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特集

　1933年の≪深海の情景≫は、古賀春江の遺作とも呼べ

る最晩年の作品である。38歳で早世したこの画家は大正

期よりキュビスムやパウル・クレーなどから影響を受けて

前衛的探究を始め、1929年の二科会第16回展では代表作

ともいえる≪海≫を発表し、同会の東
とう

郷
ごう

青
せい

児
じ

や阿
あ

部
べ

金
こん

剛
ごう

らとともに日本におけるシュルレアリスム受容を先駆け

る存在であった。1929年から1933年というごく短い期間

にシュルレアリスムに関心を寄せたが、この間、病に冒さ

れながらも、シュルレアリスムを通して芸術の深淵を見

つめようとした。古賀は『超現実主義私感』において次の

ように述べている。（註１）	

　「超現実主義は純粋性へ憧
どう

憬
けい

する意識的構成である。（中

略）対象は何所までも意識を通して計算されるものであつ

て現実的意味を持たなくなる。現実的形式ではなくて芸

術的形式である。例えば、描かれたる机は机自身の形では

ない。具象的現実としての机ではなくなるのである。」

　ここで古賀はシュルレアリスムを理論化するとともに、

芸術とその純粋性は、人が意識し、思考するプロセスにお

いて生成されることを述べているが、しかし、続けて次の

ように考察している。

　「対象としての現実的表象が、その意味を持たなくなつ

た所から芸術は始まる。作者の影も同様に薄くなる。ここ

に作者がいると思わせる作品はまだ純粋ではないのであ

る。純粋の境地−情熱もなく、感傷もない。一切が無表情

に居る真空の世界、発展もなければ重量もない。全然運動

もない静寂の世界！」

　≪深海の情景≫は、マックス・エルンストらフラン

スにおけるシュルレアリスムの手法に倣
なら

い、当時のグ

ラフ雑誌や児童書などから既成の図像を引用しコラー

ジュ的構成をして描かれたものである。物と物との偶

然の出会いとその対比から新たな意味を創造するシュ

ルレアリスムの捉え方から、古賀はさらに自身の芸術

観に踏み込み、最期のカンヴァスに向き合ったのであ

ろう。コラージュ・ペインティングによる最晩年の本作

品では「作者の影」が極限まで薄められた。貝と猫頭の

裸婦（女神）、植物と生物、魚、帆船等が平面的に描かれ、

暗闇のなかに漂う。しかし、この静寂に満ちた深海の

世界に差し込む上部の光は、この画家が何かに辿り着

くことができたことを暗示するかのようでもある。

　親交の深かった川
かわ

端
ばた

康
やす

成
なり

は『末期の眼』のなかで古賀

春江の死に際し、その芸術観を次のように評している。

　「古賀氏の絵に向ふと、私は先
ま

づなにかしら遠いあこ

がれと、ほのぼのとむなしい拡がりを感じるのである。

虚無を超えた肯定である。」（註2）

　ここに、「作者の影」を極限まで消し去り、古賀が追

い求めた、芸術の純粋性を見ることができるのではな

いだろうか。なお、本作完成時のサインは、病に伏し衰

弱した古賀に頼まれ、友人の高
たか

田
だ

力
りき

蔵
ぞう

が代筆で入れた

という。

古賀春江が求めた
芸術の純粋性とシュルレアリスム
宇都宮大学教育学部　准教授　本

ほんだ

田悟
ごろ う

郎

註１　古賀春江「超現実主義私感」『アトリヱ』アトリヱ社、1930 年 1 月
註２　川端康成「末期の眼」『現代日本文學大系 52 川端康成集』筑摩書房、
　　　1968 年 11 月
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見
方
が
変
わ
る
・
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界
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ダ
と
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ト
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紡
ぐ
鑑
賞
～

特 集
　
「
み
る
」こ
と
は「
わ
か
る
」こ
と
。「
わ

か
る
」
こ
と
は
「
わ
け
る
」
こ
と
。

　
こ
ん
な
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？　
こ
の
考
え
方
は
、
人
が
世

界
を
知
る
仕
組
み
を
知
的
ロ
ボ
ッ
ト
に
授

け
よ
う
と
し
た
当
初
、
情
報
処
理
の
モ
デ

ル
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
力
を
ロ
ボ
ッ
ト
に
授
け
よ
う
と
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
わ
か
っ
た
の
は
皮
肉
に
も
人

の
凄
さ
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
コ
ー
ヒ
ー

の
注
ぎ
口
に
紙
コ
ッ
プ
を
あ
て
ま
す
。
そ

の
軌
道
を
と
る
間
に
、
人
は
微
小
な
失
敗

を
無
数
に
繰
り
返
し
、
軌
道
の
ズ
レ
を
修

正
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
し
か
も
注
ぎ
口

ら
し
い
場
所
を
目
だ
け
で
な
く
経
験
則
で

判
断
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
微
小
な

失
敗
を
処
理
す
る
力
は
、
幼
児
が
積
み
木

の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
き
に
も
使
わ
れ
ま

す
。
無
数
の
微
小
な
失
敗
か
ら
「
当
座
の

答
え
」
を
繰
り
出
す
力
、
そ
れ
が
深
い
学

び
の
源
だ
と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
点
々
と
散
ら
ば
っ
た
知
見
を
結
ん
で

新
し
い
理
解
を
編
む
よ
う
に
、「
学
び
は

本
来
つ
ま
み
ぐ
い
」
と
い
う
認
識
も
高

ま
っ
て
い
ま
す
。「
み
る
」
と
い
う
鑑
賞

の
力
も
、
こ
う
し
た
力
と
無
縁
で
な
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　
「
み
る
」
こ
と
は
、
目
だ
け
の
仕
事
で

は
な
い
と
い
う
の
も
よ
く
聞
き
ま
す
。
確

か
に
「
み
て
い
る
」
の
に
「
み
え
て
い
な

い
」
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
触
察
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、さ
わ
っ
て
み
る
と「
み

る
」
以
上
の
も
の
が
「
わ
か
る
」
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
仮
に
、「
み
る
」
こ
と
は
全

身
の
仕
事
な
の
だ
と
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

す
る
と
、
私
た
ち
は
「
も
の
」
だ
け
を
切

り
取
っ
て
み
て
い
る
の
で
は
な
く
、
目
の

前
に
あ
る
「
も
の
」
が
置
か
れ
て
い
る
場

所
や
明
暗
な
ど
、
対
象
を
囲
い
込
む
「
こ

と
」
全
体
を
み
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
て

き
ま
す
。

　
み
る
「
も
の
」
に
は
誰
が
見
て
も
共
通

し
た
形
や
色
が
あ
り
ま
す
が
、
み
る
「
こ

と
」
に
は
場
所
の
雰
囲
気
や
印
象
な
ど
、

各
自
が
感
じ
た
固
有
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
と

わ
り
つ
き
ま
す
。
そ
れ
を
の
り
し
ろ
に
す

れ
ば
、
初
め
て
み
る
も
の
で
も
自
分
の

知
っ
て
い
る
風
景
の
中
に
馴
染
ま
せ
て
し

ま
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
う
考
え
る
と
、

「
み
る
」
こ
と
は
「
わ
か
ろ
う
、
納
得
し

た
い
」
と
い
う
目
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た

心
身
の
運
動
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
た
と
え
ば「
見
分
け
」な
ら
ぬ「
身

分
け
（
み
わ
け
）」「
身
知
り
（
み
し
り
）」

（
市
川
浩
、
１
９
９
３
）
と
呼
ば
れ
た
り
、

カ
ラ
ダ
で
知
っ
た
経
験
に
重
ね
て
み
る
と

い
う
意
味
で
「
模
倣
の
演
技
」（
上
村
博
、

１
９
９
８
）
な
ど
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、
冒
頭
に
あ
げ
た
よ
う
に
、「
わ

か
る
」
こ
と
が
な
ぜ
「
わ
け
る
」
こ
と
で

果
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
私
た
ち
は
「
記
憶
」
と
い
う
使
い
勝
手

の
よ
い
備
忘
録
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

備
忘
録
は
、
初
め
て
み
る
も
の
で
も
な
ん

と
か
理
解
す
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
ま

す
。
あ
る
匂
い
を
嗅
い
だ
り
、
あ
る
音
を

き
い
た
り
し
た
だ
け
で
、
記
憶
の
ペ
ー
ジ

が
一
気
に
め
く
れ
上
が
る
こ
と
が
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
分
厚
い

