
このジュニアガイドは特別展「和様の書」の鑑賞の手引きとして
小学校高学年から高校生を対象に作成しました。

平成25年7月13日（土）→9月8日（日）



好きな文字をいろんな作品から探してみましょう。

たとえば 「の」。 見つけられましたか？

同じ文字なのに、 かたちも墨の濃さも、

線の太さもそれぞれ違います。 どうしてでしょう？

書いたひと、 筆の持ち方、 使い方の違い？

考えながら他の文字も探してみてください。

展
覧
会
の
タ
イ
ト
ル
で

あ
る
和
様
の
書
。
こ
れ
っ

て
な
ん
で
し
ょ
う
？

日
本
人
の
書
い
た
書
の

こ
と
？
ひ
ら
が
な
だ
け

の
書
の
こ
と
？

そ
も
そ
も
和
様
と
は
、

日
本
人
の
感
覚
や
好
み
に

合
う
、
日
本
ら
し
い
、
日

本
独
自
の
文
化
の
こ
と
。

平
安
時
代
に
う
ま
れ
た

「国
風
文
化
」
の
ひ
と
つ

な
ん
で
す
。
教
科
書
に
も

で
て
き
た
で
し
ょ
う
。

中
国
の
文
化
に
憧
れ
た

日
本
人
は
書
で
も
中
国
風

(

唐
様)

を
目
指
し
て
い

ま
し
た
が
、
国
風
文
化
が

広
が
る
な
か
で
、
丸
み
が

あ
り
、
柔
ら
か
で
美
し
い

「和
様
の
書
」
が
生
ま
れ
、

育
ま
れ
た
の
で
す
。

今
日
は
じ
っ
く
り
書
を

見
て
み
ま
せ
ん
か
？

た
と
え
読
め
な
く
て

も
、
書
く
こ
と
が
苦
手

で
も
大
丈
夫
。

書
の
楽
し
み
方
を
知
れ

ば
、好
き
な
作
品
が
き
っ

と
見
つ
か
る
は
ず
。

近づいて見てみよう

まっすぐ書いているもの。

紙の上に文字を散らしたように見えるもの。

文字の大きさが一定のもの、 違いがあるもの。

いろいろな書き方のパターンがあることがわかります。

紙のかたちや大きさも様ざま。

展示室を見渡せば、

紙以外のものに表された文字もあるはずです。

少し離れて見てみよう 見
る
こ
と
か
ら

は
じ
め
よ
う

︻
そ
の
一
︼

　円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書　小野道風筆　
平安時代 ・ 延長 5 年 (927)　東京国立博物館蔵 【展示期間 全期】

