

じ

松
・
鳥
・
紅も

み
じ葉

桜 金
銀
泥
な
ど
で
描
か
れ
る

文
様
の
例

柳
・
鳥

松
・
藤ふ

じ

松
・
鳥
・
紅も

み
じ葉

　
　
　
　本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集（
貫つ

ら

之ゆ
き

集し
ゅ
う

）
　西
本
願
寺
蔵

水
面
に
墨
と
油
分
を
交こ

う

互ご

に

落
と
し
、
年
輪
の
よ
う
に
広

げ
る
。

水
面
を
手
で
動
か
し
た
り
、

息
を
吹ふ

き
か
け
た
り
し
て
模

様
を
変
化
さ
せ
、
紙
に
写
し

取
る
。

源
氏
物
語
絵
巻（
御み

の
り法
・
詞こ

と
ば

書が
き

部
分
）
五ご

島と
う

美
術
館
蔵

112113

書
を
支
え
る
人
々

　博
物
館
・
美
術
館
は
、
作
品
を
保
管
す
る
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
状
態
も
確
認
し
、
定
期

的
に
修
理
・
修
復
を
す
る
こ
と
で
、
後
世
に
よ
い
状
態
で
伝
え
て
い
ま
す
。

　多
く
の
人
々
に
作
品
に
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
学
芸
員
と
よ
ば
れ
る
専
門
の
職
員
を

中
心
に
、
展
覧
会
な
ど
が
企き

画か
く

さ
れ
ま
す
。

　私
た
ち
は
博
物
館
・
美
術
館
で
、
古
い
時
代
に
書
か
れ
た
書
作
品
を
現
在
も
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
ら
を
支
え
る
人
々
の
取
り
組
み
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

書
の
保
存

書
の
公
開

修
理
・
修
復

　作
品
を
直
す
箇か

所し
ょ

や
方
法
を
、
依い

頼ら
い

主
と
文
化
財
修
理
技
術
者
な
ど
と
よ
ば
れ
る

専
門
家
と
が
相
談
し
、
作
業
を
進
め
る
。

複
製
・
再
現

　も
と
の
作
品
を
知
る
た
め
の
研
究
資
料
と
し
て
、

専
門
の
職
人
に
よ
る
模
写
・
模
造
な
ど
が
行
わ
れ
る
。

修
復
の
様
子 （「
五
月
一
日
経
」 

成な
り

田た

山さ
ん

書
道
美
術
館
蔵
）

修復前。虫
むし

喰
く

いなどの経年による劣
れっ

化
か

が見られ
るため，補修紙をあて修復する。

補修紙を作成する。本紙がどのような材料・繊
せん

維
い

でできあがっているかを調べ，できるだけ同じ
ように再現する。

できあがった補修紙を劣化部分にはめていく。

修復後。修復した記録を残し，後世に伝える。
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文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー

浸
しん

水
すい

被害を受けた作品を，一枚一枚
乾
かん

燥
そう

させている様子。
令和元年東日本台風によって被災し
た作品収蔵庫の様子。

　自
然
災
害
に
よ
っ
て
、
作
品
が
被ひ

害が
い

を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
専
門
家
や
多
く
の
支し

援え
ん

者し
ゃ

に
よ
っ
て
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
が
行
わ
れ
、
長

い
年
月
を
か
け
て
修
復
さ
れ
ま
す
。

川か
わ

崎さ
き

市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

成田山書道美術館蔵 嚴
いつく

島
しま

神
じん

社
じゃ

蔵

平
安
時
代
に
書
か
れ
た「
平へ

い

家け

納の
う

経き
ょ
う（

宝ほ
う

塔と
う

品ぼ
ん

）」

大た
い

正し
ょ
う

時
代
に
再
現
さ
れ
た「
平
家
納
経（
宝
塔
品
）」

公
開
に
向
け
て

　通
常
一
ヶ
月
か
ら
数
ヶ
月
間
ほ
ど
開か

い

催さ
い

さ
れ
る
展
覧
会
は
、
そ
れ
以
上
の
時
間
を

か
け
て
準
備
さ
れ
る
。

作品調査

広告・図録に使用する作品撮影

会場設営

作品調査作品調査

展覧会の企画を考える。テーマは展覧会の2～
3年前に決まる。常に企画のテーマや作家，作
品を調べておく。

作品の所在や展示履
り

歴
れき

などを，展覧会図録や
本，インターネットを活用して調べる。所蔵者の
許可を得て，作品の実物を調査する。

所蔵者の許可を得て，展示作品を決定し，借用
する。展示室における作品の配置を決める。

多くの人々に来館してもらうための宣伝広告や，
鑑
かん

賞
しょう

後も参考にできるように，展示作品とその
解説を載

の

せる図録を作成する。

美術専門作業員の補助のもと，会場を設営し，
作品の借用，展示を行う。作品のキャプション
や解説パネルを設置する。

展覧会が開
かい

催
さい

されている期間は，展示作品に異
常がないか点検する。来館者のためにワーク
ショップなどさまざまな企画を行うこともある。

展示期間が終わったら，再び美術専門作業員の
補助のもと，作品の撤収作業を行う。借用した
作品は専用車などで返却する。

テーマの設定

作品の調査

展示作品の決定

広告・図録の作成

会場の設営
作品の借用・展示

会期中の
点検・イベント

作品の撤
てっ

収
しゅう

・返
へん

却
きゃく

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
、
作
品
の
解
説

や
画
像
の
利
用
を
充じ

ゅ
う

実じ
つ

さ
せ
る
取
り
組
み
も
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
国
内
外
の
博
物
館
・
美
術
館
の
所

蔵
作
品
を
広
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や

作
者
の
作
品
を
調
べ
る

こ
と
が
で
き
る
ね
。
教

科
書
の
作
品
も
見
て

み
よ
う
。

作品画像のダウンロードや多言語による音声解説が利
用できる作品もある。

海外に所蔵されている，日本の作品
なども見ることができる。

作品の解説や，時代・作
者・所蔵先などの情報を
知ることができる。

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館

C
o

lB
ase: 

国
立
博
物
館
所
蔵
品
統
合
検
索
シ
ス
テ
ム

p.13

p.112-113

●  書体と書写材料の変遷やそれらを取り巻く環境につい
て触れたり , 日本の王朝文化に深く関わる技術やエピ
ソードなどを紹介したりするなど，生徒の関心を引く
ような題材をご用意しています。

各教材には古典の概要や歴史的背景を示し，さらに書の伝統と文化について理解を深めたり，知的好奇心を刺
激したりする題材を幅広く取り上げました。
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け
た
、
散
ら
し
書
き
の
芽
生
え
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ひ
と
昔
前
の「
上
下
ひ
と
し
く
」書
く
書
き
方
と
は
異
な
り
、

散
ら
し
書
き
な
ど「
今
め
か
し
い（
当
代
風
）」の
書
き
方
が
好

ま
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

コ
ラ
ム

紫む
ら
さ
き

式し
き

部ぶ

と

書

よ
ろ
づ
の
こ
と
、
昔
に
は
劣お

と

り
ざ
ま
に
、
浅
く
な
り
ゆ
く
世

の
末
な
れ
ど
、
仮
名
の
み
な
ん
今
の
世
は
い
と
際き

わ

な
く
な
り

た
る
。（『
源げ

ん

氏じ

物も
の

語が
た
り

』・
梅う

め
が
え枝
）

　紫
式
部
が『
源
氏
物
語
』を
書
い
た
と
さ
れ
る
一
〇
〇
八
年

頃ご
ろ

は
、
和
歌
の
隆り

ゅ
う

盛せ
い

と
と
も
に
、
仮
名
の
書
も
発
展
し
た
時

代
で
し
た
。

　当
時
、
相
手
と
容
易
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
上
流

貴
族
に
と
っ
て
、
教
養
や
感
性
を
反
映
し
て
い
る
和
歌
や
、

そ
れ
を
し
た
た
め
る
書
が
、
相
手
を
知
る
た
め
の
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
物
語
中
で
は
、
主
要
人
物
の
描び