備
忘
録
（
記
憶
）
で
も
、
カ
ラ
ダ
で
体
験

し
た
感
覚
を
選
り
分
け
た
「
見
出
し
」
を

も
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
感

覚
に
彩
ら
れ
た
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
と
今
み

「
み
る
」こ
と
の
底
力

カ
ラ
ダ
で
「
み
る
」

「
わ
け
て
」
み
る
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て
し
ま
う
」
こ
と
で
す
。
感
覚
に
伴
奏
さ

れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
想
像
的
で
よ
り
深
い
理

解
を
促
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
「
み
る
こ
と
」
が
感
覚
や
記
憶
の
助
け

を
借
り
て
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
と
い
う
な

ら
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を

踏
む
の
で
し
ょ
う
か
。

　
や
っ
か
い
な
こ
と
に
、
呼
び
出
し
用
の

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
な
る
印
象
や
イ
メ
ー
ジ

も
完
璧
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
と
き
は

関
係
な
い
記
憶
に
飛
ん
だ
り
、
多
数
の
イ

メ
ー
ジ
が
重
な
っ
た
り
し
て
、
結
局
あ
や

ふ
や
な
輪
郭
を
残
す
こ
と
も
あ
る
か
ら
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
や
ふ
や
な
輪
郭
こ
そ

が
「
の
り
し
ろ
」
と
な
っ
て
関
係
な
い
所

に
飛
ん
だ
り
、
無
縁
な
感
覚
や
記
憶
と
リ

ン
ク
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
無
縁
な
も
の
と
の「
縁
結
び
」こ
そ
が
、

新
し
い
認
識
を
ひ
ら
く
プ
ロ
セ
ス
で
す
。

そ
の
昔
、
想
像
が
「
趣
味
、
戯
れ
」
と
呼

ば
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
見

立
て
も
本
当
ら
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
例
え

ば
、
実
際
に
「
み
た
も
の
」
が
不
可
解
な

ほ
ど
新
し
い
と
、
私
た
ち
は
「
見
出
し
」

見方が変わる・世界が変わる
～カラダとコトバで紡ぐ鑑賞～

て
い
る
も
の
を
結
ぶ
た
め
、
記
憶
は
自
分

の
役
割
を
分
担
し
て
待
ち
構
え
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
飛
び
込
ん
で
き
た
情
報

も
、
こ
の
「
見
出
し
」
に
誘
わ
れ
て
受
け

入
れ
ら
れ
ま
す
。「
わ
け
る
」
は
ま
さ
に
、

今
み
る
こ
と
と
、
一
度
身
を
く
ぐ
っ
た
感

覚
や
認
識
と
の
相
互
作
用
を
象
徴
し
て
い

ま
す
。

　
詩
の
行
間
に
情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り

す
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
造
形
作

品
に
限
ら
ず
、
地
図
や
天
気
図
は
、
一
瞥

の
う
ち
に
数
字
に
溺
れ
て
い
る
事
実
を
感

覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
ま

す
。
美
術
史
家
の
ホ
ル
ス
ト
・
ブ
レ
ー
デ

カ
ン
プ
（
２
０
１
９
）
は
、こ
の
「
一
瞥
」

の
価
値
に
気
づ
い
て
、
い
っ
さ
い
の
造
形

の
潜
在
力
を
「
Ｓ
字
線
」
で
表
そ
う
と
し

た
画
家
デ
ュ
ー
ラ
ー
や
ク
レ
ー
ら
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。　
　

　
こ
こ
で
マ
ー
ク
し
た
い
の
は
、「
み
る
」

こ
と
は
ま
ず
、
全
体
を
一
瞥
す
る
相
貌
的

な
イ
メ
ー
ジ
に
支
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

や
、
み
え
な
い
動
き
、
き
こ
え
る
は
ず
の

な
い
音
や
仮
想
世
界
を
も
積
極
的
に
「
み

一
瞥べ

つ

で
み
て
し
ま
う
価
値

発
想
の
「
の
り
し
ろ
」
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の
項
目
を
増
や
さ
ず
に
、
強
引
な
落
ち
着

き
先
を
選
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

て
、わ
ず
か
な
類
似
点
を
手
が
か
り
に「
わ

か
ろ
う
」と
す
る
の
が
、い
わ
ゆ
る「
比
喩
」

の
発
想
で
す
。「
み
る
こ
と
」が「
わ
か
る
」

に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
前

提
な
ら
ば
、
比
喩
の
発
想
は
「
わ
か
ら
な

い
」
も
の
を
「
わ
か
ろ
う
」
と
試
す
行
動

だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
わ

ざ
と
違
っ
た
「
み
か
た
」
を
期
待
す
る
と

き
の
「
遊
び
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。
前
者
は
、「
お
お
む
ね
〜
の
よ

う
な
」と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
、見
立
て（
直

喩
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
ま
す
。
一
方
後

者
は
、「
み
た
も
の
」
が
無
縁
だ
っ
た
も

の
に
喩
え
ら
れ
、「
〜
で
あ
っ
て
も
お
か

し
く
な
い
」
と
い
う
暗
示
に
富

ん
だ
イ
メ
ー
ジ
（
隠
喩
）
を
生

み
ま
す
。
隠
喩
的
な
発
想
は
、

半
分
人
間
で
半
分
魚
の「
人
魚
」

と
い
う
よ
う
な
、
見
た
目
に
も

斬
新
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
可
能
に

し
ま
す
。
古
く
は
「
こ
と
ば
の

彩
り
」
と
し
か
思
わ
れ
な
っ
た

比
喩
の
発
想
が
、
実
は
み
る
こ

と
独
自
の
「
わ
か
り
か
た
」
に

も
当
て
は
ま
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
す

（
山
梨
正
明
、
２
０
１
２
）。
新
た
な
も
の

が
「
み
え
て
く
る
」
想
像
力
、
経
験
に
裏

打
ち
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
誕
生
、
そ
の
両

者
を
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
み
る
信
念

が
、
こ
う
し
た
指
摘
の
拠
り
所
に
な
っ
て

い
ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
生
身

の
体
を
も
つ
私
た
ち
の
想
像
力
は
た
く
ま

し
く
、
か
つ
そ
れ
を
ご
く
当
然
に
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
日
わ
か
っ
て
き
た
の
は
、「
み
る
」

こ
と
と「
わ
か
る
」こ
と
の
間
に
、イ
メ
ー

ジ
を
じ
わ
り
と
現
像
す
る
中
間
工
場
が
あ

る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば

不
可
解
な
図
柄
で
も
、
感
覚
で
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
み
る
側

も
「
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
」
と
い

う
期
待
を
差
し
向
け
ま
す
。
こ
の
「
内
側

か
ら
出
動
す
る
期
待
」
と
「
外
か
ら
来
る

感
覚
」
が
合
流
す
る
地
点
で
イ
メ
ー
ジ
は

現
像
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
話
を

紹
介
す
る
美
術
史
家
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス

ベ
ル
ク
（
２
０
１
９
）
の
言
葉
を
借
り
る

と
、「
最
善
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
そ
こ
で
形

成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
イ

メ
ー
ジ
は
一
瞬
で
誕
生
す
る
の
で
は
な

く
、
申
し
分
の
な
い
も
の
に
な
る
た
め
の

「
前
庭
」
と
も
い
う
べ
き
熟
成
期
間
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
た
ち
の
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
は
そ

れ
ぞ
れ
な
の
で
、
目
立
っ
て
み
え
る
も
の

も
、
背
景
に
退
く
も
の
も
違
い
ま
す
。
そ

の
時
々
の
注
意
に
左
右
さ
れ
る
「
図
と
地

の
関
係
」
は
み
る
度
に
、
み
る
人
ご
と
に

異
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
が
出
合
う
表
現
は
、

共
有
す
る
習
慣
や
風
土
が
生
ん
だ
様
式
の

中
で
育
っ
た
も
の
で
す
。
異
な
る
解
釈
が

飛
び
交
う
多
声
的
な
対
話
も
そ
の
様
式
を

尊
ぶ
限
り
、
価
値
を
感
じ
る
も
の
に
な
る

は
ず
で
す
。
ま
た
、
そ
の
中
で
少
し
ず
つ

ず
れ
て
い
く
感
じ
方
が
あ
る
か
ら
こ
そ
議

論
は
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
品
の

よ
さ
も
ま
た
、
身
を
く
ぐ
っ
た
理
解
や
感

性
が
広
げ
る
語
り
の
中
で
、
わ
か
り
合
え

る
コ
ト
バ
に
な
る
の
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
「
み
る
」「
わ
け
る
」「
わ
か
る
」
ま
た