四季草花下絵和歌巻　本阿弥光悦筆
江戸時代 ・ 17 世紀　個人蔵 【展示期間 7/13 - 8/4】

左）升色紙「いまはゝや」　伝藤原行成筆
　　平安時代・11世紀　東京国立博物館蔵 【展示期間 8/6 - 9/8】

中）　　古今和歌集（元永本）　藤原定実筆
　　平安時代・12 世紀　東京国立博物館蔵 【展示期間 全期　頁替あり】

右）　　古今和歌集　巻第二十（高野切 )　 伝紀貫之筆
　　平安時代・11世紀　土佐山内家宝物資料館蔵 【展示期間 7/13 - 7/28】

和
様
の
書
っ
て

ど
ん
な
書
？

※　　は国宝、　 は重要文化財、　 は重要美術品を表します

ますしき し ふじわらのこうぜい

こ きん わ か しゅう げんえいぼん

こ きん わ か しゅう まきだい にじゅう こう や ぎれ

えんちんぞうほういんだい か しょういならびにちしょうだい し し ごうちょくしょ お ののとうふう

し き そう か した え わ か かん ほん あ み こうえつ

こ
く
ふ
う
ぶ
ん

か

あ
こ
が

か
ら
よ
う

や
わ

は
ぐ
く

し
ょ

よ

か

に
が

て

だ
い
じ
ょう
ぶ

た
の

す

て
ん
ら
ん
か
い

わ

よ
う

か
ん
か
く

こ
の

ど
く

じ

すみ こ

ちが

ふで

ふじわらのさだざね

きのつらゆき

はな

ち

いっ てい

み わた



む
か
し
の
鏡
は
金
属
で

つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
裏
面
に
表
さ
れ
た

き
れ
い
な
絵
や
も
よ
う

を
見
て
い
る
と
、
隠
れ

た
文
字
に
気
づ
く
は

ず
。  ･･･

こ
れ
は
暗
号
？

い
え
い
え
、
こ
れ
は

「葦
手
」
と
い
う
日
本
美

術
の
技
。
絵
の
な
か
に
、

そ
の
絵
に
関
係
す
る
文

字
を
こ
っ
そ
り
デ
ザ
イ

ン
し
た
ん
で
す
。

葦
手
の
ほ
か
に
も
、文
字

を
堂
々
と
デ
ザ
イ
ン
し

た
作
品
も
あ
り
ま
す
。

文
字
の
次
は
紙
に
も
注
目
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
手
間
隙
か

け
て
つ
く
ら
れ
た
豪
華
な
紙

は
書
を
も
っ
と
楽
し
む
ポ
イ

ン
ト
で
す
。
色
や
も
よ
う
の

組
合
せ
に
も
注
目
し
な
が
ら

じ
っ
く
り
見
て
く
だ
さ
い
。

と
っ
て
も
丁
寧
に
つ
く
ら
れ

て
い
る
ん
で
す
。

よく見ると、
もようのかたちに
紙がでこぼこ
しています。

何種類の
紙を使っている

だろう？

︻
そ
の
二
︼

紙
を
知
れ
ば

も
っ
と
楽
し
い

絵
の
な
か
に
隠
し
文
字
？

松竹双雀葦手絵鏡
鎌倉時代 ・ 13 世紀

文化庁蔵
【展示期間 7/13 - 8/4】

　歌仙歌合　伝藤原行成筆
平安時代 ・ 11 世紀

大阪・和泉市久保惣記念美術館蔵
【展示期間 8/13 - 9/1】

　是則集
平安時代 ・ 12 世紀

静嘉堂文庫美術館蔵
【展示期間 7/13 - 8/12】

　

本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集

（順
集
）
藤
原
定
信
筆
、

平
安
時
代
・　

世
紀　

京
都
・
西
本
願
寺
蔵

【展
示
期
間
】　
　

- 　
　

頁
替
あ
り

　

厚
板 

金
紅
片
身
替
文
字
模
様

江
戸
時
代
・　

世
紀　

東
京
国
立
博
物
館
蔵

【展
示
期
間
】 

全
期

きれいな紙を組み合わせてつくる「継紙」

細かくした金や

銀で飾る「切箔」

雲が浮かんでいる

ような「飛雲」

きらきら光る模様を摺った 「唐紙」

　

寸
松
庵
色
紙

「あ
き
は
き
の
」
伝
紀
貫
之
筆

平
安
時
代
・　

世
紀　

東
京
・
五
島
美
術
館
蔵

【展
示
期
間
】　
　

- 11

17

128/13

9/8

7/13

8/4

す から かみ

つぎ がみ

きり はく

くも う

とび くも

す
ん
し
ょう
あ
ん
し
き
し

き
の
つ
ら
ゆ
き

ほ
ん

じ
ぼ
ん
さ
ん
じ
ゅう
ろ
く
に
ん
か
し
ゅう
し
た
ご
う
し
ゅう

ふ
じ
わ
ら
の
さ
だ
の
ぶ

これのりしゅう

あ
つ
い
た
き
ん
べ
に
か
た
み
が
わ
り
も
じ

も
よ
う

て

ま

ひ
ま

ご
う

か

て
い
ね
い

き
ん
ぞ
く

あ
ん
ご
う

あ
し
で

び

じ
ゅつ

わ
ざ

か
ん
け
い

か せんうたあわせ ふじ わらこうぜいしょうちくそうじゃくあし で えきょう

ん



【意
味
】

私
は
こ
の
歳
に
な
る
ま
で
一
体
何
を
し
て
き
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
む
な
し
く
年
老
い
て
し
ま
い
、

一
緒
に
過
ご
し
て
き
た

「年
」
は
私
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
と
、
恥
ず
か
し
い
。

「写
し
」は
「元
の
も
の
そ
っく
り
に
つ

く
る
こ
と
、
あ
る
い
は
つ
く
ら
れ

た
も
の
」
の
こ
と
。
写
真
な
ど
の

な
い
時
代
、
写
し
は
と
て
も
大
切

な
資
料
で
し
た
。
「写
す
こ
と
か
ら

新
し
い
書
が
生
ま
れ
る
」
と
も
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
ま
さ
に

