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AR T  E S S A Y

私 の 心 旅

　私は自然が大好きです。よく海や山へ出かけたり、
知らない国へ旅したりします。その時に出合う風景や
人、食べ物、空気の状態など、全身で感じて吸収する
のが好きです。
　私が制作するとき大切にしていることは、素直な心
で自由に楽しむこと。心も身体も軽やかにして、描い
ています。少し旅するのに似ていますね。
　では、描いてみましょう。今日の気分で好きな色を
選び、スタートです。ぱっと広がるブルー、ドキッと
する青さです。いつか行った海を思い出します。隣に
ターコイズブルーを置いてみると、私の耳の中に波音
が聞こえてきて、あっという間に海へ旅してしまいま
す。冷たい水、海からの風、さらさらの砂、記憶にあ
る自然との対話が始まり、派手なパラソルの花、耳が
ぶーんとなる水の中、息を詰めて見た泳ぐ魚…。現実
は色を選び、描いているのですが、私の頭の中は記憶
にある自然を旅しています。そうして写し取った世界
は理想郷の海ではなく、私の記憶にあるいくつものリ
アルな海となります。
　たまたま海の話をしましたが、雨や花、食べ物など
選ぶ色によって心が旅する場所はさまざまです。過ぎ
去った体験をもう一度見直し、大切なものを選んでい

くことで自分の自然観が確立していき、現在と過去が
重なっていくことがおもしろくってやめられないので
す。そうした行為は私にとってはとても必要で、浄化
してくれているようです。
　私はよく空間に大きく広げる作品をつくります。制
作した小さなパーツを使って展示会場で仕上げます。
ある程度のことは決めていますが、現場でラストの大
制作が始まります。長い時間とパワーを使った小さな
作品達、緊張と集中、時間差のない全力の世界です。
そうして仕上がった作品を眺める瞬間がたまらないほ
どの快感なのです。見渡して、包まれて、納得して、
等身大の自分を知ります。切り取り、つなげた世界は、
私がいとおしくてつなぎとめておきたい日常の大切な
ものばかり。一つ一つは決して特別ではないのです
が、たくさんになることで怖いほどのパワーとなるの
です。今の私はどうだろうか？　きちんと生きている
のだろうか？　それを確かめたいという好奇心で私の
作品はできているのだと思います。
　人は仕事であったり、母であったり、その人の立つ
位置で自分を振り返りながら生きていると思います。
私はたまたま美術だったのです。かけ離れた世界では
なく、共感できる作品になっていると信じています。

吉
よし

田
だ

 佳
か

寿
ず
（美術作家）

32 歳で美術専門学校に入学し、美術活動を始める。無数の円
を色彩豊かに描いた作品等、色を基調とした作品を多数手掛け
る。昨年、個展「ミラクル流星群 2012」を開催した。
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太古の昔、人は洞窟に絵を描き、仲間とのコミュニケーションを図った。
そして、現在、大都市では、建物も近未来を象徴するかのような造形に変わり、

ショーウィンドウを埋める色彩も流行や季節の変化を感じさせる。
「かわいい」をキーワードとする視覚文化もすっかりと定着してきた。
造形活動に込められた思いは、時代や文化が違っても万人を共感させ、

豊かな生活を求めてきた歴史は今も昔も変わることがない。
人はどのような形に惹

ひ
かれ、どのような色を好むのか、

幼い時から造形教育で培われてきた美的感性や、形や色への感覚は、
空気と同様に普段意識されることがない。

しかし、生きていく上で、なくてはならない力として我々の中に深く存在する。
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感じる力、
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子
ど
も
時
代
に
あ
っ
た
能
力
が
大

人
に
な
る
に
つ
れ
薄
れ
て
い
く
こ
と

は
よ
く
あ
る
。
例
え
ば
、
直
感
力
な

ど
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
美
術
館
に
勤

務
し
て
い
た
時
、
子
ど
も
が
抽
象
的

な
作
品
の
意
味
を
見
事
に
言
い
当
て

る
場
面
に
何
度
も
出
合
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
直
感
的
に
物
事
を
見
通
す
力

は
歳
を
重
ね
る
に
従
い
、
徐
々
に
失

わ
れ
て
い
く
よ
う
な
気
が
す
る
。
学

習
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
知
識
が
邪

魔
を
し
て
素
直
に
作
品
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
。
だ
が
、

こ
の
変
化
が
大
人
に
な
る
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。

　
美
術
は
自
己
と
向
き
合
い
、
深

く
考
え
る
教
科
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

に
身
に
つ
け
た
知
や
、
感
覚
を
総
動

員
し
て
考
え
、
自
分
自
身
に
責
任

を
も
っ
て
判
断
を
下
し
、
表
現
し
て

い
く
教
科
で
あ
る
。
新
た
な
価
値
や

作
品
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
は
そ

う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
情
動
的
に

感
覚
の
赴
く
ま
ま
の
表
現
も
、
ま
た

オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
に
よ
る
偶
然
性
に

よ
っ
て
で
き
た
表
現
も
、
美
術
表
現

に
昇
華
さ
せ
て
い
く
に
は
、
表
現
す

る
前
に
、
ま
た
は
後
付
け
で
、
作
品

が
意
味
す
る
意
味
を
見
出
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
意
味
が
な