は
イ
メ
ー
ジ
が
「
育
つ
場
所
」
を
保
障
す

る
鑑
賞
題
材
で
は
、
ど
の
よ
う
な
子
ど
も

の
姿
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

か
。

　
も
ろ
も
ろ
の
感
覚
を
使
っ
て
「
み
る
」

力
は
、
造
形
遊
び
で
材
料
に
フ
ァ
ー
ス
ト

タ
ッ
チ
す
る
場
面
で
自
然
に
発
揮
さ
れ
て

い
ま
す
。
ひ
ね
る
、
や
ぶ
く
と
い
っ
た
技

で
、
世
界
を
捉
え
返
す
カ
ラ
ダ
の
逞
し
さ

を
実
感
し
ま
す
。
こ
う
し
た
機
会
を
造
形

遊
び
か
ら
独
立
し
た
鑑
賞
題
材
と
し
て
設

け
る
意
義
は
、
全
身
で
「
み
る
」
幼
児
体

験
を
増
幅
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
期
待
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

コ
ト
バ

期
待
に
満
ち
た
イ
メ
ー
ジ
工
場

み
え
る
つ
も
り
に
な
っ
て
み
る
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立
川 

泰
史

（
た
ち
か
わ 

や
す
し
）

東
京
家
政
学
院
大
学

准
教
授

参
考
書
籍

・�

市
川
浩
「〈
身
〉
の
構
造�

身
体
論
を
超
え
て
」
講
談
社

（
１
９
９
３
）

・�

上
村
博
「
芸
術
と
身
体
」
昭
和
堂
（
１
９
９
８
）

・�

山
梨
正
明
「
認
知
意
味
論
研
究
」
研
究
社
（
２
０
１
２
）

・�

カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
ベ
ル
ク
「
神
経
美
学
の
〈
前
形
態
〉」

坂
本
泰
宏
ほ
か
編
『
イ
メ
ー
ジ
学
の
現
在
』
東
京
大
学
出

版
会
（
２
０
１
９
）

・�

ホ
ル
ス
ト
・
ブ
レ
ー
デ
カ
ン
プ
「
イ
メ
ー
ジ
と
自
然
と
の

共
生�

ネ
オ
・
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
に
つ
い
て
考
え
る
」
坂
本
泰

宏
ほ
か
編
『
イ
メ
ー
ジ
学
の
現
在
』
東
京
大
学
出
版
会

（
２
０
１
９
）

見方が変わる・世界が変わる
～カラダとコトバで紡ぐ鑑賞～

　
他
方
で
、
無
縁
な
も
の
に
「
似
て
い
る

と
こ
ろ
」
を
見
つ
け
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て

い
く
遊
び
が
、
隠
れ
て
い
た
美
し
さ
を
探

る
感
じ
方
を
養
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご

く
身
近
に
あ
る
も
の
の
使
い
方
を
忘
れ
て

み
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
「
こ
と
」
が
「
み
え

て
く
る
」
こ
と
も
多
い
で
し
ょ
う
。
こ
う

し
た
鑑
賞
の
舞
台
に
の
せ
る
だ
け
で
、
無

縁
だ
っ
た
も
の
に
「
の
り
し
ろ
」
を
発
見

す
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。
た
と
え

ば
「
ご
っ
こ
」
遊
び
の
よ
う
に
、
嘘
を
承

知
で
結
び
つ
き
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
比
喩
的
な
発
想
の
振
り
幅
は
格
段
に

広
が
り
ま
す
。
な
ら
ば
、
身
近
な
も
の
の

似
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
、
思
い
つ
い

た
も
の
に
全
身
で
な
り
き
っ
て
み
る
と
い

う
題
材
で
も
、
カ
ラ
ダ
を
く
ぐ
っ
た
理
解

や
感
性
を
生
か
す
鑑
賞
と
し
て
成
り
立
つ

で
し
ょ
う
。

　
さ
ら
に
、
み
え
な
い
こ
と
を
照
ら
す
感

覚
や
記
憶
を
生
か
す
題
材
は
可
能
で
し
ょ

う
か
。

　
実
際
に
は
鳴
っ
て
い
な
い
音
や
匂
い
を

「
み
る
」
に
は
、
作
品
に
あ
て
が
わ
れ
た

思
想
の
枠
組
み
や
輪
郭
を
ぼ
か
す
勇
気
と

自
由
さ
が
望
ま
れ
ま
す
。
そ
の
原
動
力
に

な
る
の
が
、
形
や
色
、
イ
メ
ー
ジ
の
印
象

を
大
胆
に
鋳い

直
す
「
物
語
の
力
」
で
す
。

現
実
の
枠
を
超
え
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
力

を
生
か
し
て
自
分
の
感
じ
方
に
引
き
寄

せ
、
自
由
な
物
語
を
か
ぶ
せ
て
い
く
活
動

で
す
。
各
自
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
ト
ー
リ
ー

に
演
出
さ
れ
る
音
や
匂
い
を
登
場
さ
せ
る

活
動
は
、
感
じ
方
の
違
い
や
よ
さ
を
象
徴

す
る
コ
ト
バ
や
語
り
を
生
み
出
し
ま
す
。

一
方
で
は
、
そ
の
物
語
を
友
だ
ち
に
受
け

入
れ
て
貰
え
る
も
の
に
す
る「
誠
実
な
目
」

が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
高
学
年
の
子
ど
も
た
ち
は
、
隣

り
合
っ
た
も
の
の
違
い
や
重
な
り
を
容
易

に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
普
段
は

比
べ
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
が
並
ん
だ

と
き
、
子
ど
も
た
ち
は
分
析
的
な
眼
差
し

を
武
器
に
、
相
手
の
外
面
や
内
面
を
な

ぞ
っ
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
キ
ャ
ン

バ
ス
を
引
き
裂
い
た
よ
う
な
ル
ー
チ
ョ
・

フ
ォ
ン
タ
ナ
の
絵
画
作
品
と
ア
ル
ベ
ル

ト
・
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
細
長
い
人
物
彫

刻
が
並
ん
だ
と
き
、
子
ど
も
た
ち
に
は
何

が
「
み
え
て
く
る
」
の
で
し
ょ
う
か
。

　
比
べ
て
み
る
と
い
う
鑑
賞
方
法
は
、
作

品
の
出
自
に
か
か
わ
る
事
情
や
風
土
を
知

る
こ
と
に
も
興
味
を
高
め
ま
す
し
、
論
理

的
な
推
察
と
生
活
美
を
認
め
る
感
性
を
結

ぶ
こ
と
を
期
待
す
る
題
材
と
し
て
展
開
す

る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、

異
文
化
を
越
え
た
理
解
や
批
評
的
な
目
を

培
い
、
文
化
的
な
社
会
に
参
加
す
る
意
識

を
育
む
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
こ
ま
で
、
み
る
も
の
や
触
れ
る
も
の

の
目
を
借
り
て
味
わ
う
題
材
、
比
喩
や
物

語
に
よ
る
直
感
的
な
感
じ
方
を
生
か
す
題

材
、
造
形
的
な
特
徴
を
比
較
や
批
評
な
ど

を
用
い
て
読
み
解
く
題
材
な
ど
を
検
討
し

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
コ
ン
セ
プ
ト
を

端
的
に
い
え
ば
、
材
料
に
触
れ
「
つ
く
っ

て・み
る
」、
ひ
ら
め
い
た
も
の
に
「
な
っ

て・み
る
」、お
気
に
入
り
を
「
あ
つ
め
て・

み
る
」、
作
品
に
隠
れ
た
音
を
「
き
い
て・

み
る
」、
似
て
な
い
作
品
を
「
く
ら
べ
て・

み
る
」、異
文
化
の
主
題
を
想
像
し
「
し
っ

て
・
み
る
」
な
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
結
局
、「
み
る
」こ
と
は「
み
え
て
く
る
」

ま
で
楽
し
む
こ
と
、
自
他
の
企
て
や
遊
び

を
結
び
語
る
こ
と
に
没
頭
す
る
こ
と
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。そ
し
て
、カ
ラ
ダ
を
く
ぐ
っ

た
理
解
は
コ
ト
バ
の
カ
ー
ニ
バ
ル
を
通
し

て
、
鑑
賞
に
底
知
れ
ぬ
ス
リ
ル
と
喜
び
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
気
が
し
ま
す
。　
　

世
界
を
捉
え
返
す
カ
ラ
ダ

比
べ
る
と
、
み
え
て
く
る
　

知
ろ
う
と
す
る
と
わ
か
る
こ
と

鑑
賞
題
材
の
コ
ン
セ
プ
ト

物
語
る
コ
ト
バ
と
誠
実
な
目
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「う〜ん、比べてみるとどんな発見があるかな。」

