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　薄く丹念に絵の具を重ねた写実描写による本作には、

地平線と壁で区切られた特異な空間に二本の独活が佇ん

でいる。独活の形態を人間の姿に見立て、その姿はまるで

踊っているかのようである。あるいは、横の壁に向かって

長く伸びた影に視点を移せば、二本の独活は、身振り手振

りを織り交ぜ、何やら会話をしているかのようでもある。

しかし、この世界全体には静けさが漂う。また、独活の根

は地中に埋まらず浮遊しており、大地に根を張りながら

も切り株となってしまった前景のモチーフとの対比が際

立つ。それらはまるで生と死の間を漂っているかのよう

である。

　本作に見られるダブルイメージと、対比によるユーモ

アと不安感の混在は、人間存在の描写であり日常の深淵

の描写である。

　「絵画の対象は只
ただ

に可視的な世界にばかり限定出来なく

なった。」

　（註：「方法論的反省を」『美之國』1937 年 7 月より）

　これは北脇昇が絵画のあり方を探究して述べた見解で

ある。作者は絵画において科学、哲学、宗教などさまざま

な領域の諸観念をイメージとして総合化しようとした。

それは抒情的な心象風景に留まることなく、日本のシュ

ルレアリスムに明確な価値をもたらすものであった。本

作は、北脇昇の代表作であり、また、日本のシュルレアリ

スム絵画史における重要な作品である。

　1924 年に、アンドレ・ブルトンがパリで「シュルレア

リスム宣言」を提唱した翌年には、国内の文芸雑誌等で

シュルレアリスムが紹介され、1930 年には滝
たき

口
ぐち

修
しゅう

造
ぞう

による翻訳書『超現実主義と絵画』が刊行された。この

頃には、シュルレアリスムを文学と絵画との両面から

追究した古
こ が

賀春
は る え

江や、フランスでマックス・エルンスト

の作品に触発され、シュルレアリスムの理論をもとに

した絵画を発表した福
ふく

沢
ざわ

一
いち

郎
ろう

など、先駆者たちが活

躍を始めていた。1937 年の第 7 回独立美術協会展に出

品された本作は、また一人、日本のシュルレアリスム

における重要な画家の誕生を告げるものであった。

　当時の独立美術協会が、里
さとみかつぞう

見勝三らを中心とした

フォーヴィスム的画風と福沢一郎を代表とするシュル

レアリスムの傾向に大きく二分されていた中で、本作

は、京都独立美術研究所の開設にもあたった北脇昇の

立ち位置と志向を明確にし、その後の画業を決定づけ

る重要な作品であった。後に、北脇は当時のシュルレ

アリストたちが集った創紀美術協会や美術文化協会の

設立に参画することとなる。

　静けさ、不可思議さ、面白さ、不安感…。本作《独活》

からは、見る者によってさまざまな形容の言葉が紡ぎ

出されるであろう。

日本のシュルレアリスム 
― 北脇昇の人間的な《独

う

活
ど

》をめぐって
宇都宮大学教育学部　准教授　本

ほ ん だ

田悟
ご ろ う

郎
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教
師
Ａ

　
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、「
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳

に
し
ま
す
ね
。

教
師
Ｂ

　
一
般
的
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
は
ビ
ジ

ネ
ス
用
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
て
、「
技

術
の
革
新
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
育

に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
を
使
っ
た
授
業
や
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
た
学
習
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

教
師
Ａ

　
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
た
授
業
で
す
か
。

ま
さ
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。

教
師
Ｂ

　
い
え
い
え
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味

は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
で
す
よ
。
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
何
か
新
し
い
も
の
を

生
み
出
す
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
従
来
の

も
の
・
こ
と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
新
し
い

価
値
を
生
み
出
す
こ
と
も
意
味
し
て
い
る

の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
教
育
界
に
お
い
て
は
、
今

か
ら
お
よ
そ
百
三
十
年
前
に
学
校
の
制
度

や
環
境
、
先
生
や
子
ど
も
た
ち
の
関
係
と

い
っ
た
、
教
育
の
基
本
形
が
完
成
し
て
か

ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
は

ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

教
師
Ａ

　
と
い
う
こ
と
は
、
学
校
の
シ
ス
テ
ム
と

い
う
意
味
で
は
、
日
本
の
教
育
界
に
お
い

図
画
工
作
・
美
術
×
○
○ 

～
掛
け
合
わ
せ
て
起
こ
る
イ
ノベー
ション
～

あ
る
学
校
の
放
課
後
の
職
員
室
で
の
一
コ
マ
で
す
。

パ
ソ
コ
ン
の
画
面
を
見
な
が
ら
二
人
の
先
生
が
語
り
合
っ
て
い
ま
す
。

序論
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て
大
き
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
起
こ
っ
て

い
な
い
、
と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

教
師
Ｂ

　
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
の
変
化
の
早

い
時
代
に
お
い
て
は
、
教
育
の
あ
り
方
も

大
き
く
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。

教
師
Ａ

　
小
、
中
学
校
と
も
新
し
い
学
習
指
導
要

領
が
告
示
さ
れ
、
い
よ
い
よ
移
行
期
間
に

入
り
ま
し
た
ね
。

教
師
Ｂ

　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
そ
の
前

文
に
お
い
て
、
よ
り
よ
い
学
校
教
育
を
通

し
て
、
よ
り
よ
い
社
会
を
創
る
と
い
う
理

念
を
学
校
と
社
会
が
共
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ

社
会
と
の
連
携
及
び
協
働
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
学
校
教
育
が
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
継
承

し
な
が
ら
も
、
学
校
と
社
会
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
る
と
い
っ
た
、
ひ
と
つ
の
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。

教
師
Ａ

　
図
画
工
作
・
美
術
に
つ
い
て
は
ど
う
で

す
か
。

教
師
Ｂ

　
そ
う
で
す
ね
。
ま
さ
に
図
画
工
作
・
美

術
も
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
図
画
工
作
・
美
術
は
そ
の
教
科

の
特
性
と
し
て
教
師
の
創
造
的
な
姿
勢
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
未
来
を
つ
く
る
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
図
画
工
作
・

美
術
が
必
要
か
、
真
剣
に
考
え
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
ね
。

教
師
Ａ

　
図
画
工
作
・
美
術
で
は
ど
の
よ
う
に
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
ら
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。

教
師
Ｂ

　
今
一
度
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

と
は
、
従
来
の
も
の
・
こ
と
に
変
革
を
も

た
ら
し
て
新
し
い
価
値
を
生
み
出
す
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。

　
新
し
い
も
の
を
一
か
ら
生
み
出
さ
な
く

と
も
、例
え
ば
、社
会
と
の
関
わ
り
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
、
図
画
工
作
・
美
術
に
何
か
を

掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
起
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

◆　
　
◆　
　
◆　
　
◆

　
今
、
時
代
は
大
き
く
動
こ
う
と
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
激
し
い
時
代

に
お
い
て
は
、
将
来
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ

予
測
し
て
い
て
も
、
そ
の
予
測
を
超
え
る

こ
と
が
多
く
起
こ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
時
代
に
お
い
て
は
、
柔
軟
に
待

ち
構
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
野
球
の
バ
ッ
タ
ー
に
例
え
る
と
、
相