い
こ
と
が
意
味
だ
」
も
含
め
）。
さ

ら
に
芸
術
表
現
に
至
っ
て
は
意
図

的
、
継
続
的
、
連
続
的
な
表
現
行
為

と
な
り
、
子
ど
も
の
表
現
に
お
け
る

偶
然
性
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
く

る
。

　
こ
の
よ
う
な
大
人
の
芸
術
は
と
も

か
く
、
子
ど
も
に
お
い
て
も
創
造
行

為
と
は
、
つ
く
っ
た
り
見
た
り
す
る

こ
と
を
通
し
て
確
か
め
た
り
、
発
見

し
た
り
、
ま
さ
に
実
験
を
行
っ
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
、
必
ず
考
え
る
と

い
う
行
為
は
付
随
す
る
も
の
で
る
。

　
さ
て
、
話
を
直
感
に
戻
す
と
、
直

感
力
は
大
人
に
な
る
に
従
い
失
わ
れ

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
大
人
に

な
っ
て
も
子
ど
も
の
時
の
直
感
力
は

そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
子
ど
も
時
代
、
感
性
に

頼
っ
て
生
き
て
き
た
私
た
ち
は
、
成

長
す
る
に
つ
れ
知
識
を
得
て
、
あ
る

時
か
ら
物
事
の
判
断
の
優
位
性
が

そ
れ
ま
で
の
感
覚
に
基
づ
く
判
断
か

ら
、
知
識
や
経
験
を
基
盤
に
し
た
知

覚
の
判
断
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は

子
ど
も
時
代
の
感
性
を
忘
れ
て
い
る

だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
小
学
校
で
は
「
感

性
を
働
か
せ
な
が
ら
」、
中
学
校
で

は
「
感
性
を
豊
か
に
し
」
と
、
学
習

指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
教
科
目
標
の

感
性
に
関
わ
る
文
言
が
変
わ
る
の
も

理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
図
画

工
作
・
美
術
の
役
割
と
し
て
、
子
ど

も
時
代
に
輝
い
て
い
た
感
性
を
維
持

し
つ
つ
、
さ
ら
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
、

い
か
に
大
人
の
感
性
（
直
観
）
に
つ

な
い
で
い
く
か
が
重
要
な
仕
事
の
一

つ
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
。

　「
感
性
を
育
て
る
」
と
い
う
学
び

は
、
実
は
そ
う
た
や
す
く
な
い
。
感

性
は
個
々
の
人
間
に
備
わ
っ
た
個
人

的
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
知
識
は

す
べ
て
の
人
間
が
共
有
で
き
る
概
念

だ
。
美
術
教
育
は
感
性
に
基
づ
く

個
人
的
な
体
験
を
充
実
さ
せ
、
他
の

人
々
と
の
交
流
に
よ
っ
て
自
分
自
身

の
感
じ
方
を
確
認
し
、
共
有
で
き
る

美
や
価
値
を
発
見
し
た
り
、
自
分
ら

し
さ
を
発
見
し
た
り
し
て
い
く
活
動

と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
教
師
と
生

徒
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な

視
点
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

両
者
間
に
お
い
て
は
価
値
観
の
優
劣

は
つ
か
ず
、
感
じ
る
こ
と
や
美
的
な

感性と批評
武蔵野美術大学 教授　　三

み
澤
さわ

 一
かず

実
み

子
ど
も
の
感
性

教
師
の
役
割
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理想的な状況

判断の優位性

大人の感性

子どもの感性

大人の感性

知識や概念

知識や概念
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価
値
観
に
お
い
て
は
全
く
平
等
で
あ

る
と
い
う
原
則
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
が
学
校
で
は
な
か
な
か
そ

う
は
い
か
な
い
。
教
師
は
学
校
と
い

う
教
育
シ
ス
テ
ム
の
中
で
子
ど
も
た

ち
を
い
か
に
社
会
に
適
合
さ
せ
て
い

く
か
、
そ
の
た
め
の
知
識
や
態
度
を

指
導
し
育
て
る
の
が
仕
事
で
あ
る
。

特
に
中
学
校
の
美
術
科
教
員
は
他
の

教
科
に
比
べ
内
面
性
を
扱
う
教
科
の

特
性
と
し
て
、
個
（
内
面
性
）
と
社

会
（
公
共
性
）
と
い
う
人
間
の
内
と

外
と
の
、
相
反
す
る
と
も
言
え
る
指

導
を
一
人
の
教
員
が
行
う
ジ
レ
ン
マ

を
抱
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
価
値
観
の
平
等
を
考
え
る
と
、
授

業
で
は
子
ど
も
と
対
等
な
パ
ワ
ー
バ

ラ
ン
ス
を
保
っ
た
上
で
、 

単
に
技
術

指
導
に
終
始
せ
ず
、 

価
値
観
を
ぶ
つ

か
り
合
わ
せ
、
戦
わ
せ
る
必
要
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
美
術
の
時
間
は
、
教