友だちとどの作品を見比べようか相談中。

比
べ
て
み
る
・
は
な
す

特集 1

れ
る
。

　
そ
し
て
、そ
の
後
で
教
員
は
「
感
じ
と
っ

た
こ
と
」
へ
と
子
ど
も
の
視
野
を
広
げ
る

こ
と
が
大
切
だ
。
こ
こ
で
は
教
員
の
問
い

か
け
を
き
っ
か
け
に
し
て
も
よ
い
し
、
偶

然
「
感
じ
と
っ
た
こ
と
」
を
発
言
し
た
子

ど
も
の
言
葉
を
み
ん
な
で
掘
り
下
げ
る
の

で
も
よ
い
。
大
切
な
こ
と
は
、
子
ど
も
が

「
目
に
み
え
な
い
風
、
音
、
匂
い
等
の
五
感

を
働
か
せ
て
感
じ
る
こ
と
」「
自
分
の
過
去

の
経
験
と
結
び
つ
け
て
感
じ
る
こ
と
」「
想

像
を
広
げ
て
予
想
し
て
み
る
こ
と
」
だ
。

　「
こ
っ
ち
は
古
臭
い
感
じ
。
あ
っ
ち
は
派

手
で
新
し
い
感
じ
。」「
色
の
感
じ
が
和
風

と
洋
風
で
違
う
。」「
こ
っ
ち
は
、
知
っ
て

い
る
動
物
が
い
る
か
ら
現
実
の
世
界
。あ
っ

ち
は
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
見
た
こ
と
の
な

　
何
か
を
見
て
い
る
時
、
体
験
し
て
い
る

時
、
子
ど
も
は
常
に
興
味
と
い
う
ア
ン
テ

ナ
を
張
り
、目
の
前
の
も
の
が「
何
な
の
か
」

を
必
死
で
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
何

か
を
探
る
際
に
、「
比
べ
て
み
る
」
と
い
う

視
点
が
有
効
だ
。

　
人
は
対
象
を
観
察
す
る
際
に
無
意
識
に

「
同
じ
と
こ
ろ
」「
違
う
と
こ
ろ
」
を
探
し

て
い
る
。
高
学
年
の
子
ど
も
に
、
二
つ
の

隣
り
合
う
名
画
を
「
比
べ
る
」
と
い
う
視

点
を
与
え
る
と
、
目
の
前
に
提
示
さ
れ
て

い
る
二
つ
の
名
画
の
「
共
通
点
や
相
違
点
」

が
際
立
っ
て
み
え
て
く
る
。

　
ま
ず
は
「
形
」「
色
」
等
の
簡
単
な
こ
と

を
入
り
口
に
し
て
話
す
と
、
ど
ん
な
子
ど

も
で
も
話
し
や
す
い
雰
囲
気
に
な
る
。「
二

つ
と
も
赤
色
が
あ
る
ね
。」「
こ
っ
ち
は
丸

い
模
様
が
多
い
。
あ
っ
ち
は
カ
ク
カ
ク
し

た
線
で
か
か
れ
て
い
る
よ
。」
等
、
子
ど
も

は
「
み
え
た
も
の
」
に
つ
い
て
話
し
て
く
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い
動
物
が
い
る
か
ら
想
像
の
世
界
。」
と
、

子
ど
も
は
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
を
す
る
。
感

じ
と
っ
た
こ
と
を
自
由
に
発
言
で
き
る
よ

う
に
、
は
じ
め
は
ク
ラ
ス
全
体
で
対
象
物

を
比
べ
て
み
て
話
す
の
が
有
効
だ
が
、
慣

れ
て
き
た
ら
二
人
で
複
数
の
名
画
か
ら
ど

の
2
作
品
を
比
べ
る
か
相
談
し
、
比
べ
て

見
つ
け
た
こ
と
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
い

て
み
る
等
、
活
動
を
広
げ
て
い
く
こ
と
を

お
勧
め
す
る
。

　
私
が
子
ど
も
と
「
比
べ
て
み
る
」
こ
と

を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
一

つ
目
は
、「
比
べ
る
」
と
い
う
こ
と
は
対
象

同じ題材でも、クラスによって子どもの感じることはこんなにも違う。

「似ているところや違うところを探して書いてみよう。」

「二人で比べてみて、発見したことを発表しよう。」

奥
山 

美
香

（
お
く
や
ま 

み
か
）

東
京
都
板
橋
区
立

富
士
見
台
小
学
校

主
任
教
諭

物
を
単
体
で
み
る
よ
り
も
、
よ
り
新
た
な

発
見
が
あ
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
子
ど
も

は
対
象
作
品
の
「
共
通
点
や
相
違
点
」
を

見
つ
け
て
発
言
す
る
と
と
も
に
、
自
他
の

考
え
の
「
共
通
点
や
相
違
点
」
も
感
じ
て

い
る
こ
と
。
対
象
作
品
を
比
べ
、
自
他
の

考
え
を
比
べ
る
中
で
、
子
ど
も
は
自
分
と

い
う
「
個
」
を
よ
り
明
確
に
感
じ
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

見方が変わる・世界が変わる
～カラダとコトバで紡ぐ鑑賞～
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日
頃
見
慣
れ
た
風
景
。
そ
こ
に
は
普
段

な
ん
と
な
く
目
に
し
て
い
る
も
の
が
周
囲

に
溢
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
つ
も
と
は

違
う
見
方
・
感
じ
方
で
そ
れ
ら
と
向
き
合
っ

た
時
、
見
慣
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
の
中

に
、
今
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
い
ろ
い

ろ
な
特
徴
や
魅
力
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く

こ
と
が
で
き
る
。

　
小
学
校
3
年
生
で
鑑
賞
の
授
業
「
集
め

て
、な
ら
べ
て
マ
イ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」を
行
っ

た
。
校
庭
に
出
て
、
身
近
な
場
所
か
ら
気

に
入
っ
た
も
の
、
気
に
な
っ
た
も
の
を
集

め
て
、
空
き
箱
に
並
べ
る
活
動
で
あ
る
。

　
鑑
賞
は
視
覚
的
に
捉
え
る
活
動
だ
と
思

わ
れ
が
ち
だ
が
、
形
、
色
、
構
成
、
手
触

り
、
音
、
匂
い
、
量
感
、
質
感
等
、
さ
ま

ざ
ま
な
感
覚
を
働
か
せ
て
感
じ
取
っ
て
い

く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
た
に
感
じ

取
っ
た
も
の
を
こ
れ
ま
で
の
記
憶
と
重
ね

合
わ
せ
た
り
、
つ
き
合
わ
せ
た
り
し
な
が

小石の手触りを友だちと共有しながら集めている。

「
あ
つ
め
て
・
み
る
」
鑑
賞
の
授
業
か
ら

特集 2

ら
、
多
義
的
・
多
元
的
に
そ
の
も
の
を
認

識
し
て
、
自
分
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
。

　「
ツ
ル
ツ
ル
」「
ほ
ん
の
り
あ
っ
た
か
い
」

「
ゴ
ツ
ゴ
ツ
」「
冷
た
い
」
と
石
を
い
く
つ

も
集
め
て
い
る
子
、「
ふ
ん
わ
り
」「
重
い
」

と
重
さ
を
確
か
め
る
子
、
色
に
注
目
し
て

風
に
そ
よ
ぐ
黄
色
や
黄
緑
色
の
植
物
を
集
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子
ど
も
達
の
鑑
賞
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
ま
で
感
じ
て
い
た
も
の
と
は
違
う
側

面
を
引
き
出
し
、
自
分
で
意
味
づ
け
し
た

も
の
が
形
に
な
っ
て
い
く
。「
あ
つ
め
て
・

み
る
」
鑑
賞
は
自
分
の
表
現
を
展
開
し
て

い
く
起
点
に
な
っ
て
い
た
。

　
鑑
賞
は
視
覚
的
な
「
み
る
」
だ
け
で
は

な
く
、
多
様
な
感
覚
を
働
か
せ
て
感
じ
た

こ
と
と
こ
れ
ま
で
の
認
識
を
重
ね
合
わ
せ

る
中
で
、
新
し
い
見
方
が
生
ま
れ
て
く
る

統
合
的
な
「
み
る
」
行
為
で
あ
る
。
本
題

材
を
通
し
て
、
個
々
の
比
較
や
、
全
体
と

個
の
関
係
性
か
ら
、
自
分
の
視
点
で
集
め

「いいな」と感じたものの組み合わせや置く場所を何度も試している。

互いの作品を見合うことで、対象への捉えがより広がる。て
き
た
も
の
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
と
は
違