手
が
投
げ
る
球
を
あ
れ
こ
れ
予
測
す
る
の

で
は
な
く
、シ
ン
プ
ル
に
来
た
球
を
打
つ
、

と
い
う
柔
軟
さ
を
も
っ
て
臨
む
よ
う
な
姿

勢
で
す
。

　
図
画
工
作
・
美
術
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

も
大
き
な
こ
と
を
起
こ
そ
う
と
考
え
す
ぎ

ず
、
図
画
工
作
・
美
術
と
目
の
前
に
あ
る

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
掛
け
合
わ
せ
て
み
ま

し
ょ
う
。
一
見
異
質
に
感
じ
ら
れ
る
も
の

で
も
、
そ
れ
ら
を
掛
け
合
わ
せ
て
み
る
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
が
変
わ
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
具
体
的
に
い
く
つ
か
の
取
り
組
み
を
見

て
い
く
中
で
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
価
値

が
生
ま
れ
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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か
つ
て
、
私
た
ち
は
音
楽
と

図
画
工
作
・
美
術
と
の
合
科
的

な
取
り
組
み
に
数
多
く
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
き
ま
し
た
。
音
楽
を

聴
き
な
が
ら
浮
か
ん
だ
情
景
を

絵
に
表
す
活
動
を
実
践
さ
れ
た

先
生
も
、
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
新
し

い
体
験
で
あ
り
、
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
期
待
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
表
現
の
本
質
に
迫
る
手
段
と

し
て
ま
だ
深
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
よ

う
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
幼
稚
園

教
育
要
領
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
幼
稚
園
教
育
要
領
は
平
成
元
年
の
改
訂

に
よ
っ
て
領
域
の
概
念
が
大
き
く
変
わ
り

ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
領
域
で
あ
る
「
音

楽
リ
ズ
ム
」、「
絵
画
製
作
」は
す
べ
て「
表

現
」
領
域
と
な
り
、
音
の
表
現
も
造
形
の

表
現
も
あ
く
ま
で
幼
児
の
表
し
た
い
こ
と

の
表
現
手
段
と
示
さ
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
な

ら
子
ど
も
た
ち
は
一
日
を
通
し
て
様
々
な

音
、
形
、
色
、
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
、
動
き
を

捉
え
な
が
ら
生
活
し
、
自
ら
の
身
体
を

使
っ
て
様
々
な
方
法
で
表
現
し
て
い
る
か

ら
で
す
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
音
楽
の

人
間
に
な
る
こ
と
。
人
生
の
舵か
じ

を
取
る
と
い
う
芸
術
は
、
そ
の
先
に
あ
る
躍
動
、
絵
画
で
あ
れ
、
彫
刻
で
あ
れ
、

悲
劇
で
あ
れ
、
音
楽
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
必
要
条
件
な
の
だ
。（P

aul K
lee

　1
9

0
2

）

図
画
工
作 

× 

リ
ズ
ム

特集 1
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中
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
リ
ズ
ム
と
図
画

工
作
を
掛
け
合
わ
せ
た
事
例
を
紹
介
し
ま

す
。

　
「
ス
タ
ン
プ
・
オ
ン
・
ス
テ
ッ
プ
」
は
、

リ
ズ
ム
表
現
と
造
形
表
現
を
、
非
常
に
シ

ン
プ
ル
か
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
で
組
み
合

わ
せ
て
い
ま
す
。
環
境
設
定
と
し
て
ロ
ー

ル
ペ
ー
パ
ー
を
教
室
に
敷
き
詰
め
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
靴
下
を
履
き
、
そ
の
足
で

イ
ン
ク
パ
ッ
ド
を
踏
み
、
足
の
裏
を
使
っ

て
敷
き
詰
め
た
紙
に
ス
タ
ン
プ
し
て
い
き

ま
す
。
ス
タ
ン
プ
を
す
る
と
き
に
音
楽
を

流
す
と
、
子
ど
も
た
ち
は
リ
ズ
ム
を
無
意

識
の
う
ち
に
捉
え
ま
す
。
こ
れ
は
リ
ズ
ム

は
狭
く
、
力
強
く
な
り
ま
す
。
ゆ
っ
く
り

と
し
た
テ
ン
ポ
の
曲
は
、
ゆ
っ
た
り
と
し

た
ス
テ
ッ
プ
を
導
き
出
し
、
柔
ら
か
な
ラ

イ
ン
を
自
然
に
つ
く
り
出
し
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
し
て
子
ど
も
た
ち
の
足
元
か
ら
カ

ラ
フ
ル
な
形
や
色
が
生
ま
れ
て
い
き
ま

す
。

　
本
来
リ
ズ
ム
と
は
、
音
楽
を
上
手
に
演

奏
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
歩
く
、

走
る
と
い
っ
た
日
常
動
作
や
、
顔
を
洗
う

手
の
動
き
、
歯
ブ
ラ
シ
の
使
い
方
、
食
べ

物
を
よ
く
噛
む
こ
と
な
ど
に
も
反
映
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
リ
ズ
ム
は
子
ど
も
の
心
に

直
接
働
き
か
け
る
魅
力
を
も
っ
て
い
ま

す
。
集
中
力
や
好
奇
心
、
瞬
間
的
な
反
応

力
を
育
む
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
豊
か
な
感

に
合
わ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、

自
分
な
り
の
リ
ズ

ム
感
覚
を
自
覚

し
、
表
現
す
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し

て
い
ま
す
。
ア
ッ

プ
テ
ン
ポ
の
曲
で

は
、
ス
ト
ラ
イ
ド

情
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
リ
ズ
ム
と
素
材
を
使
っ
た
表

現
を
合
わ
せ
る
活
動
は
主
に
ダ
ン
ス
の
一

部
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
が
、
図
画

工
作
・
美
術
と
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
で
子

ど
も
の
表
現
の
捉
え
方
に
対
し
て
、
新
た

な
地
平
が
広
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

図画工作・美術×○○ 
～掛け合わせて起こるイノベーション～

石
賀
直
之

（
い
し
が　
な
お
ゆ
き
）

東
京
造
形
大
学

教
授

引
用
文
献「
新
版
ク
レ
ー
の
日
記
」み
す
ず
書
房
／
パ
ウ
ル・

ク
レ
ー
著
、
Ｗ
・
ケ
ル
ス
テ
ン
編
、
高
橋
文
子
訳

参
考
文
献
「
リ
ズ
ム
遊
び
と
造
形
遊
び
」
サ
ク
ラ
ク
レ
パ

ス
出
版
／
石
賀
直
之
著
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私
は
物
理
的
な
も
の
で
は
な
い
創
作
活

動
全
般
を
「
情
報
に
よ
る
も
の
づ
く
り
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
小
説
や
作
曲
が
そ
う

で
す
し
、
科
学
技
術
を
利
用
し
た
写
真
や

映
画
、
テ
レ
ビ
も
そ
れ
に
入
り
ま
す
。
実

は
絵
画
も
、
絵
の
具
を
操
作
し
て
顔
料
を

並
べ
る
作
業
と
考
え
る
と
、
情
報
に
よ
る

も
の
づ
く
り
の
側
面
は
大
き
い
で
す
。「
も

の
づ
く
り
」
を
こ
の
よ
う
に
広
げ
て
考
え

る
理
由
は
、
人
間
の
創
造
性
や
つ
く
り
手

と
受
け
手
の
関
係
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共

通
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
す
。
教
育
の

視
点
か
ら
考
え
る
と
、
国
語
の
時
間
で
物

語
を
つ
く
っ
た
り
、
音
楽
の
時
間
で
作
曲

し
た
り
す
る
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。も
っ
と
広
い
意
味
の「
も
の
づ
く
り
」