師
自
身
が
子
ど
も
と
対
等
に
な
れ
る

資
質
や
能
力
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
た

め
に
も
、
子
ど
も
た
ち
の
み
ず
み
ず

し
い
感
性
に
太
刀
打
ち
（
対
峙
）
で

き
る
大
人
の
感
性
を
身
に
つ
け
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
芸
術
理
解
は
体
験
を
通
し

て
で
し
か
身
に
つ
か
な
い
と
考
え
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
表
現
も
芸

術
鑑
賞
も
、
い
た
っ
て
個
人
的
な
体

験
で
あ
り
、
そ
の
積
み
重
ね
が
芸
術

の
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
学
校
教
育
で
は
子
ど
も
の

頃
の
本
能
的
な
感
性
を
、
学
習
に

よ
っ
て
身
に
つ
け
た
概
念
で
覆
い
隠

さ
な
い
よ
う
に
、
い
か
に
体
験
を
積

み
重
ね
て
い
く
か
。
そ
し
て
さ
ら
に

は
、
自
ら
の
芸
術
体
験
を
言
語
化
し

た
り
意
識
化
し
た
り
し
な
が
ら
、
子

ど
も
の
感
性
か
ら
大
人
の
感
性
に
変

容
さ
せ
て
い
く
か
。
す
な
わ
ち
成
長

と
い
う
不
断
の
生
に
合
わ
せ
て
感
性

の
育
み
方
を
変
化
さ
せ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
発
達
過
程
に
お
け
る
学
び
の
連
続

性
で
あ
る
。
感
性
の
変
容
は
恐
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
一
生
に
必

要
な
変
化
と
し
て
捉
え
育
む
必
要
が

あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
大
人
の
作
品
鑑

賞
で
は
必
要
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
た

知
識
が
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る

こ
と
に
重
要
な
働
き
を
す
る
。
こ
の

と
き
に
知
識
と
感
性
は
補
完
関
係
に

あ
り
、
相
互
に
強
化
し
合
う
。
私
た

ち
は
成
長
と
と
も
に
、
身
に
つ
け
た

概
念
や
人
生
経
験
を
通
し
て
得
た
知

を
も
と
に
、
さ
ら
に
作
品
を
豊
か
に

見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
大
人
の
感
性
を
育
む

た
め
に
は
、
作
品
を
構
成
し
て
い
る

形
や
色
彩
な
ど
、
そ
の
造
形
要
素
が

も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
を
理
解
す
る
こ

と
も
重
要
で
あ
る
。
私
た
ち
は
造
形

的
な
形
や
色
が
も
つ
性
格
や
イ
メ
ー

ジ
を
も
と
に
、
造
形
的
な
批
評
力
を

発
揮
し
、
作
品
鑑
賞
を
深
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
学
習
指
導
要

領
に
示
さ
れ
た
〔
共
通
事
項
〕
で
あ

る
。
子
ど
も
の
無
邪
気
な
感
性
は
、

体
験
を
積
み
重
ね
て
行
く
中
で
徐
々

に
造
形
言
語
を
意
図
的
に
扱
え
る
よ

う
に
変
化
し
、
意
図
を
も
っ
て
表
し

た
り
、
読
み
解
い
た
り
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
蓄
積
が
大
人

に
な
っ
た
と
き
の
芸
術
理
解
に
つ
な

が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
昨
年
10
月
末
に
学
生
と｢

旅
す
る

ム
サ
ビ
」
で
上
海
に
行
っ
て
き
た
。

ち
ょ
う
ど
尖
閣
問
題
に
端
を
発
し
た

反
日
デ
モ
の
1
か
月
後
で
あ
る
。
幸

い
反
日
的
な
場
面
に
は
出
遭
わ
ず
、

む
し
ろ
温
か
い
目
で
我
々
一
行
を
招

い
て
く
れ
た
。
さ
て
、
上
海
の
中
学

生
と
武
蔵
野
美
術
大
学
の
学
生
作
品

を
使
っ
て
対
話
に
よ
る
鑑
賞
を
し
た

時
の
こ
と
で
あ
る
。
当
初
は
通
訳
の

難
し
さ
も
手
伝
っ
て
ぎ
こ
ち
な
い
雰

囲
気
だ
っ
た
が
、
２
作
品
目
、
そ
し

て
自
由
鑑
賞
に
な
っ
た
時
、
学
生
と

生
徒
た
ち
は
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
図

を
描
い
た
り
、
筆
談
を
し
た
り
、
互

い
に
理
解
し
よ
う
と
積
極
的
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
よ
う
に