う
意
味
づ
け
を
し
、
自
分
の
表
現
が
開
か

れ
て
い
っ
た
子
ど
も
達
の
姿
が
見
ら
れ
た
。

　
図
工
の
時
間
の
子
ど
も
た
ち
の
対
象
へ

の
捉
え
は
、
記
憶
と
し
て
重
な
り
、
子
ど

も
の
世
界
の
認
識
を
実
感
を
伴
っ
て
深
め

広
が
る
も
の
で
あ
る
と
感
じ
た
。

た
と
き
に
、単
体
だ
け
で
は
気
づ
か
な
か
っ

た
よ
さ
や
美
し
さ
、
心
地
よ
さ
を
あ
ら
た

め
て
発
見
し
て
い
た
。

　
そ
う
し
て
集
め
て
き
た
も
の
と
も
の
と

の
響
き
合
い
を
考
え
な
が
ら
、
自
分
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
箱
に
盛
り
込
む
。

　
景
色
に
見
立
て
て
集
め
た
も
の
を
配
置

し
た
箱
、
数
種
の
フ
ワ
フ
ワ
し
た
感
触
を

味
わ
え
る
よ
う
に
し
た
箱
、
葉
を
皿
に
見

立
て
て
味
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
盛
り
つ

け
を
し
た
箱
、
内
側
と
外
側
で
飾
る
材
料

を
分
け
た
箱
。
子
ど
も
達
は
自
然
に
友
だ

ち
と
見
せ
合
い
な
が
ら
、
細
部
を
み
た
り
、

離
れ
て
全
体
を
み
た
り
、
触
っ
て
み
た
り

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
や
角
度
で
鑑
賞
し
、

互
い
の
見
方
を
共
有
し
て
い
た
。

　「
あ
つ
め
て
・
み
る
」
鑑
賞
に
よ
っ
て
、

個
々
へ
の
認
識
か
ら
全
体
の
捉
え
ま
で
、

め
て
い
る
子
。
子
ど
も
達
は
そ
れ
ぞ
れ
自

分
の
感
覚
を
働
か
せ
て
、「
い
い
な
」
と
感

じ
た
も
の
を
集
め
て
い
た
。
そ
し
て
あ
つ

め
て
・
み
た
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
見
直
し

見方が変わる・世界が変わる
～カラダとコトバで紡ぐ鑑賞～

河
野 

路

（
こ
う
の 

み
ち
）

東
京
都
東
村
山
市
立

南
台
小
学
校

主
任
教
諭
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「dear Me フェス！― 越境するアートとフクシから考える、子どもと私の豊かな学びの場―」
（東京都）、2018 年（左上とも）

 
じ
ゆ
う
に
、み
る

特集 3

　
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
、

だ
れ
か
の
着
古
し
た
衣
類

な
ど
を
縫
い
合
わ
せ
た
大

量
の
ぬ
い
ぐ
る
み
型
作
品

を
制
作
・
発
表
し
て
き
ま

し
た
。
今
か
ら
お
よ
そ
10

年
前
、
わ
た
し
が
い
た
美

術
の
世
界
に
は
、
作
品
の

前
に
『
手
を
ふ
れ
な
い
で

く
だ
さ
い
』『
立
ち
入
ら

な
い
で
く
だ
さ
い
』
な
ど

と
い
っ
た
禁
止
事
項
が
並

ん
で
い
て
、
作
品
の
前
に

立
つ
た
び
に
窮
屈
な
気
持

ち
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
体
験
か

ら
、
自
分
の
作
品
で
は
禁
止
事
項
を
全
て

な
く
そ
う
と
思
い
、
手
に
取
る
こ
と
が
で

き
る
、
自
由
に
体
験
で
き
る
作
品
を
発
表

し
て
い
ま
す
。

　
ひ
と
つ
の
も
の
が
完
成
し
た
と
き
、「
こ

の
形
は
〇
〇
に
似
て
い
る
。」「
こ
の
色
の

組
み
合
わ
せ
だ
っ
た
ら
△
△
に
見
え
る
。」

と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
く
っ
た
も

の
が
、
だ
れ
か
・
な
に
か
に
似
て
い
る
気

が
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
ひ
っ
か
か
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
分
も

個展「おすそわけの里をひらく」( 宮城県 )、2018 年 「ゼロダテ少年芸術学校 2018」( 秋田県 )、2018 年
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る
こ
と
を
い
つ
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　
は
じ
め
か
ら
何
も
決
め
な
い
と
い
う
制

作
方
法
は
、
自
由
す
ぎ
て
難
し
い
と
思
う

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ

こ
で
つ
く
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
て
は
、

何
も
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
わ
た

し
は
「
難
し
い
」
を
乗
り
越
え
る
た
め
に

も
つ
く
り
続
け
ま
す
。
そ
れ
は
新
し
い
ひ

ら
め
き
に
つ
な
げ
る
た
め
に
大
切
な
こ
と

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
れ
は
、「
楽

し
い
」「
う
れ
し
い
」「
お
も
し
ろ
い
」
体

験
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
こ
れ
ま
で
の
発
表
の
場
で
は
、
制
作
者

で
あ
る
わ
た
し
自
身
の
想
像
を
越
え
る
た

く
さ
ん
の
瞬
間
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
子
ど
も
達
は
手
に
し
た
も
の
に
名

前
を
与
え
て
使
い
方
を
考
え
た
り
、
も
の

同
士
を
組
み
合
わ
せ
て
新
し
い
な
に
か
を

つ
く
り
出
し
た
り
し
ま
す
。
な
に
か
の
イ

メ
ー
ジ
を
も
っ
て
つ
く
っ
て
い
な
い
も
の

で
も
、「
こ
れ
は
〇
〇
」「
こ
れ
は
△
△
」

と
新
た
な
名
称
や
想
像
も
し
て
い
な
か
っ

た
用
途
が
与
え
ら
れ
て
い
く
様
子
に
は
い

つ
も
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　
作
品
体
験
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
に
と
っ

て
特
別
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
た
し
の
作
品
の
中

で
は
自
由
に
過
ご
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

意
識
し
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
、
特
定
の
だ
れ
か
・
な
に

か
の
イ
メ
ー
ジ
に
寄
せ
て
制

作
し
て
い
た
か
ら
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　
わ
た
し
の
制
作
方
法
は
、

色
の
組
み
合
わ
せ
を
決
め
る

こ
と
は
な
く
、
形
も
決
め
な

い
の
で
型
紙
も
あ
り
ま
せ

ん
。
手
に
取
っ
た
布
の
上
に

ミ
シ
ン
の
針
を
自
由
に
走
ら

せ
て
、
縫
い
合
わ
せ
た
生
地

を
裏
返
し
て
綿
を
詰
め
た
瞬

間
に
、
自
分
で
も
想
像
し
て

い
な
か
っ
た
も
の
に
出
合
え

見方が変わる・世界が変わる
～カラダとコトバで紡ぐ鑑賞～

大
曽
根 

朝
美

（
お
お
ぞ
ね 

と
も
み
）

ア
ー
テ
ィ
ス
ト

作
品
を
身
体
に
巻
き
つ
け
て
街

を
練
り
歩
い
て
も
ら
う
、
作
品

を
道
ば
た
に
落
と
し
て
拾
っ
て

ま
た
別
の
場
所
に
落
と
し
て
も

ら
う
な
ど
、
鑑
賞
者
を
巻
き
込

む
方
法
で
作
品
を
展
開
し
て
い

る
。
２
０
１
８
年
に
個
展
「
お

す
そ
わ
け
の
里
を
ひ
ら
く
」（
仙

台
）
を
開
催
。
そ
の
他
「dear 

M
e 

フ
ェ
ス
！
」（
２
０
１
８
年
、

東
京
）、「
ゼ
ロ
ダ
テ
少
年
芸
術

学
校
２
０
１
８
」（
２
０
１
８
年
、

秋
田
）
な
ど
へ
出
展
。
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授業の役に立つ！              活用法

マインドマップで
考えをまとめよう

　図１は、「図画工作」教科書に載っている題材のタ
イトルです。子どもたちが、「自分が好きなことは
何かな？」ということを見つけやすくなるような板
書をイメージしていますね。このように、自分の考
えをマッピングすることは、子どもたちにとっても
大人にとっても意味があります。
　図２は、３年生が書いた「わたし」についてマッピ
ングしたときのメモです。このメモは書き足しや書
きかえもできます。図工でつくるもののメモとして
も、作文のメモとしても役に立ちます。

かきたいこと・
つくりたいことをみつける

　私は、電車で通勤しています。混雑した車内でも、
スマートフォンなら操作できます。今日の授業をど
うしようか、研究授業のアイデアをどうしようかと
マッピングを使ってメモをしています。アイデアメ
モを溜め続けて、日々の授業に活用しています。