ょ
う

写し
ゃ

の
多
く
に
、
そ
の
人
物
の
筆ひ

っ

跡せ
き

の
批
評
も
伴と

も
な

っ
て
書
か
れ

て
い
ま
す
。

紫
の
紙
の
年
経へ

に
け
れ
ば
灰
お
く
れ
古
め
い
た
る
に
、
手
は

さ
す
が
に
文
字
強
う
、
中
さ
だ
の
筋
に
て
、
上
下
ひ
と
し
く

書
い
た
ま
へ
り
。
見
る
か
ひ
な
う
う
ち
置
き
た
ま
ふ
。（『
源

氏
物
語
』・
末す

え

摘つ
む

花は
な

）

　古
風
な
女
性
で
あ
っ
た
末
摘
花
が
光
源
氏
へ
贈お

く

っ
た
消し

ょ
う

息そ
く

（
手
紙
）は
、
色
あ
せ
た
古
め
か
し
い
紫
の
紙
に
、
し
っ
か
り

と
し
た
筆
跡
、
行
頭
・
行
末
を
そ
ろ
え
た
昔
風
の
書
き
方
で

あ
っ
た
た
め
、
光
源
氏
は
落ら

く

胆た
ん

し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
　

　物
語
中
に
は
、
紙
の
選せ

ん

択た
く

や
書
き
方
の
ほ
か
に
、
墨ぼ

く

色し
ょ
く

、

筆
法
を
会え

得と
く

す
る
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
に

つ
い
て
の
描
写
が
あ
り
、
当
時
の
書
の
様
子
や
紫
式
部
の
考

え
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　現
在
、
光
源
氏
と
末
摘
花
の
よ
う
な
、
私
的
な
消し

ょ
う

息そ
く

は
残

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、『
源
氏
物
語
』と
同
時
代
の「
稿こ

う

本ほ
ん

北ほ
く

山ざ
ん

抄し
ょ
う

紙し

背は
い

仮か

名な

消し
ょ
う

息そ
く

」は
、
行
に
高
低
・
長
短
の
変
化
を
つ

全
て
の
こ
と
が
、
昔
に
比
べ
て
劣お

と

っ
て
い
く
よ
う
で
、
浅
は
か
に
な
っ

て
い
く
の
は
世
の
末
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
、
仮
名
文
字
だ
け
は
、
現
代

の
ほ
う
が
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し
く
、
尊
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

大
意

京
都
国
立
博
物
館
蔵

紫
式
部
図 

土と

佐さ

光み
つ

起お
き

筆
　石い

し

山や
ま

寺で
ら

蔵

稿
本
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息 〔
国
宝
〕
　九
九
六
年
か
ら
一
〇
〇
四
年
頃

国
語
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小し
ょ
う

克こ
く

鼎て
い（

西
周・前
十
〜
前
九
世
紀
）

台た
い

東と
う

区
立
書
道
博
物
館
蔵

克
と
い
う
人
物
が
祖
先
を
祀
る
た
め
に
作
っ
た
鼎
。

父ふ

癸き

爵し
ゃ
く（

殷・前
十
二
世
紀
）泉せ

ん

屋お
く

博は
っ

古こ

館か
ん

蔵

殷
時
代
に
最
も
多
く
制
作
さ
れ
た
器
の
一
つ
。持
ち

手
の
内
側
に「
父
癸
」と
い
う
祖
先
の
名
な
ど
が
見

ら
れ
る
。

青せ
い

銅ど
う

器き

の
種
類
と
役
割

　殷い
ん

時
代
以
降
、
古
代
の
中
国
で
は
青
銅
器

が
盛
ん
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
殷
・
周し

ゅ
う

時
代
に

は
祖
先
を
祀ま

つ

る
廟び

ょ
う

に
置
か
れ
て
祭さ

い

祀し

や
そ
の

儀ぎ

式し
き

に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
春し

ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

・
戦せ

ん

国ご
く

時

代
、
秦し

ん

・
漢か

ん

時
代
と
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、

徐じ
ょ

々じ
ょ

に
役
割
が
変
化
し
、
日
用
の
調
度
品
な

ど
と
し
て
製
作
さ
れ
ま
し
た
。
用よ

う

途と

に
応
じ

て
さ
ま
ざ
ま
な
形
状
の
青
銅
器
が
作
ら
れ
、

そ
の
中
に
は
文
字（
金き

ん

文ぶ
ん

）が
鋳い

込こ

ま
れ
た
も

め
の
器
具
、
蓋ふ

た

を
備
え
た
深
め
の
器
に
釣つ

り

手
が
付
け
ら
れ
た
卣ゆ

う

は
、
酒
を
た
め
て
持
ち

運
ぶ
こ
と
に
用
い
ら
れ
た
器
具
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　水
器
は
、
水
を
注
い
だ
り
水
を
張
っ
た
り

す
る
た
め
の
用
具
で
、
深
さ
の
あ
る
大
皿
に

持
ち
手
が
付
い
た
よ
う
な
形
状
の
盤ば

ん

は
、
水

を
張
る
た
め
の
器
具
で
す
。

　青
銅
器
に
お
け
る
楽
器
は
打
楽
器
が
一
般

的
で
、
釣つ

り

鐘が
ね

の
一
種
で
あ
る
鐘し

ょ
う

は
、
そ
の
代

表
的
な
作
例
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。

の
も
あ
り
、
書
風
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て

差
異
が
見
ら
れ
ま
す
。
祭
祀
用
具
と
さ
れ
た

青
銅
器
は
、
食
器
、
酒し

ゅ

器き

、
水す

い

器き

、
楽
器
な

ど
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　食
器
は
食
物
の
煮に

炊た

き
や
盛も

り
付
け
の
た

め
の
用
具
で
す
。
深
め
の
器
に
三
つ
の
足
が

付
い
た
鼎て

い

は
、
代
表
的
な
青
銅
器
の
一
種
で
、

足
も
と
に
火
種
を
置
き
、
煮
炊
き
用
と
さ
れ

た
食
器
と
み
ら
れ
ま
す
。

　酒
器
は
、
酒
を
温
め
た
り
、
飲
ん
だ
り
、

た
め
た
り
す
る
た
め
の
用
具
で
す
。
カ
ッ
プ

の
縁ふ

ち

に
注
ぎ
口
や
二
本
の
柱
が
備
わ
り
、
底

に
三
つ
足
が
付
い
た
爵し

ゃ
く

は
、
酒
を
温
め
る
た

コ
ラ
ム

婦ふ
ひ
ん

卣ゆ
う

（
西
周
・
前
十
世
紀
）

台
東
区
立
書
道
博
物
館
蔵

家
の
嫁よ

め

が
姑

し
ゅ
う
と
め

を
祀
る
た
め
に

作
っ
た
卣
。
器
の
身
と
蓋ふ

た

の
そ

れ
ぞ
れ
の
内
面
に
銘
文
が
あ
る
。

散さ
ん

氏し

盤ば
ん

（
西
周
・
前
八
五
七
〜
前
八
二
八
年
）

國こ
く

立り
つ

故こ

宮き
ゅ
う

博
物
院
（
台タ

イ

北ペ
イ

）
蔵

散
国
と
夨そ

く

国こ
く

の
領
地
に
関
す
る
契け

い

約や
く

な
ど
を

銘
文
に
施ほ

ど
こ

し
た
盤
。

虢か
く

叔し
ゅ
く

旅り
ょ

鐘し
ょ
う

（
西
周
・
前
九
〜
前
八
世
紀
）

泉
屋
博
古
館
蔵

虢
叔
旅
と
い
う
人
物
が
父
を
祀
る
た
め
に
作
っ
た
鐘
。

鼎て
い

爵し
ゃ
く

卣ゆ
う

盤ば
ん

鐘し
ょ
う

世
界
史

書の伝統と文化に親しみ，心豊かな生活や社会環境を創造する態度を養う3

●  受け継がれてきた
書作品の保護や公
開に関わる活動を
紹介し，書と社会
の関わりについて
関心と理解が深め
られるように配慮
しました。

3



図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

漢
字
の
書

篆書の美
篆書（石鼓文，甲骨文，大盂鼎）

隷書の美
隷書（�礼器碑，張遷碑，開通褒斜道

刻石，居延漢簡）

草書の美
草書（�書譜，十七帖，自叙帖，国申

文帖）

行書（�集王聖教序，温泉銘，祭姪文稿，
蜀素帖，伊都内親王願文）

楷書（�張猛龍碑，鄭羲下碑，孟法師碑，
薦季直表，楽毅論）

創作 ―�漢詩を書こう�―

鑑賞 ―�書の美や風趣を味わおう�―

・漢字の書に関する幅広い知識や教養を身につけられるよう
に，さまざまな種類の古典作品を掲載し，作品の概要や表
現の特徴，歴史的背景などの解説を取り上げました。
�（第 1号）
・創作の活動においては，学習過程を明確にし，見通しを持っ
て学習を進められる構成とすることで，自主・自律の精神
と主体的な学習態度を養うよう配慮しました。（第 2号）
・鑑賞の活動においては，感じたことや考えたことを伝え合
う言語活動を取り入れて，自己と他者を尊重し，協働的な
学びができるよう工夫しました。（第 3号）
・書体の概要を示すことで，日本と中国が育んできた文字を
通して，我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重する
態度を養うよう配慮しました。（第 5号）

