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 「歴史文化」をみつめ・そだて・つなぐ 
特集  

文文化化財財をを次次代代ののここどどもも達達へへ  
～身近にある文化財を知り、学び、体験する～ 

喜田 祥子 
 

伝
統
文
化
を
体
験
す
る
こ
ど
も
文
化
財
体
験 

「
こ
ど
も
文
化
財
体
験
事
業
」
は
、
小
中
学

生
を
対
象
に
、
身
近
に
あ
る
文
化
財
建
造
物
に

親
し
む
こ
と
で
地
域
へ
の
愛
着
を
高
め
て
も
ら

い
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
文
化
財
の

保
存
・
活
用
や
ま
ち
づ
く
り
の
将
来
の
協
力
者

に
育
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
目
的
で
企
画
し
、

こ
れ
ま
で
に
四
ヶ
所
の
国
登
録
文
化
財
建
造
物

で
五
つ
の
企
画
を
実
施
し
て
い
る
。
地
域
に
隔

た
り
な
く
県
内
各
地
で
実
施
し
、
地
元
地
域
の

伝
統
文
化
に
触
れ
る
機
会
に
も
な
る
よ
う
心
が

け
て
い
る
。
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 ＊
名
古
屋
陶
磁
器
会
館
＋
絵
付
・
卓
育
体
験 

 

名
古
屋
市
東
区
に
あ
る
名
古
屋
陶
磁
器
会
館

は
、
か
つ
て
は
陶
磁
器
絵
付
業
の
中
心
拠
点
で

あ
っ
た
建
物
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
度
に
小
学

生
二
七
名
が
絵
付
体
験
を
、
二
〇
一
二
年
度
は

対
象
者
を
変
え
て
小
学
校
低
学
年
の
カ
ブ
ス
カ

ウ
ト
九
名
が
食
器
を
用
い
な
が
ら
食
に
つ
い
て

学
ぶ
卓
育
を
体
験
し
た
。
建
物
に
つ
い
て
は
、

宝
物
探
し
の
よ
う
に
、
床
や
壁
の
タ
イ
ル
の
写

真
を
見
な
が
ら
実
際
に
建
物
の
ど
こ
に
使
用
さ

れ
て
い
る
か
館
内
を
探
し
て
歩
く
な
ど
、
こ
ど

も
が
建
物
に
興
味
を
示
し
や
す
い
工
夫
を
し
た
。 

 

＊
旧
大
野
銀
行(

鳳
来
館)

＋
書
道
体
験 

 

新
城
市
に
あ
る
「
鳳
来
館
」
は
、
旧
大
野
銀

行
の
建
物
を
喫
茶
＆
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
用
途
転

換
し
活
用
さ
れ
て
い
る
。
地
元
の
小
学
生
十
九

名
が
大
野
宿
の
ま
ち
と
建
物
の
歴
史
を
学
ん
だ
。

文
化
体
験
と
し
て
は
、
所
有
者
が
書
道
家
で
あ

る
こ
と
か
ら
書
道
体
験
を
実
施
し
、
思
い
思
い

の
作
品
を
仕
上
げ
た
。
完
成
し
た
作
品
は
二
階

の
展
示
ス
ペ
ー
ス
で
し
ば
ら
く
の
期
間
展
示
し
、

大
勢
の
方
々
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。 

 ＊
柴
田
家
住
宅
＋
お
抹
茶
・
祭
囃
子
体
験 

 