や
「
創
造
」
と
と
ら
え
直
し
て
教
科
を
編

成
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
情
報
に
よ
る
も
の
づ
く
り
」
の
一
員

と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
新
し
く
加
わ

も
の
づ
く
り 

× 

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

ビジュアルプログラミング言語
「ビスケット」操作の様子。

特集 2
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り
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
る
も
の

づ
く
り
の
特
徴
で
あ
る
、
何
度
で
も
や
り

直
し
が
で
き
る
点
や
材
料
費
が
か
か
ら
な

い
と
い
っ
た
点
に
加
え
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
は
こ
れ
ま
で
の
「
も
の
づ
く
り
」
に

は
な
い
性
質
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
と
は
機
械
を
自
動
的

に
動
か
す
命
令
を
組
み
立
て
る
こ
と
で
す

が
、
機
械
に
よ
っ
て
一
つ
の
作
品
を
つ
く

る
と
い
う
よ
り
、
た
く
さ
ん
の
作
品
を
自

動
的
に
生
成
す
る
機
械
を
ど
う
つ
く
る
か

が
創
作
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
テ
レ

ビ
ゲ
ー
ム
を
例
に
す
る
と
、
映
画
は
一

つ
の
決
ま
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
提
示
す

る
の
に
対
し
て
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
は
プ
レ

イ
ヤ
ー
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー

を
提
示
し
ま
す
。
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
を
つ
く

る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
い
ス
ト
ー
リ
ー
と

は
何
か
を
考
え
て
、
そ
れ
を
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
形
に
落
と
し
込
む
と
い
う
作
業
に
な
り

ま
す
。
同
様
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
よ

る
作
曲
は
、
自
分
の
考
え
る
よ
い
音
楽
と

い
う
も
の
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
表
現
す
る
こ

と
で
す
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
よ
る
ド

ロ
ー
イ
ン
グ
は
、
自
分
の
考
え
る
よ
い

絵
画
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
表
現
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
媒
体
で
表

す
か
が
変
わ
る
だ
け
で
、「
自
分
が
考
え

る
」
と
い
う
部
分
は
共
通
し
て
い
る
の

で
す
。「
自
分
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
す
る
」

と
い
う
こ
と
は
、「
自
分
の
考
え
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
表
現
す
る
」
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
脳
を
拡
張
す
る
」

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
高
性
能
に
な
り
ま
し

た
。そ
の
向
上
し
た
性
能
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
が
人
間
に
歩
み
寄
る
方
向
に
使
わ
れ
る

べ
き
で
す
。
実
際
、
様
々
な
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
は
ど
ん
ど
ん
使
い
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
。
一
部
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育

は
人
間
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
近
づ
く
と
い

う
真
逆
な
発
想
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
ま
せ

ん
が
、本
来
は
難
し
い
こ
と
を
考
え
ず
に
、

だ
れ
も
が
脳
を
拡
張
す
る
と
い
う
意
味
で

の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
理
想
的
で
す
。

原
田 

康
徳

（
は
ら
だ 

や
す
の
り
）

博
士
（
工
学
）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
デ
ザ
イ
ナ
ー

北
海
道
大
学
大
学
院
情
報
工
学

専
攻
博
士
後
期
課
程
修
了
。
合

同
会
社
デ
ジ
タ
ル
ポ
ケ
ッ
ト
設

立
。
ビ
ジ
ュ
ア
ル
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
言
語
ビ
ス
ケ
ッ
ト
開
発
者
。

子
ど
も
た
ち
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
可
能
性
と
楽
し
さ
を
伝
え
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
。

図画工作・美術×○○ 
～掛け合わせて起こるイノベーション～
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私
は
現
在
、
架
空
の
生
物
の
標
本
を
制

作
し
て
い
ま
す
。

　
実
在
し
な
い
生
物
を
考
え
て
、
干ひ

涸か
ら

び

た
ミ
イ
ラ
状
の
死
骸
に
見
え
る
よ
う
に
つ

く
り
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
ラ
テ
ン
語
の

学
名
が
入
っ
た
ラ
ベ
ル
を
付
け
、
標
本
箱

に
封
入
し
、
そ
の
生
物
の
生
態
の
説
明
を

付
記
し
ま
す
。
無
論
、
学
名
と
生
態
も
架

空
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
架
空
の
生

物
の
設
定
と
な
る
わ
け
で
す
。

　
こ
こ
で
い
う
作
品
と
は
、
造
形
物
単
体

だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
学
名

や
生
態
な
ど
の
設
定
を
含
め
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
鑑
賞
者
は
造
形
物

と
設
定
と
を
同
時
に
目
に
し
、
そ
こ
に
用

意
さ
れ
た
世
界
観
を
想
像
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
す
。

　
簡
単
に
言
う
と
、あ
り
え
な
い
大
嘘
（
架

空
の
生
物
の
死
骸
）
に
一
見
リ
ア
ル
に
思

え
る
細
か
い
嘘
（
生
態
や
学
名
な
ど
の
設

定
）を
重
ね
る
こ
と
で
、元
々
の
大
嘘
が
本
当

の
こ
と
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
、と
い
っ

た
誘
導
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
虚
構

と
現
実
の
境
界
を
あ
い
ま
い
に
す
る
、
詐

欺
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
。

　
さ
て
、
図
画
工
作
・
美
術
教
育
に
つ
い

図
画
工
作
・
美
術 

× 

虚
構

特集 3

Draconis vridiscelto　竜　
爬虫綱トカゲ亜目 
英国諸島の森林地帯に棲息するドラゴ
ンの一種。体色は黄緑色、尾部に暗色
の横帯が入る。昼行性。危険を感じる
と木々の間を滑空飛行する。食性は雑
食で昆虫等の小動物の他、葉や果実等
の植物性の物も食べる。 
彼の地にはワイヴァンと呼ばれる翼竜
の伝承が存在するのだが、本種はその
幻獣のモデルとなった生物の可能性も
考えられる。
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て
私
が
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
す
る

と
、
や
は
り
、
私
同
様
に
設
定
を
つ
く
っ

て
作
品
に
反
映
さ
せ
る
の
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。そ
れ
は
空
想
の
生
物
で
も
い
い
し
、

あ
る
い
は
空
想
の
街
や
家
、
乗
り
物
な
ん

か
で
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
肝
要
な
の
は
、
そ
の
空
想
の
も
の
を
漠

然
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と

設
定
を
つ
く
り
込
む
こ
と
で
す
。
生
物
な

ら
ば
そ
の
生
態
、
例
え
ば
棲
息
域
や
食
性

な
ど
を
考
え
ま
す
。
建
物
や
乗
り
物
な
ら

用
途
や
機
能
な
ど
を
考
え
ま
す
。
も
の
の

形
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
必
然
的
な
理
由
が
あ

る
の
で
、
そ
の
形
を
よ
り
深
く
考
察
す
る

こ
と
に
繋
が
る
で
し
ょ
う
。
き
ち
ん
と
文

章
化
し
て
お
く
と
、
さ
ら
に
詳
細
な
設
定

を
つ
く
り
込
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
設

定
を
ザ
ッ
ク
リ
し
た
も
の
か
ら
、
よ
り
複

雑
に
し
て
い
く
等
、
児
童
・
生
徒
の
発
達

段
階
に
よ
っ
て
変
え
て
い
く
こ
と
も
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
漠
然
と
し
た
空
想
を