p.4-13,

p.22-51

p.52-53

p.54-55

p.4-5

篆
刻
・
刻
字

印の歴史と用法
創作 ―�落款印を刻そう�―

鑑賞
　―�篆刻の美や風趣を味わおう�―

創作 ―�表札を彫ろう�―

・印や篆刻に関する幅広い知識や教養を身につけられるよう
に、歴史に沿ったさまざまな種類の印を掲載し、印の概要
や表現方法、歴史的背景などの解説を取り上げました。
�（第 1号）
・印の歴史について知ることで，日本と中国が育んできた文
字を通して，我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重
する態度を養うよう配慮しました。（第 5号）
・創作の活動においては，学習過程を明確にし，見通しを持っ
て学習を進められる構成とすることで，自主・自律の精神
と主体的な学習態度を養うよう配慮しました。（第 2号）
・鑑賞の活動においては，感じたことや考えたことを伝え合
う言語活動を取り入れて，自己と他者を尊重し，協働的な
学びができるよう工夫しました。（第 3号）

p.14-15

p.14-15

p.16-18,

p.20-21

p.19

仮
名
の
書

仮名の美
　―�古今和歌集に見る展開�―

仮名一覧表
　―�平仮名・変体仮名�―

連綿
仮名の書（�高野切第一種，本願寺

本三十六人歌集，針切）

行書きの美
　―�曼殊院本古今和歌集�―

散らし書きの美 ―�寸松庵色紙�―

創作 ―�小倉百人一首を書こう�―

鑑賞 ―�書の美や風趣を味わおう�―

・仮名の書に関する幅広い知識や教養を身につけられるよう
に，さまざまな種類の古典作品を掲載し，作品の概要や表
現の特徴，歴史的背景などの解説を取り上げました。
�（第 1号）
・創作の活動においては，学習過程を明確にし，見通しを持っ
て学習を進められる構成とすることで，自主・自律の精神
と主体的な学習態度を養うよう配慮しました。（第 2号）
・鑑賞の活動においては，感じたことや考えたことを伝え合
う言語活動を取り入れて，自己と他者を尊重し，協働的な
学びができるよう工夫しました。（第 3号）
・古今和歌集の歴史や料紙の解説などを示すことで，我が国
の伝統と文化を尊重し，国と郷土を愛する態度を養うよう
配慮しました。（第 5号）

p.58-59,

p.64-73

p.76-77

p.78-79

p.58-59,

p.74-75

2. 対照表

4



・教科書上に ��がある単元がある単元（p.8，24，32，62 他）では，インターネットを使って漢字や仮名の書の運
筆動画を提供しています。教科書紙面に掲載されている二次元コードやURLからアクセスして，タブレット
やスマートフォンで視聴できるので家庭学習や個別学習にも活用できます。　
� （「編修趣意書（学習指導要領との対照表，配当授業時数表）」の「2. 対照表」参照。）

・目次の「マークの説明」から，「書道用語 200」の PDFデータを開くことができるようにしています。書道用
語で確認したい用語があれば，タブレットやスマートフォンなどから PDFの検索機能を使い，簡単に意味を
調べることができるようにしました。

・�国語や日本史，世界史など他教科の学習と関連する教材には教科関連マーク を付けることで意識化を図り，
効果的な関連指導ができるように配慮しました。（p.4-5，6-7，13他）

・色覚の多様性に配慮し，カラーユニバーサルデザインの観点から，配色およびデザインについて，全ページに
わたって専門家による検証を行っています。
・情報のまとまりが分かりやすいレイアウトや色使いにし，生徒の集中を妨げないよう配慮しています。

・再生紙・植物油インキを使用しています。
・印刷業界団体が定めた環境配慮基準を満たす「グリーンプリンティング認定工場」で印刷しています。
・ページの開きがよく，かつ耐久性が非常に高いＰＵＲ製本を採用しています。

２  他教科の学習との関連

３  ユニバーサルデザインを取り入れた紙面

１  教育のＩＣＴ化への取り組み

４  環境に配慮した印刷・造本

3. 上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色

漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書

古典を生かした表現
自分の意図に応じた表現
言葉と書の調和
創作 ―心に響いた言葉を書こう―

鑑賞 ―�書の美や風趣を味わおう�―

書で発信しよう
心に触れる手紙

・創作の活動においては，学習過程を明確にし，見通しを持っ
て学習を進められる構成とすることで，自主・自律の精神
と主体的な学習態度を養うよう配慮しました。（第 2号）
・書の特徴を生かしたポスターなどを示し，書を通して社会
に参画することの意義を考えられるよう配慮しました。
�（第 3号）
・教材の文字例に自然に関する文言を取り上げることで，生
命を尊重し，環境保全に寄与する態度を養うように配慮し
ました。（第 4号）

p.94-95

p.98-99

p.88 他

口絵
書道史地図

・「書の表現と歴史」では，漢字の書，仮名の書，漢字仮名
交じりの書それぞれの書の歴史を概観し，それらの表現の
特質と変遷について理解し，書全般に関する幅広い知識や
教養を身につけられるよう配慮しました。（第１号）
・「書を支える人々」で身近にある美術館・博物館を紹介して，
それらの社会施設の活用について示すことで，社会の一員
としてその形成に参画し発展に寄与する態度を養うよう配
慮しました。（第 3号）
・「書道史地図」と「書道史略年表」を示すことで，我が国
と他国の伝統と文化を尊重し，国際社会の平和と発展に寄
与する態度を養うよう配慮しました。（第 5号）