授業のアイデアを
メモする

　使い慣れてくると、モニターにつなげて板書とし
て使うこともできます。手元のスマートフォンに書
き込むだけなので、子どもと対面しながら背中を見せ
ずに、板書ができます。音声入力もかなり正確に入
力できるようになったので利用しています。「先生、
その意見は、もう一つ上とくっつくよ」のような子ど
ものつぶやきでマップを変更するのも簡単です。図
３は、紙コップと透明カップにシールを貼って、カッ
プを重ねてずらした時の動きを見立てたものです。

板書として使う

図１　開隆堂出版「図画工作」教科書１・２年下
p.8「すきなことなあに」タイトル

図２　３年生児童のマッピングのメモ

図３　授業の板書に使ったマッピングのメモ

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

参考アプリ：「SimpleMind+」「XMind」
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　造形遊びが提唱された頃、パレットの絵の具を流すだけ

で、子ども達にとっては大きな意味があると言われていた。

また、今は影を潜めていったペースト状ののりを手にするこ

とは、その触感を味わうだけでも意義深い、と言われたこと

を思い出す。　

　低学年児童が紙工作をする場合、手っ取り早く接着したい

のか、やたらとセロハンテープを使う。造形として見た目の

美しさを考慮すると、その接着部分に違和感を感じていたこ

ともあったが、子どものつくりたいという思いを考えると、

これも許容範囲なのかもしれない。

  使用する素材や接着剤も、時代とともに多様化してきてい

る。手を汚したくない子どもが使うスティックのりもその一

つだ。そうした新しいものにチャレンジさせる中、古きよき

時代の素材に触れさせることも大切である。物があふれる時

代だからこそ、教える側が目的意識をもって、素材を選択し

て授業に臨むことは大切だと感じる。

　指導案に使う用語について、先輩の先生から教えていただ

　埼玉県熊谷市にある自宅から群馬県太田市の学校に通

う道中に、妻
め

沼
ぬま

聖
しょう

天
でん

山
ざん

歓
かん

喜
ぎ

院
いん

というお寺があります。お

寺は利根川より 1km ほど南に位置しています。本殿（国

宝）は有名ですが、“最近気になった”のは御本尊の秘仏

「御
み

正
しょう

体
たい

錫
しゃく

杖
じょう

頭
とう

（重文）」です。平成も最後の 31 年 4 月

に御本尊が 23 年ぶりに公開されました。公開前の 1 月に

私が本殿を拝観した際に、解説の方が一般の人にもわかり

やすく「ご本尊の秘仏はガネーシャ※です。」と教えてくれ

ました。日本のガネーシャはどのようなスタイルをしてい

るのだろう？　実は昨年度まで家族がバンコクに住んで

おり、頻繁に行き来していた私にとってガネーシャはよく

目にする身近な存在でした。昨年訪れたプランバナン寺院

（インドネシア）のそれも記憶に新しいところです。

　さて、実際に公開された御本尊を拝観してみると…、な

んと二体がハグをしているではありませんか。二度見どこ

ろか 5 回は振り返ってしまったことを覚えています。私

いたことも心に残っている。よく使われている「アルミ箔」。

正式には、「アルミニウム箔」と言い、「アルミホイル」は商

品名になる。話すときは、「ホッチキス」とよく言うが、表記

は「ホチキス」。普段使うときは「紙ガムテープ」と言うが、正

式には「クラフトテープ」。これらのことも意識するようにし

ている。

　造形は自由に行われるものであるが、生活を美しく豊かに

する働きをもっている。今後も美術文化を深めていけるよう

に、学習の充実を図っていきたい。

の勤務校は英語が公用語でインド出身の教師が在籍して

おり、彼ともよく話をします。彼はガネーシャが仏像とし

て日本のお寺に安置されているのを知って喜んでいまし

た。御本尊は秘仏のため、ウェブサイトで似ている画像を

彼に見せた時の「インドのよりスリムだね？」「色がない

の？」「二体は何をしているの？ 相撲？」といった気軽な

会話は、美術の形式的要素に満ちているので驚きです。密

教仏としての説明は、それぞれの文化的価値観を考慮して

省略しましたが、ガネーシャという入り口は私なりの仏像

彫刻の楽しみ方を広げてくれました。ちなみに本殿のレ

リーフは中国が舞台で、アジアの雰囲気が満載です。

　本校から比較的近い妻
め

沼
ぬま

聖
しょう

天
でん

山
ざん

歓
かん

喜
ぎ

院
いん

を用いて、国際

バカロレアの視点も入れた「日本でアジアを感じることが

できる美術の教材」にできな

いかなと、毎日のように利

根川を渡りながらアイデア

を温めています。

ガネーシャは日本にもいる！？

造形あれこれ

太田国際学園
ぐんま国際アカデミー中高等部
後藤 保紀（ごとう やすのり）

愛媛県西予市立城川小学校
池田 天（いけだ たかし）

※ガネーシャはヒンドゥー教の神の一柱。
　秘仏の歓喜天はガネーシャに起源をもつ。
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秋
田
県
立
近
代
美
術
館
は
、
１
９
９
４

年
4
月
20
日
、
県
南
部
の
横よ
こ

手て

市
に
開
館

し
、
今
年
25
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

広
く
人
々
に
親
し
ま
れ
る
美
術
館
を
目

指
し
、
展
示
事
業
を
始
め
、
仲な
か

町ま
ち

啓け
い

子こ

館

長
に
よ
る
館
長
講
座
、
講
演
会
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
コ
ン
サ
ー
ト

な
ど
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
収

集
事
業
で
は
、
近
代
以
降
の
優
れ
た
美
術

作
品
を
中
心
に
、
本
県
出
身
及
び
秋
田
ゆ

か
り
の
作
家
の
作
品
や
、
近
・
現
代
美
術

の
思
潮
を
た
ど
る
上
で
必
要
な
作
品
・
資

料
を
収
集
し
て
い
ま
す
。

　

当
館
は
、
県
内
の
伝
統
工
芸
や
食
文
化

な
ど
を
総
合
的
に
楽
し
め
る
施
設
「
秋
田

ふ
る
さ
と
村
」
の
敷
地
内
に
あ
り
、
東
に

は
奥お
う

羽う

山
脈
、
西
に
は
出で

羽わ

山
地
と
鳥

ち
ょ
う

海か
い

山ざ
ん

を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
か
ま
く
ら

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
入
口
と
空
を
映
す
巨
大

な
ガ
ラ
ス
壁
面
を
生
か
し
た
建
築
が
印
象

的
で
す
。
1
階
か
ら
5
階
へ
と
続
く
全
長

約
40
メ
ー
ト
ル
の
展
望
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

は
外
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら
移
動
す
る
こ

秋
田
県
立
近
代

美
術
館

開
館
25
周
年 

－

感
性
豊
か
な
美
術
風
土
の

形
成
を
め
ざ
し
て

－



17

と
が
で
き
、
特
に
子
ど
も
に
人
気
が
あ
り

ま
す
。

　
「
彫
刻
広
場
」、「
彫
刻
の
小
道
」、「
彫

刻
の
丘
」
な
ど
、
自
然
の
起
伏
を
利
用
し

た
野
外
展
示
ス
ペ
ー
ス
も
見
ど
こ
ろ
で
、

四
季
折
々
の
自
然
の
美
し
さ
を
感
じ
な
が

ら
身
近
に
32
点
の
彫
刻
作
品
を
鑑
賞
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
館
内
に
も
現
在
34
点

の
彫
刻
を
展
示
し
て
い
ま
す
（
展
示
替
え

あ
り
）。

　

横
手
盆
地
を
囲
む
山
々
を
一
望
し
な
が

ら
木
の
遊
具
で
遊
べ
る
７
階
の
キ
ッ
ズ

ル
ー
ム
も
人
気
で
す
。

〒 013-0064　
秋田県横手市赤坂字富ヶ沢 62 ー 46（秋田ふるさと村内）
　TEL： 0182-33-8855 　FAX：0182-33-8858
　Email：akitamma@rnac.ne.jp 　Twitter：@akitamma

開館時間：9:30〜17:00（入館は16:30まで）
休館日　：2019年12月29日〜12月31日 の3日間
　　　　　（年末休館）
　　　　　2020年1月14日〜1月23日の10日間
　　　　　（メンテナンス休館）
上記期間以外は、すべて休まずに開館しております。