具
体
的
に
形
づ
く
る
、
実
在
し
な
い
も
の

に
設
定
を
与
え
て
や
る
こ
と
で
、
虚
構
に

確
固
た
る
説
得
力
を
も
た
せ
、
作
品
と
し

て
成
立
さ
せ
る
の
で
す
。

　
つ
ま
り
単
純
に
絵
を
か
く
、
も
の
を
つ

く
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
知
的
な
遊

戯
を
付
け
加
え
て
や
る
の
で
す
。

　
図
画
工
作
・
美
術
教
育
は
、
ひ
と
つ
に

「
遊
び
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
単
に
遊
ぶ
の
で
は
な
く
、

没
頭
し
て
取
り
組
め
る
も
の
で
あ
る
べ
き

だ
と
考
え
る
の
で
す
。
各
々
が
自
ら
想
像

し
た
虚
構
の
中
で
思
い
っ
き
り
遊
び
た
お

す
こ
と
は
、
大
事
な
こ
と
な
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。
特
に
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー

ム
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
与
え
ら
れ

た
虚
構
世
界
に
没
頭
し
が
ち
な
現
代
に
お

い
て
は
、そ
の
よ
う
に
強
く
思
わ
れ
ま
す
。

龍ノ飛子　タツノトビコ：分類不可（2014 年）

Mulumbestia chiroptera　悪獣：哺乳綱霊長目（2014 年）

江
本 

創

（
え
も
と　
は
じ
め
）

幻
想
標
本
家

筑
波
大
学
大
学
院
修
士
課
程
芸

術
研
究
課
修
了
。
１
９
９
９
年

ま
で
版
画
（
主
に
銅
版
画
、
リ

ト
グ
ラ
フ
）
を
制
作
。
そ
の
後
、

標
本
作
品
の
制
作
を
始
め
る
。

個
展
、
グ
ル
ー
プ
展
多
数
。

著
書
に
「
幻
獣
標
本
博
物
記
」

（
２
０
１
４
年
／
風
濤
社
）、「
幻

獣
標
本
採
集
誌
」（
２
０
１
４
年

／
風
濤
社
）
な
ど
が
あ
る
。

図画工作・美術×○○ 
～掛け合わせて起こるイノベーション～

撮
影　

森
脇
建
夫



12

　
僕
は
ダ
ン
ス
か
ら
活
動
を
出
発
し
て
、

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
図
画
工
作
・
美
術
と
ダ
ン
ス
な
ど

の
関
係
に
つ
い
て
、
２
０
１
６
年
か
ら

行
っ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト「
ど
う
ぶ
つ
え
ん
」

を
紹
介
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ

ン
ル
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
声
を
か
け
て
い

ま
す
。
集
ま
っ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は

広
い
公
園
の
中
を
移
動
し
な
が
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
い
ま

す
。
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
楽
器
を

演
奏
し
た
り
、
投
げ
た
ロ
ー
プ
の
形
を
言

葉
で
言
い
表
し
て
み
た
り
、
ダ
ン
ス
を
し

た
り
す
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
他
の
参

加
者
は
、
観
客
と
な
っ
た
り
、
そ
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
加
わ
っ
た
り
し
ま
す
。

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
傍
ら
に
は
、
参
加
者

図
画
工
作
・
美
術 

× 

環
境
に
反
応
す
る
身
体

個展「僕は “ 偶然のダンス ” の上映される街に住んでいる。」　
ガーディアン・ガーデン（東京都）、2016

特集 4

↖
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以
外
の
そ
こ
で
過
ご
し
て
い
る
人
た
ち
の

声
や
、
移
動
に
よ
る
足
元
の
変
化
、
気
温

の
変
化
な
ど
と
い
っ
た
公
園
特
有
の
「
ノ

イ
ズ
」
が
あ
り
ま
す
。
公
園
内
で
の
移
動

や
発
表
を
続
け
る
こ
と
で
生
じ
る
疲
れ
な

ど
の
身
体
の
変
化
も
、「
ノ
イ
ズ
」
の
要

素
の
一
つ
で
す
。
参
加
者
は
そ
う
い
っ
た

「
ノ
イ
ズ
」
を
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
鑑
賞

と
並
行
し
て
、
経
験
し
て
い
き
ま
す
。　
　

　

僕
は
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
自
分
な
り
に

ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
、
ダ
ン
ス
な
ど
に
取
り

組
ん
だ
結
果
生
ま
れ
た
も
の
だ
、
と
捉
え

囲
と
の
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
を
、
大
人
が
取
り

戻
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
実
は
大
事
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
図
画
工
作
・

美
術
の
時
間
も
こ
の
よ
う
な
環
境
と
の

チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
出
来
る
場
所
で
あ
り
続

け
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

考
え
て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。
美
術
は
学
習
す
る
際
に
、
知

的
な
部
分
の
他
に
身
体
的
に
環
境
に
応
じ

る
と
い
う
意
味
で
の
学
習
が
起
き
て
い
る

と
考
え
ま
す
。「
ど
う
ぶ
つ
え
ん
」
の
よ
う

に
、
外
的
環
境
に
応
じ
た
反
応
も
あ
れ
ば
、

ダ
ン
ス
の
よ
う
に
そ
れ
を
直
接
的
に
経
験

す
る
反
応
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
イ
ベ

ン
ト
を
通
し
て
、僕
は
い
ろ
い
ろ
な
物
事
に
、

人
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
て
い
る
の
か
を

見
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
先
日
、
保
育
園
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
は
子
ど
も
た
ち
が
み
ん
な

で
歌
を
歌
っ
て
い
ま
し
た
。
子

ど
も
た
ち
が
歌
っ
て
い
る
表
現

の
中
に
は
す
で
に
周
り
と
の
調

整
が
あ
り
、
そ
れ
が
大
き
な
ひ

と
つ
の
歌
を
作
っ
て
い
る
こ
と

に
素
朴
に
感
動
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
声
を
出
す
、
身
体
を
使