p.102-106

p.112-113

口絵 2-p.1,

p.107-111

資
料

書の表現と歴史
書道史略年表
書を支える人々
鑑賞の言葉を広げよう

5



礼
器
碑

2425

「
礼
器
碑
」と
は

　「礼
器
碑
」は
、
魯ろ

の
宰さ

い

相し
ょ
う

の
韓か

ん

勅ち
ょ
く

の
徳
政

を
た
た
え
て
建
て
ら
れ
た
碑
で
す
。
韓
勅
は
、

孔こ
う

子し

廟び
ょ
う

を
修
理
し
た
り
、
祭
礼
用
の
器
を
整

え
た
り
す
る
な
ど
の
徳
政
を
敷し

き
ま
し
た
。

碑ひ

は
、
現
在
山さ

ん

東と
う

省
曲き

ょ
く

阜ふ

市
の
孔
子
廟
近
く

の
漢か

ん

魏ぎ

碑ひ

刻こ
く

陳ち
ん

列れ
つ

館か
ん

に
あ
り
ま
す
。

「
礼
器
碑
」の
書
風

隷れ
い

書し
ょ

の
う
ち
八は

っ

分ぷ
ん

の
代
表
的
な
も
の
で
、

細
身
な
が
ら
謹き

ん

厳げ
ん

な
結
構
と
波は

磔た
く

を
そ
な
え

た
、
整せ

い

斉せ
い

な
字
形
で
す
。
正
面
の
碑ひ

陽よ
う

、
背

面
の
碑ひ

陰い
ん

、
側
面
の
碑ひ

側そ
く（
左
右
）の
四
面
全

て
に
文
字
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
各
面
の
書
風

は
微び

妙み
ょ
う

に
異
な
り
ま
す
。

 「
礼
器
碑
」の
概
要

❶
変
化
に
富
ん
だ
精
妙
な
用
筆

　起
筆
は
蔵ぞ

う

鋒ほ
う

だ
が
、
起
筆
の
方
向
は
一
定
で
な
く
変
化
が
あ
る
。

❷
細
身
な
が
ら
強き

ょ
う

靭じ
ん

な
線
と
、
強
調
さ
れ
た
波
磔

　筆
を
立
て
て
細
い
線
も
中
鋒
で
引
く
。
波
磔
は
三
角
形
に
し
、
強
調
し
て
い
る
。

❸
謹
厳
で
整
斉
な
字
形

　点
画
を
等と

う

間か
ん

隔か
く

に
空
け（
分ぶ

ん

間か
ん

布ふ

白は
く

）、
均
整
の
と
れ
た
造
形
美
。

表
現
の
特
徴

礼れ
い

器き

碑ひ

後ご

漢か
ん

時
代
・
一
五
六
年

隷
書

青
龍（
部
分
、拡
大
）

礼
器
碑
の
碑
面

三
みつ

井
い

記念美術館蔵（部分，原寸）

（
惟こ

れ
永え

い

寿じ
ゅ

二
年
、）青
龍
は
涒と

ん

歎た
ん

に
在あ

り
。
霜そ

う

月げ
つ

の
霊れ

い

、
皇こ

う

極き
ょ
く

の
日
、
魯ろ

の
相し

ょ
う（

…
）

（
永
寿
二
年
は
、）申さ

る

の
年
に
あ
た
る
。
七
月
の
吉き

ち

日じ
つ

、
五
の
日
、
魯
国
の
相（
…
）

書
き
下
し
文

大
意

（
惟
永
寿
二
年
、）青
龍
在
涒
歎
。
／
霜
月
之
霊
、
皇
／
極
之
日
、
魯
相（
…
）

釈
文

●「
礼
器
碑
」の
特と

く

徴ち
ょ
う

を
理
解
し
て
、
強
調
さ
れ
た
波
磔
や
等
間
隔
な
点
画

に
気
を
つ
け
て
書
い
た
。

評
価
の
要
点

字
形
と 

筆
順

キーワード　礼器碑　後漢　八分　細身の線　強調された波磔

BC1700頃BC770BC221BC202220317386581618960127113681644

殷周春
秋

戦
国秦漢三

国
東
晋

北
魏隋唐宋元明清

1

2

3

4

5
6

7
8
9

1

2
3 4

5

6
7

8
9

10

11
1213

14 15

16

17

起
筆
は
蔵
鋒

筆
を
立
て
た

細
い
線

画
間
は
均
等

三
角
形
に

強
調
さ
れ
た
波
磔

三
角
形
に
強
調

さ
れ
た
波
磔

❶
変
化
に
富
ん
だ
精
妙
な
用
筆

❸
謹
厳
で
整
斉
な
字
形

❷
細
身
な
が
ら
強
靭
な
線
と
、

　強
調
さ
れ
た
波
傑

2 4

1

2

3

4

7
4

1

5

32 341

2

1015
11

12

13

5

78

61
2

3
4

5

78
6

23

25

22

1

2

3 4

9
10

12
11

「主体的・対話的で深い学び」を実現させるための工夫
●  主体的に取り組めるように学習の手順を明確に示しています。また，古典や古筆の「表現の特徴」では , 書風
や用筆，全体の構成などを具体的に言語化し，創作や観賞に活用しやすいよう配慮しました。

・「
釈
文
」

・「
書
き
下
し
文
」

・「
大
意
」

p.24-25

編修趣意書
（学習指導要領との対照表、配当授業時数表）

※ 受理番号 学　校 教　科 種　目 学　年

103-198 高等学校 芸術 書道Ⅱ
※ 発行者の番号・略称 ※ 教科書の記号・番号 ※ 教科書名

2 東書 書Ⅱ 701 書道Ⅱ

1. 編修上特に意を用いた点や特色

 マーク・二次元コード
インターネットを使って運筆
動画を見ることができます。

表現の特徴
古典を通して学ぶポイントを焦点化して，簡
潔な解説と図版で分かりやすく示しました。

概要
古典の歴史的背景と書風
について解説しました。

キーワード
当該教材の学習におけ
る重要用語を示しまし
た。評価の際にも活用
できます。

字形と筆順
特に字形や筆順が分か
りづらい文字を取り出
して，硬筆の骨書きと
筆順を示しました。

可能な限り原寸で掲載し，
画質の向上も図りました。

時代スケール
成立年代を視覚
的に捉えること
ができます。

学びやすい単元構成1

6



114115

鑑か
ん

賞し
ょ
う

の
言
葉
を
広
げ
よ
う

　書
の
表
現
の
特と

く

徴ち
ょ
う

を
表
す
語ご

彙い

を
増
や
し
て
、
鑑
賞
に
役

立
て
ま
し
ょ
う
。

　書
全
体
か
ら
ど
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
か
、
ま
た
、

線
、
字
形
、
構
成
な
ど
の
要
素
は
ど
の
よ
う
な
表
現
効
果
を

も
た
ら
し
て
い
る
か
、
書
の
よ
さ
や
美
し
さ
の
根こ

ん

拠き
ょ

を
考
え

な
が
ら
鑑
賞
し
ま
し
ょ
う
。

強
い

力
強
い

　た
く
ま
し
い

　豪ご
う

快か
い

堂
々
と
し
て
い
る

弱
い

は
か
な
い

　切
な
い

　繊せ
ん

細さ
い

　静
か

　

淡た
ん

々た
ん

と
し
て
い
る

明
る
い

明
快

　開
放
的

温
か
い

温
厚

　温
和

　

柔や
わ

ら
か
い

し
な
や
か

　ま
ろ
や
か

美
し
い

優
美

　華か

麗れ
い

　華は
な

や
か

　艶つ
や

や
か

清
ら
か

　麗う
ら

ら
か

穏お
だ

や
か

落
ち
着
き
が
あ
る

　お
お
ら
か

ゆ
っ
た
り

　柔に
ゅ
う

和わ

　悠ゆ
う

然ぜ
ん

　泰た
い

然ぜ
ん

激
し
い

荒あ
ら

々あ
ら

し
い

　力
強
い

整
っ
て
い
る

均
整
が
取
れ
て
い
る

　統
一
感

整
然

　端た
ん

正せ
い

　清
潔

素そ

朴ぼ
く

自
然

　純
朴

　質
素

重
厚

堂
々
と
し
て
い
る

　重
厚
感

　威い

厳げ
ん

軽け
い

妙み
ょ
う

軽
や
か

　軽
快

　リ
ズ
ミ
カ
ル

豊
か

豊ほ
う

潤じ
ゅ
ん

厳
し
い

緊き
ん

張ち
ょ
う

感
　厳げ

ん

粛し
ゅ
く

　揺ゆ

る
ぎ
が
な
い

謹き
ん

厳げ
ん

　緊
密

全
体

線

字
形

構
成

大だ
い

胆た
ん

奔ほ
ん

放ぽ
う

　自
由
　ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
し
て
い
る

爽さ
わ

や
か

爽そ
う

快か
い

　す
が
す
が
し
い
　爽そ

う

涼り
ょ
う

品
が
あ
る

上
品
　格
調
高
い
　優ゆ

う

雅が

　温
雅
　崇す

う

高こ
う

趣お
も
む
き

が
あ
る

味
わ
い
が
あ
る

　深
み
が
あ
る

風ふ
う

趣し
ゅ

が
あ
る

言
葉
と

調
和
し
て
い
る

言
葉
の
雰ふ

ん

囲い

気き

と
合
っ
て
い
る

言
葉
と
書
風
が
一い

っ

致ち

し
て
い
る

筆
者
の
思
い
を

表
現
し
て
い
る

筆
者
の
感
興
を
表
現
し
て
い
る

思
い
が
ほ
と
ば
し
っ
て
い
る

縦
長

背
が
高
い

横
長

扁へ
ん

平ぺ
い

　幅は
ば

が
広
い

水
平
・
垂
直

整
っ
て
い
る

均
整
が
取
れ
て
い
る

　整
然

　整せ
い

斉せ
い

洗
練

傾か
た
む

い
て
い
る

ゆ
が
み
が
あ
る

直
線
的

角
張
っ
て
い
る

曲
線
的

　

丸
み
が
あ
る 

懐ふ
と
こ
ろ

が
広
い

ゆ
っ
た
り
し
て
い
る

余
白
が
広
い

　分
間
布
白
が
広
い

緊
密

緻ち

密み
つ

　余
白
が
狭せ

ま

い
　分
間
布
白
が
狭
い

疎そ

密み
つ

重
心
が
高
い
・
重
心
が
低
い

背
勢
・
向
勢

強
い

力
強
い

　荒
々
し
い

　激
し
い

　豪
快

弱
い

は
か
な
い

　切
な
い

　繊
細

太
い

抑よ
く

揚よ
う

が
あ
る

　太
細
・
肥ひ

痩そ
う

の
変
化
が
あ
る

厚
み
が
あ
る
／
な
い

細
い

長
い

長
短
の
変
化
が
あ
る

短
い

鋭す
る
ど

い

険
し
い

　硬か
た

い
　引
き
締し

ま
っ
て
い
る

穂ほ

先さ
き

が
利き

い
て
い
る

　切
れ
が
あ
る

柔
ら
か
い

し
な
や
か

　ま
ろ
や
か

　緩ゆ
る

や
か

ゆ
っ
た
り

　滑な
め

ら
か

速
い

緩か
ん

急き
ゅ
う

が
あ
る

　遅ち

速そ
く

の
変
化
が
あ
る

自
然
な
リ
ズ
ム

遅お
そ

い
直
線
的

角
張
っ
て
い
る

曲
線
的

　