変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
、
あ

る
学
生
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
の
ぞ

き
込
む
と
、
上
海
の
生
徒
が
学
生
の

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
上
海
の
生
徒
が

｢

穿
越
時
空
」
と
書
い
て
い
た
。
学
生

は
思
わ
ず
、「
う
ん
う
ん
、
そ
う
そ
う

｣

と
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
、
感
動

し
て
い
た
。
ま
さ
に
作
品
の
イ
メ
ー

ジ
を
言
い
当
て
た
文
字
で
あ
っ
た
。

　
も
し
そ
の
場
面
に
作
品
が
な
か
っ

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
間
に
作

品
が
介
在
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
学

生
は
自
分
が
伝
え
た
い
こ
と
を
十
分

に
伝
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
作
品
が

も
つ
造
形
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
中
国
と

日
本
の
文
化
の
壁
を
越
え
て
通
じ

合
っ
た
こ
の
場
面
は
、
ま
さ
に
造
形

的
な
批
評
能
力
が
相
互
に
発
揮
さ

れ
、
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ

た
瞬
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

造
形
は
異
な
る
も
の
同
士
を
つ
な
ぐ

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
働
き
を
も
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
か
ら
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
学
び
に
な

る
の
で
あ
る
。

造
形
批
評
の
力

美
術
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

特集　ほんとうにすごい造形教育
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約
20
年
前
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で

鑑
賞
教
育
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
得

て
以
来
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
を
往
復

し
つ
つ
、
学
校
の
先
生
方
と
と
も
に

研
究
し
、
公
教
育
と
し
て
の
図
画
工

作
・
美
術
科
で
何
を
な
す
べ
き
な
の

か
、
実
際
に
は
何
が
で
き
る
の
か
を

考
え
、
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
ア
メ

リ
カ
の
教
育
に
じ
か
に
触
れ
る
こ
と

で
気
付
か
さ
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ

の
美
術
教
師
た
ち
は
、
読
み
書
き
計

算
と
同
じ
よ
う
に
美
術
は
公
教
育
の

コ
ア
で
あ
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
教
科
で

あ
る
と
い
う
意
識
が
高
い
こ
と
で
す
。

現
在
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
日
本
の
学

習
指
導
要
領
の
よ
う
な
役
割
を
も
っ

た「
全
米
視
覚
芸
術
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

が
改
訂
さ
れ
て
い
ま
す
。
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
で
は
、
音
楽
や
ダ
ン
ス
な
ど

の
芸
術
教
科
に
共
通
し
て
、「
芸
術

的
リ
テ
ラ
シ
ー
を
備
え
た
市
民
」
の

育
成
が
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。
芸
術

的
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
、「
芸
術
に
真

正
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ

る
知
識
と
理
解
で
あ
る
」
と
定
義
さ

れ
、
就
園
前
か
ら
高
等
学
校
ま
で
の

各
段
階
で
子
ど
も
た
ち
が
到
達
す
べ

き
内
容
が
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
私
は
、
日
本
に
お
い
て
も
子
ど
も

の
人
間
性
を
豊
か
に
す
る
美
術
の
リ

テ
ラ
シ
ー
教
育
を
推
進
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
美
術
は
思
想
や
感
情
を
交
信
す
る

言
語
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
人
格

形
成
を
行
う
図
画
工
作
・
美
術
科
は

公
教
育
で
必
要
不
可
欠
な
位
置
づ
け

に
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
ア
メ
リ

カ
で
は
古
く
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ

の
「
民
主
主
義
と
教
育
」（
１
９
１
６

年
）
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
で

は
、
こ
れ
を
一
つ
の
根
拠
に
お
い
た

Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｅ
（
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
依
処

し
た
美
術
教
育
）
と
呼
ば
れ
る
美

術
教
育
改
革
運
動
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
運
動
は
、
日
本
の
図
画
工

作
・
美
術
科
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、

今
日
に
お
け
る
鑑
賞
学
習
の
拡
大
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。

　
デ
ュ
ー
イ
か
ら
Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｅ
を
経
て

今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
美
術
教
育
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
美
術
の
リ
テ
ラ

シ
ー
教
育
は
、
単
な
る
専
門
的
な
知

識
・
技
能
の
蓄
積
で
は
な
く
、
教
室

で
の
学
び
が
子
ど
も
の
実
生
活
に
お

い
て
、
い
か
に
効
果
的
に
生
き
て
働

く
か
を
問
題
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
は
、
美
術
作
品
と
の
対
話
を
通

し
て
生
き
方
に
か
か
わ
る
行
為
の
美

醜
や
善
悪
な
ど
に
つ
い
て
気
付
い
た

り
考
え
た
り
判
断
し
た
り
す
る
こ
と

で
、子
ど
も
の
人
間
性
を
育
て
る
「
美

的
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
教
育
が
目
指
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
美
的
リ
テ
ラ
シ
ー
を
育
む
具
体
的