秋田県立近代美術館

安
あん

藤
どう

泉
いずみ

　「好奇心」　1998 年　
（銅、真鍮、鍛金ステンレス骨組み    570.0 × 160.0 × 570.0㎝）

展望エスカレーター

キッズルーム

展示の様子
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多
彩
な
展
示
と
秋
田
蘭ら

ん

画が

出
前
事
業

秋田県立近代美術館

当
館
に
は
５
階
と
６
階
を
合
わ
せ
て

約
１
８
０
０
㎡
の
展
示
室
が
あ
り

ま
す
。
独
自
の
企
画
、
他
美
術
館
・
諸
団

体
と
の
共
催
に
よ
り
、
広
く
内
外
の
美

術
を
特
色
あ
る
テ
ー
マ
で
展
示
し
て
い

ま
す
。
収
蔵
品
は
現
在
２
︐７
２
０
点
で
、

２
０
１
９
年
度
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」
で

は
テ
ー
マ
を
変
え
な
が
ら
年
４
期
の
展
示

を
開
催
し
て
い
ま
す
（
展
示
替
え
あ
り
）。

　

特
筆
す
べ
き
は
「
秋
田
蘭
画
」
で
す
。

江
戸
時
代
中
期
、
秋
田
藩
主
、
藩
士
ら
が

遠
近
法
や
陰
影
法
な
ど
、
西
洋
絵
画
の
技

当
館
の
あ
る
県
南
地
域
か
ら
遠
距
離

に
あ
る
地
域
の
方
々
に
も
所
蔵
品

を
鑑
賞
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
各
地
域

へ
出
向
い
て
の
出
前
展
示
や
講
座
、
県
立

図
書
館
と
の
連
携
事
業
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

法
と
中
国
由
来
の
写
実
的
な
表
現
を
融
合

さ
せ
た
作
品
群
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
近

景
を
拡
大
し
、
遠
景
を
小
さ
く
、
か
つ
細

密
に
描
く
独
特
の
構
図
、
奥
行
き
の
あ
る

空
間
表
現
な
ど
が
特
徴
的
で
す
。
コ
レ
ク

財
）
な
ど
の
秋
田
蘭
画
を
無
料
で
鑑
賞
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

秋
田
藩
角か
く
の

館だ
て

に
生
ま
れ
た
直
武
は
、

本
草
学
者
・
平ひ
ら

賀が

源げ
ん

内な
い

に
才
能
を
見
出
さ

れ
、
江
戸
に
派
遣
さ
れ
た
後
、
西
洋
画
法

を
学
ん
だ
人
物
で
す
。
杉す
ぎ

田た

玄げ
ん

白ぱ
く

ら
に
よ

る
日
本
初
の
西
洋
医
学
書
の
本
格
的
な
翻

訳
『
解
体
新
書
』
の
図
を
描
い
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

シ
ョ
ン
展
で
は
、
秋

田
蘭
画
の
中
心
的
な

描
き
手
、秋
田
藩
士
・

小お

田だ

野の

直な
お

武た
け

に
よ
る

《
不
し
の
ば
ず
の忍

池い
け

図ず

》《
唐と

う

太た
い

宗そ
う

花か

鳥ち
ょ
う

山さ
ん

水す
い

図ず

》

（
と
も
に
重
要
文
化

雨
あめの

宮
みや

敬
けい　こ

子　「想
そう

秋
しゅう

」　1989 年 
（ブロンズ／高さ 180.0㎝）

小田野直武　「唐太宗花鳥山水図」　1770 年代　
（絹本着色軸装（３幅対）／各 122.0 × 44.5㎝）　国重要文化財
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美
術
館
に
行
っ
て
み
よ
う　

美
術
館
の

セ
カ
ン
ド
ス
ク
ー
ル
的
利
用 

当
館
で
は
未
就
学
児
、
小
・
中
学
生
、

中
学
生
以
上
一
般
を
対
象
に
全
部

で
７
つ
の
美
術
館
教
室
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
未
就
学
児
対
象
の
教
室
で
は
、
造
形

作
品
と
し
て
形
に
残
す
こ
と
を
目
的
と
し

な
い
「
遊
び
」
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

秋
田
県
で
は
、
教
育
施
設
等
の

セ
カ
ン
ド
ス
ク
ー
ル
的
利
用

の
促
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。
教
育
施

設
の
セ
カ
ン
ド
ス
ク
ー
ル
的
利
用
と

は
、
教
育
施
設
等
の
人
的
・
物
的
機

能
を
十
分
に
活
用
し
、
学
校
と
教
育

施
設
等
が
一
体
と
な
っ
て
、
郷
土
の

自
然
や
文
化
と
の
ふ
れ
あ
い
体
験
・

共
同
生
活
体
験
、
各
教
科
や
総
合
的

な
時
間
等
の
取
り
組
み
を
複
合
的
に

実
施
す
る
利
用
方
法
を
い
い
ま
す
。

小
・
中
学
校
、
高
校
の
み
な
ら
ず
、

幼
稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園

に
も
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
物
の
美
術
作
品
と
出
会
う
体

験
、
美
術
館
な
ら
で
は
の
空
間
で
学

ぶ
よ
さ
を
ふ
ま
え
、
鑑
賞
や
制
作
体

　

夢
中
に
な
っ
て
楽
し
み
、
十
分
に
満
足

感
や
充
実
感
を
味
わ
え
る
よ
う
な
ロ
ー

ラ
ー
遊
び
、
土
粘
土
遊
び
な
ど
、
子
ど
も

の
活
動
の
根
幹
を
支
え
る
教
室
を
展
開
し

て
い
ま
す
。

験
、
探
求
・
職
業
体
験
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
「
ふ
れ
ん
ど
り
ー
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
は
、

子
ど
も
た
ち
の
作
品
展
示
や
教
員
の
美
術

教
育
実
践
発
表
の
場
と
し
て
、
ま
た
、
美

術
館
教
室
講
師
の
作
品
展
示
、
横
手
市
増

田
ま
ん
が
美
術
館
と
の
連
携
展
示
な
ど
、

多
様
な
鑑
賞
体
験
・
交
流
の
場
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
文
・
写
真
提
供　

秋
田
県
立
近
代
美
術
館
）
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［ 小 学 校 ］
教 材 研 究
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自分を守る鬼瓦をつくろう
東
ひがし

 奈
な

美
み

子
こ

　熊本県熊本市立健
けん

軍
ぐん

小学校 工作
年 生
6

時 間
4

「鬼瓦」のいわれを学び、自分を守る鬼について想像した
り、考えたりして表したいものを工夫してつくり出す力
を培う。

題材のねらい

粘土板、粘土べら、竹ぐし、新聞紙、布、タオル、テラコッ
タ粘土（一人 1.5 ～ 2㎏、厚さが均等になるように準備）

用具・材料

鬼瓦に関心をもつとともに、粘土の特性を知り表現す
ることを楽しむ。

関

古来より日本に伝わる鬼瓦について学び、自分を守る
「鬼」の表現を考える。

発

粘土の可塑性を生かして、指先や粘土べらなどの用具
の使い方を工夫して表す。

創

鬼瓦の実物を鑑賞し、表し方について学ぶ。また、子
ども同士の作品のよさを味わう。

鑑

評価の観点
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教 材 研 究

21

び
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
鬼
瓦
を
題
材
に
、
他
教
科
と
関

連
さ
せ
な
が
ら
、
身
近
で
日
常
に
溶
け
込
ん
で
い
る
伝

統
文
化
を
学
び
、
造
形
活
動
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
国
語
と
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
校
区
の
環

境
に
つ
い
て
調
べ
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、

日
本
家
屋
が
減
っ
て
き
た
こ
と
や
屋
根
瓦
に
つ
い
て
興

味
・
関
心
を
も
ち
ま
し
た
。

　
次
に
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
を
招
き
、
本
物
の
鬼
瓦

を
鑑
賞
し
、
自
分
の
思
い
を
込
め
た
鬼
瓦
の
構
想
を
考

え
ま
し
た
。
鬼
瓦
職
人
の
か
た
か
ら
も
ビ
デ
オ
メ
ッ

本
題
材
は
、
図
画
工
作
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、

国
語
、
道
徳
と
横
断
的
な
学
習
を
行
う
こ
と
で
、

日
本
古
来
よ
り
願
い
を
鬼
瓦
に
表
す
人
々
の
思
い
や
考

え
を
学
び
、鬼
瓦
の
形
や
美
し
さ
に
つ
い
て
感
じ
取
り
、

自
分
の
願
い
を
テ
ラ
コ
ッ
タ
粘
土
を
用
い
て
鬼
瓦
の
形

で
表
現
す
る
も
の
で
す
。

　
鬼
瓦
は
、
古
来
よ
り
家
を
守
る
魔
除
け
と
し
て
家
に

備
え
つ
け
ら
れ
る
瓦
で
す
。
城
に
は
、
鬼
瓦
の
一
種
で

あ
る
「
鯱

し
ゃ
ち
ほ
こ」

が
備
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
熊
本
地
震
で

は
、
熊
本
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
熊
本
城
も
罹
災
し
、

大
天
守
閣
６
階
の
瓦
が
落
ち
、「
鯱

し
ゃ
ち
ほ
こ」も

破
損
し
ま
し
た
。

２
０
１
８
年
の
秋
、
鬼
瓦
職
人
の
か
た
が
熊
本
城
の

「
鯱

し
ゃ
ち
ほ
こ」
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
報
道
が
あ
り
話
題
を
呼