丸
み
が
あ
る 

に
じ
み
／
か
す
れ

潤じ
ゅ
ん

渇か
つ

・
濃の

う

淡た
ん

の
変
化
が
あ
る

勢
い
が
あ
る
　

い
き
い
き
し
て
い
る
　筆
勢
が
あ
る

躍や
く

動ど
う

感

伸の

び
や
か

滑
ら
か
　ま
ろ
や
か
　清
ら
か

流り
ゅ
う

麗れ
い

　流
れ
が
あ
る

重
厚

重
み
が
あ
る
　堂
々
と
し
て
い
る

重
厚
感
が
あ
る

軽
妙

軽
や
か
　軽
快
　リ
ズ
ミ
カ
ル

謹
厳

引
き
締
ま
っ
て
い
る
　緊
密
　緊
張
感

粘ね
ば

り
が
あ
る

じ
っ
く
り

深
み
が
あ
る

豊
か
　表
情
豊
か
　多
様

蔵ぞ
う

鋒ほ
う

・
露ろ

鋒ほ
う

広
い

ゆ
っ
た
り
し
て
い
る

　明
る
い

開
放
的

　余
白
が
多
い

　

狭
い

緊
密

　余
白
が
少
な
い

落
ち
着
い
て
い
る

落
ち
着
き
が
あ
る

　安
定

　静
か

動
き
が
あ
る

勢
い
が
あ
る

　い
き
い
き

　躍
動
感

流
れ
が
あ
る

伸
び
や
か

　流
麗

　行
が
呼
応
し
て
い
る

奥お
く

行ゆ

き
が
あ
る

立
体
感
・
陰い

ん

影え
い

が
あ
る

　

濃
淡
・
潤
渇
・
太
細
の
変
化
が
あ
る

　

ま
と
ま
り
が
あ
る

整
っ
て
い
る

　均
整
が
取
れ
て
い
る

統
一
感

文
字
に
大
小
の
変
化
が
あ
る
／
な
い

行
頭
・
行
間
・
字
間
に
変
化
が
あ
る
／
な
い

行
の
長
短
に
変
化
が
あ
る
／
な
い

行
書
き
・
散
ら
し
書
き

そ
の
他
の
観
点

・
墨ぼ

く

色し
ょ
く︵

淡
墨
・
濃
墨
︶

・
余
白
　
　な
ど

①
作
品
を
見
て
感
じ
た
こ
と
、

　気
づ
い
た
こ
と
を
書
き
だ
し
て
み
よ
う
。

②
書
き
だ
し
た
言
葉
を
も
と
に
、

　そ
の
作
品
の
よ
さ
や
美
し
さ
を

　伝
え
合
お
う
。

鑑
賞
の
観
点

●
書
体
・
書
風

●
全
体
の
印
象

●
線
・
字
形
・
構
成

※
観
点
ご
と
に
挙
げ
ら

れ
た
語
例
を
参
考
に
し

た
り
、
自
分
で
言
葉
を

考
え
た
り
し
よ
う
。

　書
か
ら
感
じ
た
よ
さ
や
美
し
さ
に
つ
い
て
そ
の
根
拠
を
考

え
る
こ
と
は
、
書
を
よ
り
深
く
味
わ
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
た
り
、
友
達
と
話
し
合
っ
た
り

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

優美緊密

行の長短がある 太細の変化

格調高い

各
観
点
を
意
識
し
て
、
書
を
鑑
賞
し
ま
し
ょ
う
。

第
十
八
回 

全
日
本
高
校
・
大
学
生
書
道
展

文
字
の
特
徴
を
確
か
め
ま
し
ょ
う
。

縦
長

直
線
的

横
長

曲
線
的

※
下
段
は
上
段
に
関
連
す
る
語
例

112113

書
を
支
え
る
人
々

　博
物
館
・
美
術
館
は
、
作
品
を
保
管
す
る
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
状
態
も
確
認
し
、
定
期

的
に
修
理
・
修
復
を
す
る
こ
と
で
、
後
世
に
よ
い
状
態
で
伝
え
て
い
ま
す
。

　多
く
の
人
々
に
作
品
に
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
学
芸
員
と
よ
ば
れ
る
専
門
の
職
員
を

中
心
に
、
展
覧
会
な
ど
が
企き

画か
く

さ
れ
ま
す
。

　私
た
ち
は
博
物
館
・
美
術
館
で
、
古
い
時
代
に
書
か
れ
た
書
作
品
を
現
在
も
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
ら
を
支
え
る
人
々
の
取
り
組
み
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

書
の
保
存

書
の
公
開

修
理
・
修
復

　作
品
を
直
す
箇か

所し
ょ

や
方
法
を
、
依い

頼ら
い

主
と
文
化
財
修
理
技
術
者
な
ど
と
よ
ば
れ
る

専
門
家
と
が
相
談
し
、
作
業
を
進
め
る
。

複
製
・
再
現

　も
と
の
作
品
を
知
る
た
め
の
研
究
資
料
と
し
て
、

専
門
の
職
人
に
よ
る
模
写
・
模
造
な
ど
が
行
わ
れ
る
。

修
復
の
様
子 （「
五
月
一
日
経
」 

成な
り

田た

山さ
ん

書
道
美
術
館
蔵
）

修復前。虫
むし

喰
く

いなどの経年による劣
れっ

化
か

が見られ
るため，補修紙をあて修復する。

補修紙を作成する。本紙がどのような材料・繊
せん

維
い

でできあがっているかを調べ，できるだけ同じ
ように再現する。

できあがった補修紙を劣化部分にはめていく。

修復後。修復した記録を残し，後世に伝える。

1
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3

文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー

浸
しん

水
すい

被害を受けた作品を，一枚一枚
乾
かん

燥
そう

させている様子。
令和元年東日本台風によって被災し
た作品収蔵庫の様子。

　自
然
災
害
に
よ
っ
て
、
作
品
が
被ひ

害が
い

を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
専
門
家
や
多
く
の
支し

援え
ん

者し
ゃ

に
よ
っ
て
レ
ス
キ
ュ
ー
作
業
が
行
わ
れ
、
長

い
年
月
を
か
け
て
修
復
さ
れ
ま
す
。

川か
わ

崎さ
き

市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

成田山書道美術館蔵 嚴
いつく

島
しま

神
じん

社
じゃ

蔵

平
安
時
代
に
書
か
れ
た「
平へ

い

家け

納の
う

経き
ょ
う（

宝ほ
う

塔と
う

品ぼ
ん

）」

大た
い

正し
ょ
う

時
代
に
再
現
さ
れ
た「
平
家
納
経（
宝
塔
品
）」

公
開
に
向
け
て

　通
常
一
ヶ
月
か
ら
数
ヶ
月
間
ほ
ど
開か

い

催さ
い

さ
れ
る
展
覧
会
は
、
そ
れ
以
上
の
時
間
を

か
け
て
準
備
さ
れ
る
。

作品調査

広告・図録に使用する作品撮影

会場設営

作品調査作品調査

展覧会の企画を考える。テーマは展覧会の2～
3年前に決まる。常に企画のテーマや作家，作
品を調べておく。

作品の所在や展示履
り

歴
れき

などを，展覧会図録や
本，インターネットを活用して調べる。所蔵者の
許可を得て，作品の実物を調査する。

所蔵者の許可を得て，展示作品を決定し，借用
する。展示室における作品の配置を決める。

多くの人々に来館してもらうための宣伝広告や，
鑑
かん

賞
しょう

後も参考にできるように，展示作品とその
解説を載

の

せる図録を作成する。

美術専門作業員の補助のもと，会場を設営し，
作品の借用，展示を行う。作品のキャプション
や解説パネルを設置する。

展覧会が開
かい

催
さい

されている期間は，展示作品に異
常がないか点検する。来館者のためにワーク
ショップなどさまざまな企画を行うこともある。

展示期間が終わったら，再び美術専門作業員の
補助のもと，作品の撤収作業を行う。借用した
作品は専用車などで返却する。

テーマの設定

作品の調査

展示作品の決定

広告・図録の作成

会場の設営
作品の借用・展示

会期中の
点検・イベント

作品の撤
てっ

収
しゅう

・返
へん

却
きゃく

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
、
作
品
の
解
説

や
画
像
の
利
用
を
充じ

ゅ
う

実じ
つ

さ
せ
る
取
り
組
み
も
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
国
内
外
の
博
物
館
・
美
術
館
の
所