う
、
他
の
人
の
声
を
聞
く
と
い

う
行
為
の
中
で
、
周
囲
に
合
わ

せ
て
調
整
を
し
続
け
る
と
い
う

こ
と
が
、
す
で
に
小
さ
い
頃
の

学
習
の
仕
方
と
し
て
あ
る
こ
と

に
改
め
て
驚
い
た
の
で
す
。

　
現
代
社
会
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
希
薄
で
、
他
人
の
呼

吸
や
動
き
に
対
し
て
対
応
出
来

て
い
な
い
状
況
を
よ
く
見
か
け

ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
小
さ

い
頃
に
行
っ
て
い
た
よ
う
な
周

Ａ
ｏ
ｋ
ｉ
ｄ

（
ア
オ
キ
ッ
ド
）

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
振
付
家

ス
ト
リ
ー
ト
ダ
ン
ス
を
ル
ー
ツ

と
し
、
大
学
で
映
画
を
専
攻
し

た
後
、
美
術
作
品
の
制
作
や
イ

ベ
ン
ト
の
企
画
な
ど
活
動
は
多

岐
に
わ
た
る
。「
架
空
の
街
を
作

る
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
社
会

へ
発
信
し
て
い
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「A
okid City

」
を
行
っ
て
い
る
。

「どうぶつえん vol.3」　代々木公園（東京都）、2016　撮影 Sawano From Hell
ギターを用いて発表する Aokid 氏の様子。

単独ダンス公演「I ALL
YOU WORLD PLAY」　
ST スポット（神奈川県）、
2017
撮影 Shinichiro Ishihara

図画工作・美術×○○ 
～掛け合わせて起こるイノベーション～

↖
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授業の役に立つ！              活用法

タブレットに簡単に
手がきをしよう

　6 月の公開授業では、１年生と２年生の授業をしまし
た。１年生はどろどろ絵の具の活動結果をモノプリント
した偶然の模様からの見立て、２年生は画用紙に絵の具
をたらしてできた偶然の模様からの見立てをしました。
絵の具やクレヨンで加筆する前に、iPad を使ってお互い
の見立てを具体的に伝え合う活動をしました。
　２本の指で画像を拡大すれば部分の形から見立てがで
きます。画像を縮小すれば全体から見立てができます。
授業の中では、一人が自分の見立てを画像にかき込みな
がら、もう一人が実際の画用紙を指でなぞって「わたしは
ここが○○に見える」というように会話しているペアもい
ました。
　ここで便利だったのが、最近の iOS アップデートで加
わった「マークアップ機能」です。使い方は簡単。１年生
でも 10 分で使いこなせました。「写真」アプリから画像
を選んで、青い字の「編集」をタップして、次に「 」をタッ
プすれば手がき機能のマークアップが使えます。
　保存は「完了」をタップします。編集し直すときは「元に
戻す」という赤い文字をタップするとオリジナル画像に
戻すこともできます。
　この機能は、お絵かきだけでなく、画像へのメモにも
使えます。画像の中に直接かけるのですから、図画工作
に限らず、ポートフォリオ的に記録する時にも便利です。

マークアップ機能を
活用しよう

　ＩＣＴルームの機能を使って、子どもたちのタブレッ
トの画像を教師が選択してスクリーンに映す一斉鑑賞の
授業をしたことがあります。一斉指導としては効果が高
いのですが、子どもたちの自由度は低いです。
　子どもたちが手に持ったタブレットをお互いに見せ合
う個別鑑賞には別のよさがあります。「ねえ、見て、見て」

「なるほど、すごいね」というコミュニケーションを重視
するのが個別鑑賞のよさです。これらを意識して使い分
けることが大切です。

　 授 業 後 の 話 し 合 い の 中 で、宮 城 県 の 先 生 か ら
『miyagiTouch』というアプリのご紹介をいただきました。
無料の優秀なアプリで驚きました。iPad版（iPhoneは×）、
Android 版、Windows 版がありますので、一度試してみ
てください。線の色や太さが体感的に選べます。矢印や
直線も、なるほどと思う程に簡単に操作できます。保存
した画像が miyagiTouch の画像フォルダに入る所が、写
真アプリへの保存と選択できるようになるとさらによい
と思います。同じく無料アプリの『 Skitch』も便利です。
これらのアプリを知っておくと、簡単で、楽に、美しく画
像加工や整理・保存ができます。

一斉鑑賞と個別鑑賞を
使い分けよう

すごいぞ、
『miyagiTouch』

二人組で、一人がタブレットを使って、お互いの見立てを伝え合う。

miyagiTouch

miyagiTouchの画面

筑波大学附属小学校 教諭　北川智久（きたがわ ともひさ）

私が図工の授業で
「気軽にＩＣＴ活用」
している方法を
いくつか紹介します。

I C T
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　先日まで、近隣の美術館で恩師の「白寿記念展」が開催され

ていた。先生のかかれた絵を見ていると、大学を卒業したそ

の日に、私と友人で先生のお宅にお邪魔したことが思い出さ

れる。

　大変律儀で礼儀を重んじる先生は、若かりし私たちといる

時間を楽しんでいらっしゃるようだった。「みんなでお茶漬

けを食べましょう」と、お湯を沸かす先生を、手伝っている

のか邪魔しているのか、深夜の邸宅は賑やかだった。玄関の

引き戸は建て付けが良すぎて、そおっと閉めないと戻ってし

まう。その脇の応接室に小さな絵が飾られていた。「おい、

これ」と、友人が言いたいことは、すぐに伝わった。「先生が

飾っていらっしゃる絵」がある、ということである。先生の

かかれた絵ではないその絵のもつ、何とも説得力のあるデッ

サンに私も友人も息をのんだ。

　図工・美術を通じて、私たちは人や作品との出会いや、感

じる気持ちを共有することができます。同じものを見ても同

じように感じてはいない、しかし、共感するといった矛盾の

　子どもの頃、星の図鑑を見るのが大好きでした。私は図

鑑との出合いでいろいろなことに興味をもつようになり

ました。当時の図鑑は写真が少なく、大部分が挿絵画家に

よる丁寧な作品でした。それだけにかえって想像力をかき

立てられるものがありました。これらは難解で専門的でし

たが、何度も読み返すだけの中身があり、ボロボロになる

まで愛読しました。特に強烈な印象を残した一枚の挿絵が

皆既日食でした。いつも食い入るように見ていました。一

度でいいから黒い太陽のコロナを見てみたい。暇さえあれ

ば星を眺めていた小学生時代、そう強く思っていました。

　就職後、空を見上げる機会がめっきりと減り、街のネオ

ンが肌に定着したころ、ふと思い出しました。「大きくなっ

たら皆既日食を見に行くんだ」。気がつけば撮影機材の準

備を始めていました。初回観測地はベトナムでした。残念

ながらダイヤモンドリング直前に雲が広がってしまい、

皆既日食は観測できませんでした。二回目のチャレンジ

中で、もどかしくも熱いものが私たちを結びます。その心を

つくり出し、育てるものは、一生懸命見ることであったり、

手でつくり出したりすることでしょう。

　その過程にある「すごいなあ」や「何でだろう」など、興味

津々心で探るところから始まります。驚きや感動を育てるこ

とは、じっくり向き合う中から発見されます。自分と響き合

うその瞬間に感じ、共鳴するものは「色の調和」や「惹かれる

形」、時には「におい」や「周囲の音」かもしれません。感じた心

をじっくりと熟成させながら自分の気持ちを存分に表現で

きたら良いと思うのです。

　さて、児童・生徒の作品展に行くと、どうにも“うまい”絵

があることが多いように感じます。確かに“うまい”絵の“か

かせ方”は方法として教えることができるかもしれません。

しかし、そうではなく、“感じる心”の表現をしてほしいので

す。“感じる心”は早々に教えられるものではありませんが、

自分の感じた美しさや素晴らしさを、見た人に伝わるように

かくところから始まる共感の物語がきっとあります。それは

図工・美術を通して育てる資質・能力の素
もと

ではないかと思

うのです。

では、観測の半年前にモンゴルへ現地入りし、入念な気象

データを手に入れ、本番の日食に備えました。が、当日は

あいにくの吹雪。気温マイナス25℃。またもや観測失敗

となります。

　もはや意地になった私は、次のイラン日食観測のため、

アラビア語を勉強して準備を整えました。当日は晴天率

95％、湿度 2％、気温 43.5℃、快晴。ついに念願だった皆

既日食を観測することができました。幼い頃、図鑑で見た

挿絵が時を経て現実となり、気がつけば叫んでいました。

かねてからの夢がついに叶い、満足感でいっぱいになりま

した。

　最近はミルキーウェイの撮影にはまり込んでいます。満

天の星空に悠々と浮

かび上がる銀河。絵

にもかけない美しさ

とは、まさにこのこ

とだと思います。

星に魅せられて

感性を育む

熊本県熊本市立江南中学校
西尾 隆一（にしお りゅういち）

阿蘇山頂にて

神奈川県横須賀市立夏島小学校　教頭
古内 久（ふるうち ひさし）
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札
幌
市
の
中
心
部
か
ら
車
や
公
共
交
通