な
指
導
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
ア
メ

リ
カ
で
普
及
し
て
い
る
方
法
が
あ
り

ま
す
。Aesthetic Perception Ap- 

proach

（
美
的
感
性
ア
プ
ロ
ー
チ
）

と
呼
ば
れ
、
一
言
で
言
え
ば
、
以
下

の
5
つ
の
特
性
に
着
眼
し
な
が
ら
、

見
る
側
が
自
ら
の
視
点
で
作
家
の
制

作
に
お
け
る
思
考
を
想
像
し
、
自
ら

の
世
界
を
深
め
、
他
者
と
交
流
す
る

活
動
を
通
し
て
、
作
品
と
の
対
話
を

活
性
化
し
て
い
く
方
法
で
す
。

①  

題
材
的
特
性
（
人
、
花
、
動
物
な
ど

描
か
れ
て
い
る
も
の
の
特
性
）

②  

感
覚
的
特
性
（
形
、
色
、
線
、
質
感

な
ど
、
造
形
要
素
の
特
性
）

③  

形
態
的
特
性
（
対
比
、
バ
ラ
ン
ス
、

繰
り
返
し
、
統
一
な
ど
の
構
成
上
の

特
性
）

④  

表
現
的
特
性
（
楽
し
い
、不
思
議
な
、

恐
ろ
し
い
な
ど
作
品
全
体
か
ら
受
け

る
感
じ
の
特
性
）

⑤  

技
術
的
特
性
（
用
い
ら
れ
て
い
る
材

料
や
技
術
の
特
性
）

　
美
的
感
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
た

よ
り
高
度
な
学
習
で
は
、
流
派
、
時

代
、
文
化
な
ど
作
品
が
生
み
出
さ
れ

た
歴
史
的
背
景
を
考
え
た
り
、
基
準

を
明
確
に
し
て
作
品
の
価
値
を
判
断

し
た
り
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
み
で

な
く
、
生
き
方
に
か
か
わ
る
価
値
に

対
す
る
批
評
力
に
つ
な
が
る
よ
う
な

リ
テ
ラ
シ
ー
を
培
っ
て
い
く
こ
と
が

目
指
さ
れ
ま
す
。

美術鑑賞で
“感じる”“考える”
“伝える”力を育む

広島大学大学院 准教授　中
なか

村
むら

 和
かず

世
よ

は
じ
め
に

美
的
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
何
か

第 4回　感じる力、伝える力
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小
学
生
に
美
的
リ
テ
ラ
シ
ー
を
育

む
こ
と
を
一
つ
の
ね
ら
い
と
し
て
、

5
年
前
か
ら
広
島
県
の
公
立
小
学

校
の
先
生
方
と
広
島
県
立
美
術
館
の

学
芸
員
さ
ん
と
組
織
的
に
子
ど
も
の

た
め
の
美
術
鑑
賞
学
習
の
開
発
を
進

め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
広
島
県
立

美
術
館
の
所
蔵
作
品
を
対
象
と
し
た

ア
ー
ト
カ
ー
ド
教
材
、
及
び
パ
ワ
ー

ポ
イ
ン
ト
教
材
を
用
い
て
、
小
学
校

低
学
年
か
ら
高
学
年
ま
で
の
発
達
段

階
を
踏
ま
え
た
鑑
賞
題
材
を
実
践
研

究
を
通
し
て
作
成
し
ま
し
た
。
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
は
、〝
感
じ
る
〟〝
考
え

る
〟〝
伝
え
る
〟
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
左
記
を
鑑
賞
指
導
の
主
要
な
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中

で
実
際
に
行
わ
れ
た
授
業
か
ら
小
学

校
6
年
生
の
児
童
の
例
を
紹
介
し
ま

す
。
全
5
時
間
で
計
画
さ
れ
た
学
習

指
導
は
、
表
現
と
鑑
賞
の
相
関
を
図

り
、「
ア
ー
ト
カ
ー
ド
を
用
い
た
鑑

賞
→
鑑
賞
を
踏
ま
え
た
表
現
→
ア
ー

ト
カ
ー
ド
の
再
鑑
賞
」
と
い
う
構
成

で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
初
に
、

約
20
枚
の
ア
ー
ト
カ
ー
ド
か
ら
、
児

童
自
身
が
「
喜
び
」
を
感
じ
る
カ
ー

ド
を
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
イ
メ
ー

ジ
、
形
、
色
の
特
性
に
着
目
し
な
が

ら
友
達
と
交
流
し
、
次
に
、「
喜
び
」

を
テ
ー
マ
と
す
る
絵
画
作
品
を
制
作

し
、
最
後
に
、
ア
ー
ト
カ
ー
ド
の
再

鑑
賞
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
児
童
Ａ
と
児
童
Ｂ
は
、
と
も
に
パ

ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
「
あ
る
音
楽
家
の

た
め
の
楽
譜
」
を
選
ん
で
い
ま
す
が
、

異
な
る
視
点
か
ら
造
形
上
の
特
性
を

見
つ
け
、
異
な
る
内
容
を
感
じ
取
っ

て
い
ま
す
。

児
童
Ａ

〔
イ
メ
ー
ジ
〕
音
符
み
た
い
な
線
が
あ

る
。
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
進
ん
で
い
け
そ

う
な
気
が
し
た
。

〔
形
〕
私
は
、
こ
の
絵
を
見
て
楽
譜
み
た

い
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
絵
か
ら
す
ご
い

軽
快
な
音
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。

〔
色
〕
私
は
、
太
陽
の
光
が
さ
し
て
い

る
よ
う
な
色
に
希
望
を
感
じ
た
。
一
列

ご
と
の
色
が
違
っ
て
い
る
。
元
気
だ
な

あ
と
思
っ
た
。

児
童
Ｂ

〔
イ
メ
ー
ジ
〕
音
楽
家
た
ち
が
、
こ
の

楽
譜
を
が
ん
ば
っ
て
、
が
ん
ば
っ
て
読

ん
で
い
く
希
望
が
伝
わ
っ
た
。

〔
形
〕
楽
譜
み
た
い
に
な
っ
て
い
て
か

わ
い
い
。
右
上
の
八
分
音
符
み
た
い
な

の
が
本
物
の
楽
譜
み
た
い
。

〔
色
〕
淡
い
オ
レ
ン
ジ
や
紫
で
下
地
を

ぬ
っ
て
い
る
の
で
、
上
の
黒
が
引
き

立
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
児
童
Ａ
と
児
童
Ｂ
は
、

同
じ
作
品
を
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し

な
が
ら
も
、
自
ら
の
喜
び
の
イ
メ
ー

ジ
を
追
求
し
、
異
な
る
表
現
方
法
で

作
品
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

　
一
人
の
児
童
は
、「
絵
が
同
じ
で

も
違
う
イ
メ
ー
ジ
の
人
が
い
て
、
人

間
っ
て
人
格
が
ち
が
う
ん
だ
な
と

思
っ
た
。」
と
い
う
感
想
を
残
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

図
画
工
作
・
美
術
科
で
育
て
る
リ

テ
ラ
シ
ー
と
は
、
児
童
一
人
一
人
の

世
界
を
創
り
出
し
、
他
者
の
世
界
へ

の
気
付
き
を
増
や
し
、
か
か
わ
り
を

深
め
る
た
め
に
生
き
て
働
く
リ
テ
ラ

シ
ー
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
広
島
県
で
行
っ
て
い
る
私
た
ち
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
地
域
レ
ベ
ル
の
小

規
模
な
も
の
で
す
が
、
ま
ず
は
、
始

め
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
、
そ
し
て

継
続
し
、
美
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
教
育

普
及
に
向
け
て
実
績
を
積
ん
で
い
く

こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
学
力
」
は
、
国
語
と
数
学
に
限
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
人
間

性
を
豊
か
に
す
る
美
術
の
リ
テ
ラ

シ
ー
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
美

術
教
育
者
で
あ
る
私
た
ち
一
人
一
人

が
自
覚
し
、
私
た
ち
か
ら
発
信
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

美
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の

教
育
を
実
現
す
る
た
め
に

― 
広
島
県
立
美
術
館
の

　 
鑑
賞
学
習
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

―

特集　ほんとうにすごい造形教育

今
後
に
向
け
て

パウル・クレー
「 ある音楽家のため

の楽譜」

児童Ｂ「弾ける音楽の世界」 児童Ａ「空の町」

感
じ
る

・ 子どもの感じ方・考え方を
認め、励ます。

・ 子ども自身のよさや美しさ
の基準を広げ、深める。

考
え
る

・ 子ども自身による作品か
らの発見を促す。

・ 作品の造形要素・構成な
どに根拠を持たせる。

伝
え
る

・ 友達との交流を活性化す
る。
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震
災
に
関
し
て
私
が
特
に
感
銘

を
受
け
た
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
津

波
に
遭
遇
し
た
子
ど
も
た
ち
の
記
憶

や
ト
ラ
ウ
マ
に
対
し
て
腫
れ
物
に
触

る
よ
う
に
接
す
る
こ
と
は
や
め
、
逃

げ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
乗
り
越

え
る
べ
き
も
の
と
し
て
積
極
的
に
関

わ
っ
て
い
る
実
践
で
あ
る
。
津
波
に

関
す
る
民
話
を
劇
に
し
た
り
、
海
を

テ
ー
マ
と
し
た
ソ
ー
ラ
ン
節
を
も
と

に
み
ん
な
で
踊
っ
た
り
し
て
、
自
分

た
ち
の
心
の
闇
を
解
放
し
て
い
く
姿

に
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
や
日
本
人
の

在
り
方
に
対
す
る
方
向
性
を
感
じ
た
。

　「
表
現
に
は
自
分
の
心
を
癒
す
力

が
あ
る
。
自
分
の
心
の
傷
を
オ
ブ

ラ
ー
ト
に
包
む
の
で
は
な
く
、
積
極

的
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
自
分
を
取

り
戻
せ
る
。
自
分
を
思
い
切
り
出
し

切
る
こ
と
が
癒
し
と
な
る
。
表
現
す

る
こ
と
で
、
自
分
を
昇
華
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。」
と
感
じ
た
。

　
美
術
は
心
と
密
接
に
結
び
つ
い
た

教
科
で
あ
り
、
自
由
な
表
現
を
し
て

心
を
解
放
さ
せ
る
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
な
る
力
が

あ
る
。
ま
た
、
美
術
と
取
り
組
む
時

間
は
「
自
分
を
見
つ
め
る
時
間
」「
自

分
自
身
を
表
現
で
き
る
時
間
」「
自

己
理
解
や
他
者
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
時
間
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