蔵
作
品
を
広
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や

作
者
の
作
品
を
調
べ
る

こ
と
が
で
き
る
ね
。
教

科
書
の
作
品
も
見
て

み
よ
う
。

作品画像のダウンロードや多言語による音声解説が利
用できる作品もある。

海外に所蔵されている，日本の作品
なども見ることができる。

作品の解説や，時代・作
者・所蔵先などの情報を
知ることができる。

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館

C
o

lB
ase: 

国
立
博
物
館
所
蔵
品
統
合
検
索
シ
ス
テ
ム

p.114-115

p.112-113

p.57

●  生涯にわたって書を愛好する心情を育むために，身近な
美術館や博物館などで書を守り受け継ぎ，同時に普及さ
せる姿を示した「書を支える人々」を新設しました。

●  教科書の中でも，より多くの書
の美に触れることができるよう
に，「漢字の書」「仮名の書」の
扉ページには，大きく鮮明な画
像で古典作品を掲載しました。

●  鑑賞学習の充実を図るため，書道Ⅰに引き続き「漢字の書」「仮名の書」「漢字仮名交じりの書」「篆刻・刻字」
の各領域に鑑賞の単元を設けました。また，「鑑賞の言葉を広げよう」を継続して巻末に掲載し，鑑賞の際に
用いる語彙の定着と，鑑賞の視点の再確認ができるように配慮しています。

57

仮
名
の
書

　本ほ
ん

願が
ん

寺じ

本ぼ
ん

三さ
ん

十じ
ゅ
う

六ろ
く

人に
ん

家か

集し
ゅ
う（
石い

し

山や
ま

切ぎ
れ

貫つ
ら

之ゆ
き

集し
ゅ
う 

下
）

　平へ
い

安あ
ん

時
代

春し
ゅ
ん

敬け
い

記
念
書
道
文
庫
蔵（
部
分
、拡
大
）

鑑賞学習の充実2

54

漢
字

鑑か
ん

賞し
ょ
う 

│
書
の
美
や
風ふ

う

趣し
ゅ

を
味
わ
お
う
│

①
作
品
を
見
て
感
じ
た
こ
と
、

　気
づ
い
た
こ
と
を
書
き
だ
し
て
み
よ
う
。

②
書
き
だ
し
た
言
葉
を
も
と
に
、

　作
品
の
よ
さ
や

　美
し
さ
を
伝
え
合
お
う
。

潤渇の差がある

激しく力強い

一体化している

余白を作らない

鑑
賞
の
観
点

●
書
体
・
書
風

●
全
体
の
印
象

●
線
・
字
形
・
構
成

▼「
鑑
賞
の
言
葉
を
広
げ
よ
う
」114
ペ
ー
ジ

北ほ
く

魏ぎ

の
楷か

い

書し
ょ

の
よ
う

に
、
豪ご

う

快か
い

な
用
筆
な

の
で
、
か
す
れ
の
あ

る
線
で
も
収
筆
ま
で

力
強
さ
に
満
ち
た
印

象
を
受
け
ま
す
。

西
にし

川
かわ

寧
やすし

書（68.5cm×68.5cm）

手
て

島
しま

右
ゆう

卿
けい

書（69cm×139cm）

崩
壊

飛
騰
／
綺
麗
／
寧

運筆に躍
やく

動
どう

感
かん

があり，淡
たん

墨
ぼく

を使っていることで，潤
じゅん

渇
かつ

の変化がよ
り強調された，とても激しい作品だと感じました。

て しま ゆう けい

p.54
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●  「漢字の書」「仮名の書」では，書道Ⅰでの学習を踏まえ，書の表現方法や形式，多様性などについて理解を深
めたり，効果的に表現するための技能を身につけたりできるような古典・古筆を精選しました。また，教科書
に掲載する箇所は，その古典・古筆の中でも字形や用筆などの特徴がよく表れている部分を選定しました。

●  古典の図版は，高精細の美しい印刷で，可能な限り原寸大としました。色調も調整して原典に近づけています。
●  「漢字仮名交じりの書」では，書を使って発信をしたり，手紙の手書き文字のもたらす印象について考えたり
する教材を設け，手書き文字の効果について確かめられるように工夫しました。

●  書に関する幅広い知識を
身につけ，書の伝統と文
化について，より深い知
識を得られるように，多
様な題材のコラムを随所
に設けました。

●  巻頭には「書道史地図」，巻末には「書の表現と
歴史」「書道史略年表」「書を支える人々」「鑑賞
の言葉を広げよう」などの学習に役立つ資料を
豊富に掲載しました。

●   �マークのある教材では，二次元コードからイ
ンターネットに接続して運筆動画などを見るこ
とができます。

【漢字】
 「青銅器の種類と役割」
「書写材料の変遷 －木簡から紙へ－」
「芸術の書へ －形式の変化とともに－」
「座右の銘 －自らの思いを書に託して－」
【仮名】
「伝称筆者」「料紙の世界」
「紫式部と書」