温
故
知
新
。
字
の
か
た
ち
、
配
置
の

バ
ラ
ン
ス
、
筆
づ
か
い
、
作
者
の
心

を
想
像
し
、
何
度
も
写
し
お
手
本

に
近
づ
い
て
、
自
分
の
書
を
作
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
写
し
は
た
だ
の

コ
ピ
ー
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

ま
ず
は
じ
っ
く
り
と
お
手
本
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
別
の
紙
に
書

い
て
も
、
う
す
い
紙
を
お
手
本
の
上
に
の
せ
て
な
ぞ
っ
て
も　

。

お
手
本
の
作
品
を
書
い
た
ひ
と
の
気
持
ち
や
筆
の
動
き
を
想
像

し
な
が
ら
写
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
書
き
順
も
正
確
に
！

︻
そ
の
三
︼

書
い
て
み
れ
ば
も
っ
と
楽
し
い

じ
っ
く
り
見
た
ら
写
し
て
み
よ
う

「
写
し
」
っ
て
な
に
？

【読
み
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
び
と
し
ら
ず

な
に
を
し
て
み
の
い
た
づ
ら
に
お
い
ぬ
ら
ん
と

し
の
お
も
は
む
こ
と
ぞ
や
さ
し
き

11

OK

　

古
今
和
歌
集　

巻
第
十
九
断
簡

（高
野
切
）

伝
紀
貫
之
筆　

平
安
時
代
・　

世
紀　

東
京
国
立
博
物
館
蔵

【展
示
期
間
】 

全
期

お
手
本

こ
き
ん
わ

か
し
ゅう

ま
き
だ
い
じ
ゅう
く
だ
ん
か
ん

こ
う
や
ぎ
れ

き
の
つ
ら
ゆ
き

そ
う
ぞ
う

じ
ゅん

せ
い
か
く

お
ん

こ

ち

し
ん

と
し

と
し
お

す

は



︻
そ
の
四
︼

書
は
人
な
り
！

字
に
は
そ
の
人
の
性
格
が
出
る
と
い
い
ま
す
。

性
格
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
気
分
や
体
調
、

年
齢
な
ど
も
表
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
な

じ
み
の
あ
の
人
の
字
を
見
れ
ば
、
そ
の
人
の
本
当

の
姿
を
想
像
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ふ
つ
う
、
身
分
の
高
い

武
士
は
自
分
で
は
手
紙

を
書
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
右
筆
と
呼
ば
れ
る

ひ
と
が
代
わ
り
に
書
き
、

本
人
は
最
後
に
花
押
と

呼
ば
れ
る
サ
イ
ン
を
書

き
加
え
る
だ
け
。

自
分
で
書
い
た
の
は
身

近
な
人
に
対
す
る
手
紙

な
ど
ご
く
わ
ず
か
。

そ
れ
は
と
て

も
貴
重
な

も
の
で
す
。

書状（夕庵宛）　織田信長筆　
安土桃山時代 ・ 16世紀　個人蔵 【展示期間 8/13 - 9/8】

自分の右筆に出した手紙です。 だから、 気軽に書いたのでしょうか、

文字がかすれています。 小田原北条氏の使いの者に持たせる

お土産を手配するように指示しています。

短冊「鶯を」  　松尾芭蕉筆
江戸時代 ・ 17世紀　東京国立博物館蔵

【展示期間 8/6 - 9/8】

俳句を五 ・ 七 ・ 五に分けて書く
わけではなく、 流れるようにさらさ
らと書いていたんですね。

　消息（おね宛）　豊臣秀吉筆　
安土桃山時代 ・ 文禄2年（1593）8月9日　京都 ・ 高台寺蔵 【展示期間 7/13 - 8/12】

ちょっとくせ字かな。 どう思いますか？
この展覧会の「和様の書」というロゴの「の」 はこの手紙の秀吉の字を使ってます。 探してみてください。

武
士
に
は

ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー

が
い