生
き
る
力
の
根
源
で
あ
る
「
自
己

肯
定
感
を
つ
く
る
た
め
の
貴
重
な
時

間
」
で
あ
る
。
美
術
の
力
を
利
用
し

て
、
生
徒
の
心
を
も
っ
と
伸
び
伸
び

と
、
自
由
で
、
前
向
き
な
も
の
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
、
実

践
す
る
毎
日
で
あ
る
。
そ
の
実
現
の

た
め
に
私
は
、
人
間
の
も
つ
イ
メ
ー

ジ
す
る
力
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　
人
間
の
創
造
の
源
は
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
。
人
間
は
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と

で
過
去
に
も
未
来
に
も
行
け
る
。
場

所
を
移
動
で
き
る
。
人
や
も
の
と

交
感
で
き
る
。
夢
や
理
想
を
描
け

る
。
空
想
の
世
界
へ
旅
立
つ
こ
と
が

で
き
る
。
形
が
な
い
も
の
を
形
が
あ

る
も
の
と
し
て
概
念
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
人
間
は
イ
メ
ー
ジ
す
る
力

に
よ
っ
て
、
文
明
を
創
造
し
た
。
そ

し
て
、
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と

い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
イ
メ
ー

ジ
す
る
力
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
実
現
す
る
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
大
切
な
の
は
、

イ
メ
ー
ジ
の
主
体
で
あ
る
自
分
を
よ

り
深
く
見
つ
め
、
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り

広
く
、
深
く
で
き
る
体
験
を
積
み
、

イ
メ
ー
ジ
を
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
る
も
の

と
し
て
想
像
で
き
る
力
を
つ
け
る
こ

と
だ
と
考
え
る
。

　
美
術
の
授
業
で
は
、
常
に
「
初
め

に
イ
メ
ー
ジ
あ
り
き
」
で
、
発
想
や

構
想
の
過
程
を
大
切
に
し
た
授
業
展

開
を
心
が
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

近
年
、
私
は
授
業
の
展
開
の
中
で
、

生
徒
が
「
自
分
を
見
つ
め
る
」「
感

覚
や
感
性
を
磨
く
」「
イ
メ
ー
ジ
を

拡
大
・
深
化
す
る
」「
イ
メ
ー
ジ
を

形
や
色
に
す
る
」
こ
と
を
大
切
に
さ

ま
ざ
ま
な
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
中
の
一
つ
「
イ
メ
ー
ジ
ワ
ー
ク
」

と
は
、
五
感
や
身
体
、
イ
メ
ー
ジ
を

窓
口
と
し
て
心
を
探
り
、
自
分
や
身

の
回
り
の
世
界
を
見
直
し
た
り
、
友

達
と
協
力
し
て
自
分
自
身
の
内
面
を

見
つ
め
た
り
す
る
活
動
で
あ
る
。

　
ま
た
「
ス
ケ
ッ
チ
ワ
ー
ク
」
は
、

そ
の
体
験
を
自
分
自
身
の
感
覚
や
感

性
を
生
か
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
描
画

材
料
を
使
い
、
形
や
色
と
し
て
ま
と

め
る
活
動
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
補

完
し
合
い
、
ス
ケ
ッ
チ
ワ
ー
ク
で
形

や
色
に
す
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
が
深

ま
っ
た
り
、
ス
ケ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
鑑

賞
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
や
感

性
に
触
れ
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
た
り

す
る
こ
と
も
で
き
る
。

※ 

こ
の
二
つ
の
ワ
ー
ク
は
美
術
、
演
劇
、

舞
踊
、
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
な
ど
の
メ
ソ
ッ

ド
を
も
と
に
、
私
が
自
分
流
に
体
系
化

し
、
実
践
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

芸
術
の
も
つ
力

心
の
教
育
と
し
て
の
美
術

イ
メ
ー
ジ
の
力
を
利
用
す
る

美術における
心の教育

―イメージの世界を体験し、表現する活動を通して―

富山県砺
と

波
なみ

市
し

立庄川中学校　岡
おか

部
べ

 俊
とし

彦
ひこ

イ
メ
ー
ジ
を
磨
く

ワ
ー
ク
に
つ
い
て

第 4回　感じる力、伝える力
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イ
メ
ー
ジ
ワ
ー
ク
は
生
徒
の
心
が

多
く
の
思
い
や
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
あ

ふ
れ
、
表
現
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

状
況
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
も
行

う
。
対
象
が
自
分
に
と
っ
て
強
く
リ

ア
リ
テ
ィ
を
も
ち
、
自
分
の
分
身
と

な
る
ほ
ど
の
思
い
入
れ
を
も
っ
て
表

現
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
、
イ

メ
ー
ジ
ワ
ー
ク
は
左
の
よ
う
に
三
つ

の
方
向
へ
展
開
し
て
い
る
。

　
生
徒
は
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
や
考

え
な
ど
が
十
分
満
足
の
い
く
形
で
表

現
さ
れ
る
こ
と
や
自
分
の
表
現
し
た

思
い
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
第
三
者

に
伝
わ
る
こ
と
で
喜
び
を
感
じ
る
。

そ
の
た
め
に
、
相
手
に
伝
わ
る
よ
う

に
形
や
色
、
構
成
、
描
画
材
料
、
描

く
も
の
、技
法
な
ど
の
視
覚
言
語(

造

形
言
語)