礼
器
碑

2425

「
礼
器
碑
」と
は

　「礼
器
碑
」は
、
魯ろ

の
宰さ

い

相し
ょ
う

の
韓か

ん

勅ち
ょ
く

の
徳
政

を
た
た
え
て
建
て
ら
れ
た
碑
で
す
。
韓
勅
は
、

孔こ
う

子し

廟び
ょ
う

を
修
理
し
た
り
、
祭
礼
用
の
器
を
整

え
た
り
す
る
な
ど
の
徳
政
を
敷し

き
ま
し
た
。

碑ひ

は
、
現
在
山さ

ん

東と
う

省
曲き

ょ
く

阜ふ

市
の
孔
子
廟
近
く

の
漢か

ん

魏ぎ

碑ひ

刻こ
く

陳ち
ん

列れ
つ

館か
ん

に
あ
り
ま
す
。

「
礼
器
碑
」の
書
風

隷れ
い

書し
ょ

の
う
ち
八は

っ

分ぷ
ん

の
代
表
的
な
も
の
で
、

細
身
な
が
ら
謹き

ん

厳げ
ん

な
結
構
と
波は

磔た
く

を
そ
な
え

た
、
整せ

い

斉せ
い

な
字
形
で
す
。
正
面
の
碑ひ

陽よ
う

、
背

面
の
碑ひ

陰い
ん

、
側
面
の
碑ひ

側そ
く（
左
右
）の
四
面
全

て
に
文
字
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
各
面
の
書
風

は
微び

妙み
ょ
う

に
異
な
り
ま
す
。

 「
礼
器
碑
」の
概
要

❶
変
化
に
富
ん
だ
精
妙
な
用
筆

　起
筆
は
蔵ぞ

う

鋒ほ
う

だ
が
、
起
筆
の
方
向
は
一
定
で
な
く
変
化
が
あ
る
。

❷
細
身
な
が
ら
強き

ょ
う

靭じ
ん

な
線
と
、
強
調
さ
れ
た
波
磔

　筆
を
立
て
て
細
い
線
も
中
鋒
で
引
く
。
波
磔
は
三
角
形
に
し
、
強
調
し
て
い
る
。

❸
謹
厳
で
整
斉
な
字
形

　点
画
を
等と

う

間か
ん

隔か
く

に
空
け（
分ぶ

ん

間か
ん

布ふ

白は
く

）、
均
整
の
と
れ
た
造
形
美
。

表
現
の
特
徴

礼れ
い

器き

碑ひ

後ご

漢か
ん

時
代
・
一
五
六
年

隷
書

青
龍（
部
分
、拡
大
）

礼
器
碑
の
碑
面

三
みつ

井
い

記念美術館蔵（部分，原寸）

（
惟こ

れ
永え

い

寿じ
ゅ

二
年
、）青
龍
は
涒と

ん

歎た
ん

に
在あ

り
。
霜そ

う

月げ
つ

の
霊れ

い

、
皇こ

う

極き
ょ
く

の
日
、
魯ろ

の
相し

ょ
う（
…
）

（
永
寿
二
年
は
、）申さ

る

の
年
に
あ
た
る
。
七
月
の
吉き

ち

日じ
つ

、
五
の
日
、
魯
国
の
相（
…
）

書
き
下
し
文

大
意

（
惟
永
寿
二
年
、）青
龍
在
涒
歎
。
／
霜
月
之
霊
、
皇
／
極
之
日
、
魯
相（
…
）

釈
文

●「
礼
器
碑
」の
特と

く

徴ち
ょ
う

を
理
解
し
て
、
強
調
さ
れ
た
波
磔
や
等
間
隔
な
点
画

に
気
を
つ
け
て
書
い
た
。

評
価
の
要
点

字
形
と 

筆
順

キーワード　礼器碑　後漢　八分　細身の線　強調された波磔

BC1700頃BC770BC221BC202220317386581618960127113681644

殷周春
秋

戦
国秦漢三

国
東
晋

北
魏隋唐宋元明清

1

2

3

4

5
6

7
8
9

1

2
3 4

5

6
7

8
9

10

11
1213

14 15

16

17

起
筆
は
蔵
鋒

筆
を
立
て
た

細
い
線

画
間
は
均
等

三
角
形
に

強
調
さ
れ
た
波
磔

三
角
形
に
強
調

さ
れ
た
波
磔

❶
変
化
に
富
ん
だ
精
妙
な
用
筆

❸
謹
厳
で
整
斉
な
字
形

❷
細
身
な
が
ら
強
靭
な
線
と
、

　強
調
さ
れ
た
波
傑

2 4

1

2

3

4

7
4

1

5

32 341

2

1015
11

12

13

5

78

61
2

3
4

5

78
6

23

25

22

1

2

3 4

9
10

12
11

p.80
p.13

p.24

コラムの内容

基本教材 参考教材 その他

漢
字
の
書

篆書
「石鼓文」「甲骨文」
「大盂鼎」

呉昌碩「臨石鼓
文」

「司母戊方鼎」「王孫遺者鐘」「楚帛書」「泰山刻石」「塼文」
「篆書庾信讃四屛」

隷書
「礼器碑」「張遷碑」「開通
褒斜道刻石」「居延漢簡」

「長沙馬王堆帛書」「武威磨咀子漢簡」「敦煌漢簡」「萊子侯刻石」
「乙瑛碑」「西狭頌」「隷書軸」「七言古詩隷書」

草書
「書譜」「十七帖」「自叙帖」
「国申文帖」

王鐸「臨二王諸
帖軸」

「草書七言律詩扇面」「真草千字文」「居延漢簡」「平復帖」「初月帖」
「中秋帖」「自叙帖」「臨大令帖軸」「黄州寒食詩巻」「黄州寒食詩巻跋」
「行草書七言律詩扇面」「草書五言絶句四首四屛」

行書
「集王聖教序」「温泉銘」
「祭姪文稿」「蜀素帖」
「伊都内親王願文」

「灌頂歴名」「久隔帖」「蘭亭序」「風信帖」「李柏尺牘稿」

楷書
「張猛龍碑」「鄭羲下碑」
「孟法師碑」「薦季直表」
「楽毅論」光明皇后書

「楽毅論」王羲
之書

「金光明最勝王経」「牛橛造像記」「九成宮醴泉銘」「自書告身」
「法句譬喩経巻第三残巻」

仮
名
の
書

「高野切第一種」
「本願寺本三十六人歌集
（石山切伊勢集）」「針切」
「曼殊院本古今和歌集」
「寸松庵色紙」

「関戸本古今和
歌集」

「継色紙」「関戸本古今和歌集」「亀山切」「本阿弥切古今和歌集」
「元永本古今和歌集」「巻子本古今和歌集」「烏丸切」「土佐日記」
「和歌体十種」「粘葉本和漢朗詠集」「下絵拾遺抄切」
「本願寺本三十六人歌集（順集）」「本願寺本三十六人歌集（貫之集）」
「源氏物語絵巻（御法）」「稿本北山抄紙背仮名消息」

二次元コード

精選された教材群

資料の充実

3

4

80

け
た
、
散
ら
し
書
き
の
芽
生
え
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ひ
と
昔
前
の「
上
下
ひ
と
し
く
」書
く
書
き
方
と
は
異
な
り
、

散
ら
し
書
き
な
ど「
今
め
か
し
い（
当
代
風
）」の
書
き
方
が
好

ま
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

コ
ラ
ム

紫む
ら
さ
き

式し
き

部ぶ

と

書

よ
ろ
づ
の
こ
と
、
昔
に
は
劣お

と

り
ざ
ま
に
、
浅
く
な
り
ゆ
く
世

の
末
な
れ
ど
、
仮
名
の
み
な
ん
今
の
世
は
い
と
際き

わ

な
く
な
り

た
る
。（『
源げ

ん

氏じ

物も
の

語が
た
り

』・
梅う

め
が
え枝
）

　紫
式
部
が『
源
氏
物
語
』を
書
い
た
と
さ
れ
る
一
〇
〇
八
年

頃ご
ろ

は
、
和
歌
の
隆り

ゅ
う

盛せ
い

と
と
も
に
、
仮
名
の
書
も
発
展
し
た
時

代
で
し
た
。

　当
時
、
相
手
と
容
易
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
上
流

貴
族
に
と
っ
て
、
教
養
や
感
性
を
反
映
し
て
い
る
和
歌
や
、

そ
れ
を
し
た
た
め
る
書
が
、
相
手
を
知
る
た
め
の
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
物
語
中
で
は
、
主
要
人
物
の
描び

ょ
う

写し
ゃ

の
多
く
に
、
そ
の
人
物
の
筆ひ

っ

跡せ
き

の
批
評
も
伴と

も
な

っ
て
書
か
れ

て
い
ま
す
。

紫
の
紙
の
年
経へ

に
け
れ
ば
灰
お
く
れ
古
め
い
た
る
に
、
手
は

さ
す
が
に
文
字
強
う
、
中
さ
だ
の
筋
に
て
、
上
下
ひ
と
し
く

書
い
た
ま
へ
り
。
見
る
か
ひ
な
う
う
ち
置
き
た
ま
ふ
。（『
源

氏
物
語
』・
末す

え

摘つ
む

花は
な

）

　古
風
な
女
性
で
あ
っ
た
末
摘
花
が
光
源
氏
へ
贈お

く

っ
た
消し

ょ
う

息そ
く

（
手
紙
）は
、
色
あ
せ
た
古
め
か
し
い
紫
の
紙
に
、
し
っ
か
り

と
し
た
筆
跡
、
行
頭
・
行
末
を
そ
ろ
え
た
昔
風
の
書
き
方
で

あ
っ
た
た
め
、
光
源
氏
は
落ら

く

胆た
ん

し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
　

　物
語
中
に
は
、
紙
の
選せ

ん

択た
く

や
書
き
方
の
ほ
か
に
、
墨ぼ

く

色し
ょ
く

、

筆
法
を
会え

得と
く

す
る
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
に

つ
い
て
の
描
写
が
あ
り
、
当
時
の
書
の
様
子
や
紫
式
部
の
考

え
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　現
在
、
光
源
氏
と
末
摘
花
の
よ
う
な
、
私
的
な
消し

ょ
う

息そ
く

は
残

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、『
源
氏
物
語
』と
同
時
代
の「
稿こ

う

本ほ
ん

北ほ
く

山ざ
ん

抄し
ょ
う

紙し

背は
い

仮か

名な

消し
ょ
う

息そ
く

」は
、
行
に
高
低
・
長
短
の
変
化
を
つ

全
て
の
こ
と
が
、
昔
に
比
べ
て
劣お

と

っ
て
い
く
よ
う
で
、
浅
は
か
に
な
っ

て
い
く
の
は
世
の
末
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
、
仮
名
文
字
だ
け
は
、
現
代

の
ほ
う
が
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し
く
、
尊
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

大
意

京
都
国
立
博
物
館
蔵

紫
式
部
図 

土と

佐さ

光み
つ

起お
き

筆
　石い

し

山や
ま

寺で
ら

蔵

稿
本
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息 〔
国
宝
〕
　九
九
六
年
か
ら
一
〇
〇
四
年
頃