機
関
で
30
分
。
か
つ
て
札
幌
冬
季
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
メ
イ
ン
会
場
と
な
っ
た
真ま
こ
ま
な
い

駒
内

近
辺
か
ら
支し

笏こ
つ

湖こ

に
向
か
う
国
道
を
南
に

向
か
う
と
、
豊
か
な
森
に
つ
つ
ま
れ
た
札

幌
芸
術
の
森
が
右
手
に
現
れ
ま
す
。
大
き

な
ゲ
ー
ト
を
過
ぎ
る
と
、
芸
術
の
森
の
シ

ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
伊い
と
う
た
か
み
ち

藤
隆
道
の
彫
刻

<

空
と
地
の
軌
跡>

や
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

出
身
の
彫
刻
家
マ
ル
タ
・
パ
ン
に
よ
る<

浮
か
ぶ
彫
刻
・
札
幌>

が
出
迎
え
て
く

れ
る
で
し
ょ
う
。

　

札
幌
芸
術
の
森
は
、
も
と
も
と
文
化
都

市
札
幌
、
あ
る
い
は
創
造
都
市
札
幌
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
建
設
さ
れ
た
芸
術
文
化
の

総
合
施
設
で
す
。
こ
こ
に
は
陶
工
房
、
染

織
工
房
、版
画
工
房
な
ど
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
や
制
作
体
験
の
で
き
る
工
房
群
、
ま
た

野
外
ス
テ
ー
ジ
、
ア
ー
ト
ホ
ー
ル
な
ど
の

コ
ン
サ
ー
ト
や
リ
ハ
ー
サ
ル
の
た
め
の
音

楽
施
設
な
ど
、
鑑
賞
や
創
作
の
た
め
の
さ

ま
ざ
ま
な
施
設
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
中
核
と
い
う
こ
と
に
な

札
幌
芸
術
の
森

美
術
館

札
幌
の“

ア
ー
ト
里
山”

マルタ・パン「浮かぶ彫刻・札幌」　
1986 年　（ポリエステル）
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れ
ば
、
や
は
り
野
外
美
術
館
と
札
幌
芸
術

の
森
美
術
館
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

野
外
美
術
館
が
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は

１
９
８
６
年
。
そ
の
後
、
第
2
期
、
第
3

期
の
造
成
を
経
て
１
９
９
９
年
に
グ
ラ
ン

ド
オ
ー
プ
ン
と
な
り
ま
し
た
。
札
幌
芸
術

の
森
美
術
館
は
90
年
に
開
館
し
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
野
外
美
術
館
が
32
年
、
芸
術

の
森
美
術
館
が
28
年
を
経
過
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
野
外
美
術
館
で
は
約

１
７
０
万
人
、
美
術
館
で
は
３
０
０
万
人

ほ
ど
の
観
覧
者
を
迎
え
て
お
り
、
自
然
に

包
ま
れ
た“

ア
ー
ト
里
山”

と
も
い
え

る
札
幌
の
ユ
ニ
ー
ク
な
美
術
館
と
し
て
、

市
民
だ
け
で
な
く
道
内
外
の
多
く
の
来
館

者
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

展示室B展示室

〒 005-0864
札幌市南区芸術の森 2 丁目 75 番地
Tel.011-591-0090

開館時間：9:45〜17:00（6月〜8月は17:30）
　　　　　入館は野外美術館、芸術の森美術館
　　　　　ともに閉館時間30分前まで
休館日：4月29日〜11月3日　無休
           11月4日〜4月28日　月曜日
          （祝日の場合はその翌日）
　　　　野外美術館は休館
　　　（佐藤忠良記念子どもアトリエを除く）

※札幌芸術の森美術館は2018年11月25日〜
　2019年4月26日、館内工事・整備などで休館

札幌芸術の森美術館
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自
然
と
呼
応
す
る
野
外
美
術
館

札幌芸術の森美術館

　

四
季
折
々
の
美
し
さ
を
見
せ
る
野
外
美

術
館
に
は
、
７
・
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
及

ぶ
敷
地
の
な
か
に
、
国
内
外
の
彫
刻
家
64

作
家
に
よ
る
74
点
の
作
品
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
作
品
の
多
く
は
作
家
が
制
作
に

先
立
っ
て
こ
の
地
を
訪
れ
、
地
形
や
周
囲

の
環
境
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
新
た
に
制

作
し
ま
し
た
。
な
だ
ら
か
な
起
伏
を
見
せ

る
丘
陵
や
樹
木
に
囲
ま
れ
た
自
然
の
な
か

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
彫
刻
が
み
ご
と
に
調
和

し
、
お
互
い
に
呼
応
し
な
が
ら
た
た
ず
ん

で
い
る
姿
を
観
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

作
品
は
具
象
彫
刻
や
抽
象
彫
刻
、
立
体

造
形
な
ど
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い

ま
す
が
、こ
の
な
か
で
特
筆
さ
れ
る
の
が
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
彫
刻
家
、グ
ス
タ
フ
・
ビ
ー

ゲ
ラ
ン
の
作
品
群
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
造

形
作
家
、
ダ
ニ
・
カ
ラ
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
壮

大
な
ス
ケ
ー
ル
の
作
品
で
す
。

　

ビ
ー
ゲ
ラ
ン
と
い
え
ば
、
オ
ス
ロ
市
の

広
大
な
ビ
ー
ゲ
ラ
ン
彫
刻
公
園
で
知
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
オ
ス
ロ
市
の
好
意
で
、
そ

の
う
ち
の
5
点
が
野
外
美
術
館
の
ほ
ぼ
中

央
に
あ
る
ビ
ー
ゲ
ラ
ン
広
場
に
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
ダ
ニ
・
カ
ラ
ヴ
ァ
ン

の<

隠
さ
れ
た
庭
へ
の
道>

は
、
7
年
の

歳
月
を
か
け
て
制

作
さ
れ
た
全
長

３
０
０
メ
ー
ト
ル

に
も
及
ぶ
も
の

で
、
変
化
に
富
ん

だ
造
形
物
が
森
の

中
に
連
な
り
ま

す
。

　

野
外
美
術
館
の

彫
刻
作
品
に
加
え

て
、
札
幌
芸
術
の

森
美
術
館
に
は
、

ロ
ダ
ン
、
マ
リ
ー

ニ
、
ザ
ッ
キ
ン
、

荻お
ぎ

原わ
ら

守も
り

衛え

な
ど
野

外
と
連
動
し
た
国

内
外
の
彫
刻
作
品

の
ほ
か
、
片か
た
お
か岡
球た

ま

子こ

や
砂す

な
ざ
わ澤

ビ
ッ
キ

と
い
っ
た
札
幌
や

北
海
道
ゆ
か
り
の

作
家
の
作
品
も
収

蔵
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
定
期
的
に
館
内
の
2
つ
の
展
示
室
で

テ
ー
マ
を
基
に
し
て
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

グスタフ・ビーゲラン 「母と子」
1926-33 年　（ブロンズ）

砂澤ビッキ 「神の舌」
1980 年　（木（ナラ））　 片岡球子 「ポーズ１」1983 年　（紙本彩色）

ダニ・カラヴァン 「隠された庭への道」
1992-99 年　（真鍮、白コンクリート、ガラス、金箔、他）
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「
子
ど
も
ア
ト
リ
エ
」
と