清
須
市
に
あ
る
「
柴
田
家
住
宅
」
は
、
美
濃

路
に
沿
っ
て
建
つ
商
家
で
、
尾
張
町
家
の
特
徴

を
表
す
建
物
で
あ
る
。
名
古
屋
市
内
の
ボ
ー
イ

ス
カ
ウ
ト
二
六
名
が
参
加
し
、
改
修
工
事
を
担

当
し
た
建
築
士
か
ら
専
門
的
な
話
を
伺
い
、
所

有
者
か
ら
は
建
物
の
案
内
を
受
け
た
。
ま
た
、

こ
の
地
域
に
は
五
台
の
山
車
が
あ
り
西
枇
杷
島

祭
り
も
有
名
で
あ
る
が
、
二
階
の
座
敷
で
は
地

元
の
祭
囃
子
に
よ
る
出
前
演
奏
を
、
一
階
の
土

間
で
は
か
つ
て
祭
の
休
憩
の
合
間
に
飲
ま
れ
て

い
た
抹
茶
を
い
た
だ
く
な
ど
、
独
自
の
空
間
で

地
元
文
化
を
体
験
し
た
。 

 ＊
実
相
寺
＋
坐
禅
・
鶴
城
焼
体
験 

 

西
尾
市
に
あ
る
「
実
相
寺
」
は
、
西
条
城
主
・

吉
良
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
文
永
八
年
（
一
二
七

一
）
に
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
長
い
歴
史
を

有
し
て
い
る
。
ご
住
職
か
ら
寺
の
歴
史
と
建
物

の
解
説
を
い
た
だ
き
、
坐
禅
を
体
験
し
た
。
ま

た
、
西
尾
市
は
抹
茶
が
生
産
日
本
一
で
あ
る
が
、

今
回
は
そ
の
器
づ
く
り
を
地
元
の
鶴
城
焼
の
先

生
を
招
い
て
体
験
し
た
。
実
相
寺
近
く
の
小
学

校
に
通
う
十
八
名
の
児
童
が
参
加
し
た
が
、
建

物
内
部
に
入
る
の
は
今
回
が
初
め
て
の
こ
ど
も

も
多
く
、「
建
物
が
で
き
た
時
代
が
よ
く
わ
か
っ

た
」
と
い
っ
た
感
想
も
聞
か
れ
た
。 

こ
ど
も
文
化
財
ガ
イ
ド
in
名
古
屋
テ
レ
ビ
塔 

二
〇
一
二
年
度
か
ら
新
し
い
取
り
組
み
と
し

て
始
め
た
の
が
、
名
古
屋
テ
レ
ビ
塔
で
実
施
し

た
「
こ
ど
も
文
化
財
ガ
イ
ド
事
業
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
ど
も
達
に
身
近
に
あ
る
地
域
の
文

化
財
建
造
物
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
提
供
し
、

そ
の
活
動
の
成
果
と
し
て
、
こ
ど
も
自
身
が
文

化
財
建
造
物
を
ガ
イ
ド
す
る
こ
と
で
、
地
域
文

化
へ
の
関
心
を
高
め
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
ど
も
が
大
人
を
対
象
に
ガ
イ
ド
を