国
語

13

小し
ょ
う

克こ
く

鼎て
い（

西
周・前
十
〜
前
九
世
紀
）

台た
い

東と
う

区
立
書
道
博
物
館
蔵

克
と
い
う
人
物
が
祖
先
を
祀
る
た
め
に
作
っ
た
鼎
。

父ふ

癸き

爵し
ゃ
く（

殷・前
十
二
世
紀
）泉せ

ん

屋お
く

博は
っ

古こ

館か
ん

蔵

殷
時
代
に
最
も
多
く
制
作
さ
れ
た
器
の
一
つ
。持
ち

手
の
内
側
に「
父
癸
」と
い
う
祖
先
の
名
な
ど
が
見

ら
れ
る
。

青せ
い

銅ど
う

器き

の
種
類
と
役
割

　殷い
ん

時
代
以
降
、
古
代
の
中
国
で
は
青
銅
器

が
盛
ん
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
殷
・
周し

ゅ
う

時
代
に

は
祖
先
を
祀ま

つ

る
廟び

ょ
う

に
置
か
れ
て
祭さ

い

祀し

や
そ
の

儀ぎ

式し
き

に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
春し

ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

・
戦せ

ん

国ご
く

時

代
、
秦し

ん

・
漢か

ん

時
代
と
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、

徐じ
ょ

々じ
ょ

に
役
割
が
変
化
し
、
日
用
の
調
度
品
な

ど
と
し
て
製
作
さ
れ
ま
し
た
。
用よ

う

途と

に
応
じ

て
さ
ま
ざ
ま
な
形
状
の
青
銅
器
が
作
ら
れ
、

そ
の
中
に
は
文
字（
金き

ん

文ぶ
ん

）が
鋳い

込こ

ま
れ
た
も

め
の
器
具
、
蓋ふ

た

を
備
え
た
深
め
の
器
に
釣つ

り

手
が
付
け
ら
れ
た
卣ゆ

う

は
、
酒
を
た
め
て
持
ち

運
ぶ
こ
と
に
用
い
ら
れ
た
器
具
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　水
器
は
、
水
を
注
い
だ
り
水
を
張
っ
た
り

す
る
た
め
の
用
具
で
、
深
さ
の
あ
る
大
皿
に

持
ち
手
が
付
い
た
よ
う
な
形
状
の
盤ば

ん

は
、
水

を
張
る
た
め
の
器
具
で
す
。

　青
銅
器
に
お
け
る
楽
器
は
打
楽
器
が
一
般

的
で
、
釣つ

り

鐘が
ね

の
一
種
で
あ
る
鐘し

ょ
う

は
、
そ
の
代

表
的
な
作
例
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。

の
も
あ
り
、
書
風
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て

差
異
が
見
ら
れ
ま
す
。
祭
祀
用
具
と
さ
れ
た

青
銅
器
は
、
食
器
、
酒し

ゅ

器き

、
水す

い

器き

、
楽
器
な

ど
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　食
器
は
食
物
の
煮に

炊た

き
や
盛も

り
付
け
の
た

め
の
用
具
で
す
。
深
め
の
器
に
三
つ
の
足
が

付
い
た
鼎て

い

は
、
代
表
的
な
青
銅
器
の
一
種
で
、

足
も
と
に
火
種
を
置
き
、
煮
炊
き
用
と
さ
れ

た
食
器
と
み
ら
れ
ま
す
。

　酒
器
は
、
酒
を
温
め
た
り
、
飲
ん
だ
り
、

た
め
た
り
す
る
た
め
の
用
具
で
す
。
カ
ッ
プ

の
縁ふ

ち

に
注
ぎ
口
や
二
本
の
柱
が
備
わ
り
、
底

に
三
つ
足
が
付
い
た
爵し

ゃ
く

は
、
酒
を
温
め
る
た

コ
ラ
ム

婦ふ
ひ
ん

卣ゆ
う

（
西
周
・
前
十
世
紀
）

台
東
区
立
書
道
博
物
館
蔵

家
の
嫁よ

め

が
姑

し
ゅ
う
と
め

を
祀
る
た
め
に

作
っ
た
卣
。
器
の
身
と
蓋ふ

た

の
そ

れ
ぞ
れ
の
内
面
に
銘
文
が
あ
る
。

散さ
ん

氏し

盤ば
ん

（
西
周
・
前
八
五
七
〜
前
八
二
八
年
）

國こ
く

立り
つ

故こ

宮き
ゅ
う

博
物
院
（
台タ

イ

北ペ
イ

）
蔵

散
国
と
夨そ

く

国こ
く

の
領
地
に
関
す
る
契け

い

約や
く

な
ど
を

銘
文
に
施ほ

ど
こ

し
た
盤
。

虢か
く

叔し
ゅ
く

旅り
ょ

鐘し
ょ
う

（
西
周
・
前
九
〜
前
八
世
紀
）

泉
屋
博
古
館
蔵

虢
叔
旅
と
い
う
人
物
が
父
を
祀
る
た
め
に
作
っ
た
鐘
。

鼎て
い

爵し
ゃ
く

卣ゆ
う

盤ば
ん

鐘し
ょ
う

世
界
史
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図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 配当時数

書の美を作る　花卉蝶摺下絵新古今集和歌巻
書道史地図（書道用語 200 �）
書を学ぶ

B　（１） ア（ア）（イ）,イ（イ）（ウ）（エ）
口絵

p.1, p.2

漢
字
の
書

漢字の書体とその特徴 B　（１） イ（ア）（イ）（ウ） p.4-5

篆
書

篆書の美
「石鼓文」
「甲骨文」
「大盂鼎」
コラム �青銅器の種類と役割

A　（２） ア（ア）,イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.6-13

篆
刻
・
刻
字

印の歴史と用法
創作 ―�落款印を刻そう�―
鑑賞 ―�篆刻の美や風趣を味わおう�―
創作 ―�表札を彫ろう�―

A　（２） ア（ア）,イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.14-21

隷
書

隷書の美
「礼器碑」
「張遷碑」
「開通褒斜道刻石」
「居延漢簡」
コラム �書写材料の変遷
　　　　―�木簡から紙へ�―

A　（２） ア（ア）,イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.22-29

草
書

草書の美
「書譜」
「十七帖」
「自叙帖」
「国申文帖」
コラム �芸術の書へ
　　　　―�形式の変化とともに�―

A　（２） ア（ア）,イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.30-39

行
書

「集王聖教序」
「温泉銘」
「祭姪文稿」
「蜀素帖」
「伊都内親王願文」

A　（２） ア（ア）,イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.40-45

楷
書

「張猛龍碑」
「鄭羲下碑」
「孟法師碑」
「薦季直表」
「楽毅論」

A　（２） ア（ア）,イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.46-51

2. 対照表
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漢
字
の
書

創作 ―�漢詩を書こう�―
鑑賞 ―�書の美や風趣を味わおう�―
コラム �座右の銘
　　　　―�自らの思いを書に託して�―

A　（２） ア（ア）（イ）,イ（ア）（イ）,

ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（エ）

p.52-56

仮
名
の
書

仮名の美　―�古今和歌集に見る展開�―
仮名一覧表　―�平仮名・変体仮名�―
連綿�

A　（３） イ（ア）（イ）,ウ（ア）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.58-63

仮
名
の
書

「高野切第一種」
コラム �伝称筆者
「本願寺本三十六人歌集（石山切
伊勢集）」
「針切」

A　（３） ア（ア）,イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.64-69

行書きの美 ―�曼殊院本古今和歌集�―
散らし書きの美 ―�寸松庵色紙�―
コラム �料紙の世界

A　（３） ア（ア）,イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.70-75

創作 ―�小倉百人一首を書こう�― 
鑑賞 ―�書の美や風趣を味わおう�―
コラム �紫式部と書

A　（３） ア（ア）（イ）,イ（ア）（イ）,

ウ（ア）（イ）
p.76-80

漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書

古典を生かした表現
自分の意図に応じた表現
言葉と書の調和

A　（１） ア（ア）（イ）（ウ）,イ（ア）（イ）,

ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）,イ（ア）（イ）（ウ）

共通事項　（１） ア,イ

p.82-93

創作 ―�心に響いた言葉を書こう�―
鑑賞 ―�書の美や風趣を味わおう�―

A　（１） ア（ア）（イ）（ウ）,

イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）（イ）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.94-97

書で発信しよう
心に触れる手紙

A　（１） ア（ア）（イ）（ウ）,

イ（ア）（イ）,ウ（ア）（イ）

B　（１） ア（ア）（イ）,イ（ア）（イ）（ウ）（エ）

共通事項　（１） ア,イ

p.98-101

資
料

書の表現と歴史
書道史略年表
書を支える人々
鑑賞の言葉を広げよう

B　（１） イ（イ）（ウ）（エ） p.102-115

�…�インターネットを使って，動画や資料を活用できる単元。
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