「
ハ
ロ
ー
！
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

　

札
幌
芸
術
の
森
美
術
館
で
は
開
館
以
来

多
彩
な
教
育
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た

が
、
と
く
に
近
年
は
子
ど
も
を
対
象
と

し
た
教
育
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

「
佐さ

藤と
う

忠ち
ゅ
う

良り
ょ
う

記
念
子
ど
も
ア
ト
リ
エ
」
で

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、
札
幌
市
内
の
小
学
生

す
べ
て
を
芸
術
の
森
に
招
待
す
る
「
ハ

ロ
ー
！
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
事
業
で
す
。

　
「
子
ど
も
ア
ト
リ
エ
」
は
、
２
０
０
８
年

に
野
外
美
術
館
の
敷
地
内
に
設
置
。
札
幌

ゆ
か
り
の
彫
刻
家
、
佐
藤
忠
良
は
日
本
の

彫
刻
界
で
活
躍
す
る
一
方
、
美
術
教
育
に

も
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ
ま

す
。
こ
の
ア
ト
リ
エ
は
、
そ
の
意
向
を
受

け
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
た
め
の
体
験
型

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
す
。
子
ど
も
を
テ
ー
マ
に

し
た
佐
藤
忠
良
の
作
品
を
展
示
す
る
ほ

か
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
ル
ー
ム
や
佐
藤

忠
良
の
手
が
け
た
絵
本
を
閲
覧
で
き
る
図

書
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
て
い
ま
す
。

　
「
ハ
ロ
ー
！
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
は
、「
子

ど
も
ア
ト
リ
エ
」
と
連
動
し
て
、
や
は
り

２
０
０
８
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
札
幌

市
内
の
小
学
5
年
生
を
学
校
単
位
で
札
幌

芸
術
の
森
に
招
待
し
、
美
術
鑑
賞
や
創
作

の
楽
し
さ
を
体
験
し
て
も
ら
う
も
の
で
す
。

　
「
子
ど
も
ア
ト
リ
エ
」
で
は
作
品
鑑
賞

と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
ほ
か
、
野
外

美
術
館
や
芸
術
の
森
美
術
館
で
の
鑑
賞
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
コ
ー
ス
も
設
け
て
い
ま
す
。

事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
学
校
と
緊

密
な
連
携
を
と
り
な
が
ら
学
校
で
事
前
学

習
も
実
施
し
て
い
る
ほ
か
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
み
な
さ
ん
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
美

術
体
験
が
よ
り
豊
か
に
深
ま
る
よ
う
心
が

け
て
い
ま
す
。

　
「
ハ
ロ
ー
！
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
は
昨
年

で
10
年
を
経
過
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
約

10
万
人
の
子
ど
も
た
ち
が
芸
術
の
森
を
体

験
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
札
幌
芸
術

の
森
美
術
館
の
ユ
ニ
ー
ク
な
教
育
活
動
と

し
て
、
こ
の
事
業
の
効
果
を
検
証
し
な
が

ら
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

（
文
・
写
真
提
供 

札
幌
芸
術
の
森
美
術
館
）

「ハロー！ミュージアム」野外美術館コース

佐藤忠良記念子どもアトリエ

「ハロー！ミュージアム」子どもアトリエコース

「ハロー！ミュージアム」芸術の森美術館コース
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いろどり いろいろ
柴
しば

田
た

 芳
ほうさく

作　東京都狛江市立狛江第一小学校 絵
年 生
6

時 間
２～６

さまざまな描画材料の組み合わせを試しながら発想し、
質感の違いなどを感じ取りながら、形や色を工夫して平
面的な表現を楽しむ。

題材のねらい

土、砂、色砂、おがくず、チョーク、コンテ、粉絵の具、液
体粘土、洗濯のり、木工用接着剤（水で薄めたもの）、厚紙、
ベニヤ板、段ボール、へら、割り箸、ぼかし網

用具・材料

さまざまな描画材料に関心をもち、自分の思いに合わ
せて絵に表すことを楽しむ。

関

さまざまな描画材料の組み合わせ方を考えたり、試し
たりして発想を広げる。

発

組み合わせた描画材料を、自分の思いに合わせて工夫
して表す。

創

互いの表し方のよさや面白さ、材料の質感の違いなど
を感じ取る。　

鑑

評価の観点
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ま
せ
ん
。
導
入
で
は
、試
す
こ
と
を
楽
し
め
る
よ
う
に
、

描
画
材
料
を
実
験
的
に
使
う
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
洗
濯

の
り
や
接
着
剤
、
液
体
粘
土
な
ど
と
の
基
本
的
な
混
ぜ

合
わ
せ
方
も
こ
こ
で
お
さ
え
て
お
き
ま
す
。
ま
た
、
子

ど
も
た
ち
が
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
材
料
を
手
に
で
き
る

よ
う
な
材
料
配
置
も
大
切
に
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
活
動
が
始
ま
る
と
、
粒
の
大
き
さ
、
細
か
さ
や
微
妙

な
色
の
違
い
を
目
や
手
で
見
つ
け
、
材
料
の
組
み
合
わ

せ
を
考
え
な
が
ら
選
ん
で
い
ま
し
た
。
組
み
合
わ
せ
方

を
工
夫
し
な
が
ら
、
実
験
的
に
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
を

試
し
て
自
分
だ
け
の
描
画
材
料
を
つ
く
っ
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
描
画
材
料
を
つ
く
っ
た
ら
、
今
度
は

へ
ら
や
割
り
箸
、
段
ボ
ー
ル
片
な
ど
で
か
き
方
を
試
し

て
い
き
ま
す
。
手
で
大
胆
に
ぬ
り
広
げ
る
子
も
い
ま

す
。
こ
こ
で
も
、
自
分
の
か
き
た
い
方
法
に
合
う
よ
う

に
各
材
料
の
混
ざ
り
具
合
を
試
行
錯
誤
す
る
姿
が
見
ら

本
題
材
は
、
砂
や
土
、
液
体
粘
土
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
描
画
材
料
を
試
し
な
が
ら
発
想
し
、
質
感
の

違
い
や
よ
さ
を
感
じ
取
っ
て
平
面
的
な
表
現
を
楽
し
む

活
動
で
す
。
地
面
に
手
や
棒
切
れ
で
何
気
な
く
か
い
て

い
く
よ
う
な
原
初
的
な
感
覚
で
、
か
く
楽
し
さ
を
再
発

見
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
題
材
を
設
定
し
ま
し
た
。

　
高
学
年
に
な
る
と
試
す
こ
と
に
躊
躇
し
た
り
、
失
敗

を
恐
れ
て
手
が
止
ま
っ
た
り
す
る
児
童
も
少
な
く
あ
り

　
粘
性
、
抵
抗
感
、
量
感
、
色
調
な
ど
を
味
わ
い
、

想
像
を
か
き
立
て
な
が
ら
夢
中
に
な
っ
て
活
動
に
取

り
組
む
姿
か
ら
、
高
学
年
の
子
ど
も
の
ワ
ク
ワ
ク
感

を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
が
で
き
た
と
確
信
し
ま
し
た
。

　
で
き
上
が
っ
た
も
の
に
題
名
を
つ
け
て
み
る
と
、
取

り
組
ん
だ
と
き
の
気
持
ち
や
、
発
見
し
た
こ
と
、
感
じ

た
こ
と
を
表
す
言
葉
が
次
々
と
出
て
き
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
は
互
い
の
作
品
を
見
て
、
材
料
の
質
感
を
味
わ