す
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
人
々
に
も
注
目
し
て

も
ら
い
や
す
い
事
業
で
あ
り
、
ま
た
、
大
人
に

も
文
化
財
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
え
る
機
会
に

な
れ
ば
と
い
う
期
待
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

参
加
し
た
こ
ど
も
は
、
テ
レ
ビ
塔
に
ほ
ど
近

い
小
学
校
の
五
・
六
年
生
で
、
十
三
名
が
参
加

し
た
。
こ
ど
も
達
は
三
回
の
講
座
で
テ
レ
ビ
塔

の
歴
史
や
こ
れ
ま
で
に
テ
レ
ビ
塔
で
起
き
た
出

来
事
に
つ
い
て
学
び
、
四
回
目
に
大
人
を
対
象

に
テ
レ
ビ
塔
を
案
内
す
る
ガ
イ
ド
を
行
っ
た
。 

 ＊
テ
レ
ビ
塔
に
つ
い
て
学
ぶ 

ま
ず
初
日
の
講
座
で
は
、
テ
レ
ビ
塔
を
よ
く

知
る
た
め
、
テ
レ
ビ
塔
職
員
の
案
内
で
、
普
段

入
る
こ
と
の
で
き
な
い
昔
の
テ
レ
ビ
局
の
部
屋

や
地
下
室
な
ど
を
見
学
し
た
。 

二
回
目
の
講
座
で
は
、
今
回
の
た
め
に
作
成

し
た
教
材
を
用
い
、
テ
レ
ビ
塔
が
い
つ
建
て
ら

れ
た
の
か
、
テ
レ
ビ
塔
が
で
き
た
当
時
の
ま
ち

の
様
子
や
現
在
の
活
用
な
ど
に
つ
い
て
学
ん
だ
。 

三
回
目
の
講
座
で
は
、
四
回
目
に
行
う
ガ
イ

ド
に
向
け
て
、
そ
れ
ま
で
に
学
ん
だ
う
ち
ど
の

内
容
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
か
、
こ
ど
も
達
自

身
で
考
え
て
文
章
に
と
り
ま
と
め
た
。 

 

＊
テ
レ
ビ
塔
を
ガ
イ
ド
す
る 

最
後
の
四
回
目
の
講
座
で
は
、
実
際
に
大
人

を
対
象
に
し
て
テ
レ
ビ
塔
を
ガ
イ
ド
し
た
。 

参
加
し
た
大
人
か
ら
は
「
初
め
て
知
っ
た
」

と
い
う
声
が
多
く
聞
か
れ
、
ガ
イ
ド
を
終
え
た

こ
ど
も
達
か
ら
は
、
「
説
明
す
る
の
は
緊
張
し

た
け
ど
楽
し
か
っ
た
！
」「
案
内
し
た
こ
と
で
知

ら
な
い
人
と
も
仲
良
く
な
れ
て
よ
か
っ
た
」「
次

の
ガ
イ
ド
は
い
つ
で
す
か
？
ま
た
や
り
た

い
！
」
と
い
っ
た
感
想
が
聞
か
れ
た
。
緊
張
し

な
が
ら
も
楽
し
み
な
が
ら
案
内
で
き
、
充
実
感

も
得
ら
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。
ま
た
、
自
分
の
こ

ど
も
が
ガ
イ
ド
を
す
る
姿
を
見
て
い
た
保
護
者

か
ら
は
、「
い
つ
の
ま
に
か
成
長
し
て
い
た
ん
だ

ね
」
「
下
の
子
に
も
ぜ
ひ
同
じ
経
験
を
さ
せ
た

い
」
と
い
っ
た
感
想
が
聞
か
れ
、
今
回
の
企
画

の
継
続
を
希
望
す
る
声
も
多
か
っ
た
。 

 

こ
ど
も
を
対
象
に
し
た
文
化
財
事
業
に
つ
い
て 

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
単
に
一
度
き
り
の

イ
ベ
ン
ト
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り

多
く
の
こ
ど
も
達
が
経
験
で
き
る
よ
う
継
続
し

て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
で
き
れ
ば
、

何
十
年
と
継
続
さ
れ
、
そ
の
取
り
組
み
が
ま
ち

の
恒
例
行
事
と
な
り
、
文
化
財
や
自
分
が
住
む

ま
ち
や
ま
ち
づ
く
り
に
関
心
を
持
つ
こ
ど
も
が

一
人
で
も
多
く
育
つ
よ
う
な
仕
組
み
が
で
き
て

い
く
と
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
お

き
な
が
ら
、
今
後
も
支
援
し
て
い
き
た
い
。 

 愛知登文会では、県内の国登録有形文化財の建物でこどもを対象にした「文化財こど

もプロジェクト」を実施している。小中学生のころから文化財に親しむことで、その存

在を誇りに思い、将来の文化財に対する理解者・協力者を育てていこうというものであ

る。こども達にどのように文化財の魅力や価値を伝えていくか、これまでに実施してき

た取り組みについて紹介する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テレビ塔の歴史について学ぶこども達。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昔の写真を見ながらテレビ塔ができた当時

の出来事などについて解説するこども達。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実相寺（西尾市）で坐禅体験をする地元の小

学生。足の組み方や呼吸の仕方を学んだ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名古屋陶磁器会館で、建物の歴史や現在の使

われ方についての解説を聞くこども達。 