セ
ー
ジ
を
頂
き
、
鬼
瓦
の
歴
史
に
つ
い
て
学
び
を
深

め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
テ
ラ
コ
ッ
タ
粘
土
で
自
分
を

守
る
鬼
瓦
を
製
作
し
ま
し
た
。

　
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
家
を
守
る
鬼
瓦
と

い
う
瓦
を
、
構
想
図
を
か
く
こ
と
で
自
分
を
守
る
瓦

と
し
て
表
す
こ
と
を
意
識
し
、
自
分
の
思
い
を
表
現

す
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
構
想
図
を
か

い
た
こ
と
で
、
そ
れ
を
も
と
に
し
な
が
ら
手
早
く
粘

土
の
造
形
活
動
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
子
ど
も
達
は
、
目
や
鼻
な
ど
の
パ
ー
ツ
を
部
品
の

よ
う
に
つ
け
た
が
り
ま
す
が
、目
や
鼻
や
角
な
ど
は
、

土
台
の
粘
土
か
ら
ひ
ね
り
出
す
よ
う
に
指
導
し
ま
し

た
。

　
完
成
し
た
鬼
瓦
は
、
校
内
造
形
展
で
全
校
児
童
に

鑑
賞
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
展
覧
会
で
は
、
鬼
瓦
に

込
め
た
意
味
に
つ
い
て
簡
単
な
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
も
準

備
し
ま
し
た
。

　
他
教
科
と
関
連
づ
け
て
、
日
本
の
伝
統
や
日
常
に

溶
け
込
ん
だ
美
、
ま
た
、
伝
統
を
支
え
る
人
々
の
生

き
方
に
つ
い
て
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ま
す
。

学 習 の 流 れ

①
鬼
瓦
の
実
物
を
鑑
賞
す
る
。

②
「
自
分
を
守
る
鬼
瓦
」
に
つ
い
て
構

想
す
る
。

③
粘
土
で
表
す
。

④
作
品
発
表
と
鑑
賞
会
で
互
い
の
作

品
の
よ
さ
や
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ

う
。
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ディベート
ーー芸術の価値とは何かーー

菅
すが

原
わら

 由
ゆ

美
み

子
こ

　宮城県大崎市立古川中学校
鑑賞

年 生
3

時 間
3

オークションのニュースを糸口に、ディベートの手
法を使って芸術の価値や社会の中での芸術の役割に
ついて考える。

題材のねらい

タイマー、ワークシート、立論シート、ムンク作品図版、
サザビーズニュース記事、数種類のムンク画集、数種類
のムンク展カタログ等文献

用具・材料

作品の成り立ちについて興味をもち、作品の価
値について考えることを通して社会の中で芸術
が果たす役割について関心をもつ。

関

形や色彩などの作品を成立させる表現方法につ
いて読み取り、批評し合うことによって芸術作
品の価値について考える。

鑑

評価の観点

最終反論の場面
「この作品はバブル時代のピカソよりも評価された
ことになる。それはなぜか？」

作品を理解するためには、みんなで一度ムンクの
パステル画を描いてみるとわかりやすい。

［ 中 学 校 ］
教 材 研 究
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学 習 の 流 れ

①
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
方
法
に
つ
い
て
知
る
。

②
抽
選
で
主
張
す
る
立
場
を
決
定
す
る
。

③
調
査
①
ム
ン
ク
の
作
品
を
分
析
す
る
。

　
　
②
作
品
の
背
景
や
生
き
方
を
知
る
。

　
　
③
他
作
品
と
の
比
較
や
資
料
調
査
。

④
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
立
論
す
る
。

⑤
デ
ィ
ベ
ー
ト
す
る
。

①
肯
定
側
立
論
　
②
否
定
側
立
論

③
作
戦
タ
イ
ム
　
④
質
疑
応
答

⑤
作
戦
タ
イ
ム
　
⑥
否
定
側
反
論

⑦
肯
定
側
反
論

⑥
授
業
の
振
り
返
り
を
行
う
。

ん
の
情
報
か
ら
必
要
な
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
そ

れ
を
系
統
的
に
整
理
し
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
活
発
な
言
語
活
動
が
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
か

ら
で
す
。

　
抽
選
で
与
え
ら
れ
た
立
場
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
を
編

成
し
て
い
る
の
で
、
個
人
の
考
え
を
一
旦
棚
上
げ
し
て

先
入
観
を
捨
て
て
調
査
を
し
、
話
し
合
い
に
よ
っ
て
立

論
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
相
手
の
立
場
の
主
張
を
論

破
す
る
た
め
に
は
、
相
手
側
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
論
の

根
拠
と
な
る
も
の
を
資
料
か
ら
探
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
論
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
作
品
を
構
成
す
る

形
や
色
な
ど
の
造
形
的
な
特
徴
や
画
家
と
し
て
の
生
き

方
、
他
の
画
家
と
の
違
い
、
芸
術
の
値
段
と
価
値
の
関

「
サ
ザ
ビ
ー
ズ
で
ム
ン
ク
の
『
叫
び
』（
パ
ス
テ

ル
画
）
が
96
億
円
で
売
れ
た
。」
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
も
と
に

「
96
億
円
の
価
値
が
あ
る
／
価
値
が
な
い
」
と
い
う
二

つ
の
立
場
で
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
形
式
を
使
っ
て
話
し
合
う

鑑
賞
題
材
で
す
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
手
法
を
鑑
賞
に
取
り

入
れ
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
生
徒
が
主
体
的
に
た
く
さ

情
報
の
正
確
さ
を
判
断
し
な
が
ら
取
捨
選
択
す
る
に

は
膨
大
す
ぎ
る
と
考
え
た
の
で
、
あ
く
ま
で
補
助
的

に
使
う
よ
う
に
指
示
し
ま
し
た
。

　
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
方
法
は
競
技
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
も
と

に
し
ま
し
た
が
、
競
技
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
あ
る
審
判
は

設
定
せ
ず
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
終
結
場
面
で
は
授
業
を

振
り
返
っ
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。
自
分
の
考
え
を
離
れ
て
チ
ー
ム
と
し
て
論
を

展
開
し
論
争
し
合
っ
た
後
に
、
静
か
に
も
う
一
度
自

分
の
考
え
に
戻
っ
て
整
理
す
る
こ
と
で
思
考
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
鑑
賞
す
る
授
業
は
他
の
テ
ー
マ
で

も
試
み
て
い
る
の
で
す
が
、
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
と

き
に
対
立
項
と
し
て
話
し
や
す
い
、
何
を
争
点
に
し

た
い
の
か
が
明
確
に
な
る
題
材
を
選
ん
で
い
ま
す
。

係
や
ズ
レ
、
芸
術

の
意
味
、
芸
術
が

社
会
で
果
た
す
役

割
な
ど
多
岐
に
わ

た
り
ま
す
。
今
回

の
資
料
は
ネ
ッ
ト

検
索
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
数
種

類
の
画
集
や
カ
タ

ロ
グ
を
使
い
ま
し

た
。
ネ
ッ
ト
検
索

は
検
索
結
果
に
左

右
さ
れ
や
す
く
、

「ネガティブな感情もあるのが人間で、それは表現としてマイナスでは
ない。」相手チームの立論から質疑を経て、相手チームへの鋭い反論を
考える。

作戦タイムでは何度も各班の立論を振り返って話し合う。

教 材 研 究
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展示の準備はもちろん生徒たちも行います。安
全に展示できるように脚立を使うときは三人
で役割を分担しました。

プロジェクタを使って授業の様子
を展示しました。授業風景の写真
を続けて映し、アニメーションの
ようにつくりました。

平面作品を吊るして展
示しています。空間の
有効活用です。

Exhibition
Pick Up

展覧会
レポート

多目的室を使って美
術科の展覧会を行い
ました。
一年間の集大成です。
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