い
、
よ
さ
や
美
し
さ
を
感
じ
取
っ
て
い
ま
し
た
。

　
本
題
材
は
子
ど
も
の
実
態
に
応
じ
て
、
新
し
い
描

画
材
料
を
試
し
な
が
ら
活
動
す
る
短
時
間
題
材
に
す

る
こ
と
も
、
そ
れ
ま
で
の
材
料
体
験
が
豊
富
で
あ
れ

ば
高
学
年
と
し
て
時
間
を
か
け
て
活
動
す
る
総
合
的

な
題
材
と
し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

学 習 の 流 れ

①
ど
の
よ
う
な
材
料
の
組
み
合
わ
せ

方
が
で
き
る
か
考
え
る
。

②
材
料
の
組
み
合
わ
せ
を
さ
ま
ざ
ま

に
試
し
な
が
ら
、自
分
の
思
い
を
も

つ
。

③
材
料
の
感
じ
や
自
分
の
思
い
に
合

わ
せ
て
、材
料
の
組
み
合
わ
せ
方
や

表
現
方
法
を
工
夫
し
て
表
す
。

④
互
い
の
表
し
方
や
、材
料
の
質
感
を

味
わ
い
、よ
さ
や
美
し
さ
を
感
じ
取

る
。

れ
ま
し
た
。
か

き
た
い
も
の
を

想
像
し
て
か
く

子
や
、
最
後
ま

で
実
験
で
終
わ

る
子
、
こ
れ
ま

で
に
学
ん
だ
表

現
方
法
を
生
か

し
て
か
く
子
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
が
展
開

さ
れ
ま
し
た
。
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絵の具で塗ってみよう！
藤
ふじ

田
た

 航
わたる

　東京大学教育学部附属
　　　　 中等教育学校　 絵

年 生
1

時 間
4

試行錯誤しながら絵の具を塗ることによって、かく
ことの楽しさ、表現の面白さを見つけ出す。

題材のねらい

ワークシート ( 八つ切り画用紙に印刷をしたもの )、水
彩用具一式、新聞紙

用具・材料

絵の具を使ったさまざまな表現に関心をもつ。関

言葉からイメージして、構想を練る。発

イメージ通りになるように、絵の具の使い方を
工夫する。創

さまざまに変化する色を楽しみながら、自分や
友達の作品の工夫やよさに気づく。鑑

評価の観点

［ 中 学 校 ］
教 材 研 究
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学 習 の 流 れ

①
準
備
・
片
付
け
の
理
由
と
方
法
を
学
ぶ
。

②
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
説
明
を
聞
く
。

③
絵
の
具
を
工
夫
し
て
塗
る
。

④
全
員
で
制
作
途
中
の
友
達
の
作
品
を
見
て

回
る
。

⑤
完
成
し
た
ら
自
分
で
廊
下
に
展
示
す
る
。

ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、ル
ー
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
鉛

筆
は
こ
の
よ
う
に
使
う
も
の
だ
」、「
絵
の
具
は
こ
の
よ

う
に
使
う
も
の
だ
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
を
で
き

る
だ
け
壊
し
て
、
柔
軟
に
発
想
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　
指
導
の
上
で
気
を
つ
け
た
こ
と
は
、「
こ
う
し
な
さ

い
」
と
言
わ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
か
き
方

を
聞
か
れ
て
も
で
き
る
だ
け
助
言
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に

し
た
こ
と
で
す
。
声
か
け
を
す
る
と
き
は
、
オ
ノ
マ
ト

ペ
な
ど
を
使
う
よ
う
に
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
ふ
わ
っ

と
す
る
と
い
い
ね
。
シ
ュ
ッ
と
し
て
る
ね
！
　
も
っ
と

い
け
る
よ
！
」
な
ど
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
な
い

よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
、
本
人
の
頭
の
中
で
発
想
で
き

る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。

　
ま
た
、
活
動
を
始
め
る
前
に
、
準
備
・
片
付
け
の
し

か
た
を
丁
寧
に
説
明
し
ま
し
た
。
と
も
す
る
と
、
制
作

中
は
机
の
上
が
散
ら
か
っ
て
し
ま
う
生
徒
が
出
て
き
て

し
ま
い
ま
す
。
使
わ
な
い
も
の
は
机
の
下
に
入
れ
る
、

使
っ
た
ら
き
れ
い
に
戻
す
な
ど
声
を
か
け
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
高
校
生
し
か
教
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
私
が
中

学
生
を
教
え
始
め
た
と
き
に
失
敗
し
た
経
験
か
ら
学
ん

だ
こ
と
で
す
。

　
点
描
や
に
じ
み
絵
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
技
法
を
試
し
な

が
ら
、「
夏
」「
楽
し
い
」「
悲
し
い
」な
ど
自
分
の
イ
メ
ー

ジ
を
色
で
表
す
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の

最
後
の
三
つ
の
コ
マ
は
自
分
で
タ
イ
ト
ル
を
決
め
さ
せ

ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
考
え
る
生
徒
や
、
と
り
あ
え

ず
塗
っ
て
か
ら
見
立
て
る
生
徒
も
い
て
、
な
か
な
か
面

本
題
材
は
、
絵
の
具
を
使
う
導
入
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
技
法
を
自
ら
学
び
取
り
、
そ
れ
を
活
用

す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
一
番
体

感
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
は
、
絵
の
具
で
か
く
こ
と
の

楽
し
さ
で
す
。

　
中
学
校
で
絵
の
具
を
使
う
最
初
の
授
業
と
し
て
設
定

し
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ

と
で
塗
り
方
の
固
定
観
念
を
取
り
払
っ
て
も
ら
い
た
い

か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
鉛
筆
一
つ
と
っ
て
も
か
き
方
は

さ
ま
ざ
ま
で
す
。「
こ
う
し
な
く
て
は
い
け
な
い
」
な

白
い
作
品
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
ル
ー

ル
と
し
て
、
純
粋
に
色
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
工
夫
し
て

ほ
し
い
と
思
っ
た
の
で
、
具
体
的
な
も
の
や
言
葉
は

か
か
な
い
よ
う
に
声
か
け
を
し
ま
し
た
。

　
生
徒
た
ち
が
、
今
回
見
つ
け
た
技
法
や
感
覚
を
今

後
の
学
習
に
生
か
せ
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
ど
う
す

れ
ば
よ
い
か
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

教 材 研 究
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非
売

品

東京都東村山市立南台小学校

東村山市に古くから伝わる「染め」や「織り」を
体験した後に、３年生が織物づくりをしまし
た。のこぎりで板を切って織り機をつくるとこ
ろから始めたようです。
展示は、織り機ごとつなげて吊るしています。
組子のように組み合わされた木の中に、色とり
どりの織物が並んで、とてもきれいでした。

体育館の隣にある広いミーティン
グルームで、ブラックライトを使っ
た展示をしています。
宙に浮かんでいる光る球体は張り
子です。空間をうまく使って光の
演出がなされていました。

Exhibition
Pick Up

展示会
レポート

体育館のステージを
使って展示をしてい
ます。
ステージでは帽子の
作品を吊るしたり、ス
テージの段差を使っ
たりして、展示を工夫
しています。
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