た
？

【読み】　鶯を　魂にねむるか　矯柳

信
長

秀
吉

芭
蕉

ゆ
う

ひ
つ

き

ち
ょう

か

お
う

く
わ

しょうそく

せ
い
か
く

き

ぶ
ん

た
い
ち
ょう

ね
ん
れ
い

しょ じょう お だ のぶ なが

ゆう ひつ

みやげ て はい

とよ とみ ひで よし

たん ざく うぐいす まつ お ば しょう

たおやなぎ

m-okuda
タイプライターテキスト

m-okuda
タイプライターテキスト

m-okuda
タイプライターテキスト

m-okuda
タイプライターテキスト



【三跡】 和様の書を作ったといわれる

3人の書の達人 （能書）、小野道風・

藤原佐理 ・ 藤原行成のことです。 3人の

書は後の時代のお手本になりました。

　御堂関白記（寛弘元年上巻）　　藤原道長筆　
平安時代 ・ 寛弘元年 (1004)　京都 ・ 陽明文庫蔵

【展示期間 8/13 - 9/8】

平安時代に摂政として栄華を極めた道長39歳の頃の日記。

日記だからか、墨の濃さも差があり、飾りのない自然な書きぶりです。

　萩に鹿図　書 ： 伊達政宗筆
江戸時代 ・ 寛永5年(1628)　 仙台市博物館蔵 【展示期間 8/27 - 9/8】

鹿や萩が描かれた屏風に、 政宗が自分で選んだ和歌を書いて仕上げています。

柔らな文字とバランスが、 武将、 というイメージとはずいぶん違います。

　書状（ちょほ宛）　徳川家康筆　
江戸時代 ・ 17 世紀　東京国立博物館蔵 【展示期間 7/13 - 8/4】

この手紙のなかで家康は、 大坂夏の陣の際に

間一髪で助けられた孫娘千姫を心配しています。

特別展「和様の書」を

楽しむための豆知識

【古今和歌集】 醍醐天皇の指示で紀

貫之らが編集した和歌集。 天皇がつく

る勅撰和歌集のなかで一番最初にでき

ました。

【和漢朗詠集】 1018年ごろに、 藤原公

任がつくりました。 その名の通り、 漢字

の漢詩と、 かなの和歌が書かれています。

【手鑑】アルバムのように、台紙に書を貼っ

たもののこと。

政
宗

道
長

家
康

しょ じょう とく がわ いえ やす

み どう かん ぱく き かん こう がん ねん じょうかん ふじわらの みち なが

はぎ しか ず だ て まさ むね

さん せき

こ きん わ か しゅう

へん しゅう

ちょく せん

わ かん ろう えい しゅう

て かがみ

かん し

のう しょ お のの とう ふう

ふじわらの さ り ふじわらの こう ぜい

だい ご てん のう

ふじわらの きん

とう

しか はぎ びょう ぶ

やわ ぶ しょう

せっ しょう えい が きわ

かざ し ぜん

おお さか なつ じん

かん いっ ぱつ せん ひめ



会　　期　平成25年 7月 13日（土）～ 9月 8日（日） 

開館時間　9：30～ 17：00( 入館は閉館の 30分前まで )
(ただし会期中の金曜日は20:00まで、土･日･祝日は18:00まで開館 ) 

休  館  日　月曜日
（ただし、7月15日（月・祝）、8月12日（月）は開館、7月16日（火）は休館）

観覧料金　一般 1500円 (1200円)　　大学生 1200円 (900円)
　　　　　高校生 900円 (600円)
※(　) 内は 20名以上の団体料金　※中学生以下無料
※障がい者とその介護者一名は無料　入館の際に障がい者手帳などをご提示ください

主　　催　東京国立博物館、読売新聞社、NHK、NHKプロモーション
後　　援　文化庁
特別協力　読売書法会
協　　賛　光村印刷
協　　力　あいおいニッセイ同和損保

展覧会公式ホームページ http://wayo2013.jp/
お問合せ ハローダイヤル 03-5777-8600

ＪＲ上野駅公園口、または鶯谷駅より徒歩10分

東京メトロ銀座線、日比谷線上野駅、千代田線根津駅より徒歩15分 

京成電鉄京成上野駅より徒歩15分 

東京国立博物館
ウェブサイト
http://www.tnm.jp/

E テレ 毎週日曜日　9:00 ～ 10:00
( 再 ) 翌週日曜日　20:00 ～ 21:00
※アートシーンのみあさ放送と同一

博物館でのルール
作品を大切に守り、伝えるために協力してください

作品にはさわらず、目で楽しもう

ゆっくり歩いて静かに見よう

展示室ではエンピツを使おう

飲食は決められたところで

特別展「和様の書」

ジュニアガイド制作：東京国立博物館、NHK　デザイン：STUD IO 仕組