を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
大

切
に
な
る
。
表
現
す
る
ス
キ
ル
と
し

て
の
美
術
の
技
術
を
磨
き
、
相
手
に

伝
え
る
力
を
養
う
た
め
に
も
ス
ケ
ッ

チ
ワ
ー
ク
を
行
う
の
で
あ
る
。

　
人
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
伝
わ
る

よ
う
に
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
こ
の
形
や
色
を
使
う
こ
と
で

相
手
が
ど
う
感
じ
る
か
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
相
手
に
対
し

て
の
思
い
や
り
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ

ワ
ー
ク
で
の
体
験
を
ス
ケ
ッ
チ
ワ
ー

ク
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
積
み

重
ね
る
こ
と
で
、
心
が
耕
さ
れ
、
イ

メ
ー
ジ
や
思
い
に
あ
ふ
れ
、
表
現
し

た
い
と
い
う
欲
求
が
増
す
。
表
現
が

心
の
深
い
部
分
に
つ
な
が
り
、
そ
の

人
ら
し
さ
、
そ
の
人
の
よ
さ
、
そ
の

人
の
個
性
が
出
や
す
く
な
る
。
そ
し

て
、
相
手
に
伝
え
た
い
と
い
う
欲
求

が
増
し
、
そ
の
た
め
に
造
形
言
語
や

技
法
を
工
夫
す
る
よ
う
に
な
る
と
考

え
る
。
ま
た
、
伝
え
る
こ
と
を
通
し

て
相
手
を
理
解
し
た
り
、
認
め
た
り
、

相
手
に
対
し
て
思
い
や
り
を
も
っ
て

接
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な

が
る
と
信
じ
て
い
る
。

　「
イ
メ
ー
ジ
ワ
ー
ク
で
感
じ
た
こ

と
を
ス
ケ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
し
て
形
や

色
に
し
、
鑑
賞
し
合
う
」
こ
と
、
そ

れ
は
、
自
分
な
り
の
気
持
ち
や
感
じ

方
を
思
い
切
り
表
現
し
、
そ
れ
が
理

解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
過
程

を
通
し
て
、
生
徒
は
自
分
の
殻
を
破

り
、
自
信
を
も
っ
て
表
現
し
た
い
と

い
う
意
識
を
育
て
る
。
そ
し
て
、
生

徒
の
心
を
耕
し
、
自
ら
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
力
や
生
き
る
力
に
結
び
つ
き
、

困
難
に
立
ち
向
か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

育
ま
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。

感
じ
る
力
を
育
て
る

イ
メ
ー
ジ
ワ
ー
ク

伝
え
る
力
を
育
て
る

ス
ケ
ッ
チ
ワ
ー
ク

①感覚や感性を磨くためのワーク
(自分の身体、身近なものや人に対して敏感になることを
目指す)
・植物になって成長を体験する。
・音を聴いたり、オノマトペを形や色にしたりする。
・ものを触ったり、手に刺激を与えたりする。
・自分や、友達と二人で目を閉じて歩く。
・ 友達と二人で行い、相手が自分の身体を軽くやさしく叩

く、空気の流れをつくるなどを通して、その友達の存在
を体全体で感じる。

②自分を見つめるためのワーク
(自分を知り、自信と夢をもつことを目指す)
・ 自分の目標へ向かって努力している自分や、それをなし

遂げた自分の姿をイメージする。
・学校行事などを追体験する。
・ 自分の大切なものや好きなもの、特徴をチェックした

り、Ｘ年後の自分の姿をイメージしたりする。

③イメージを拡大・深化するためのワーク
(イメージの世界をより広く、深く旅することを目指す)
・自分や友達の身体から発生するエネルギーを感じる。
・ 冬の山小屋での生活や水になって宇宙を旅する仮想体験

を行う。

生
き
る
力
を
育
て
る
ワ
ー
ク

植物になるイメージワーク

聴いた音を形にしたスケッチ

特集　ほんとうにすごい造形教育
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実
家
に
帰
省
し
た
際
に
、
自
分

が
子
ど
も
の
頃
に
描
い
た
絵
が
出
て

き
た
。
３
歳
く
ら
い
か
ら
小
学
生
の

と
き
に
描
い
た
絵
だ
。
私
は
幼
児
期

の
作
品
の
、
ま
る
で
さ
っ
き
パ
ス
を

塗
っ
た
ば
か
り
の
よ
う
な
画
面
を
見

て
、
突
然
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
小

さ
い
頃
の
自
分
に
出
会
っ
て
し
ま
っ

た
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
に
お
そ
わ

れ
た
。「
私
は
こ
の
と
き
何
を
感
じ

て
生
き
て
い
て
、
何
を
伝
え
た
か
っ

た
の
か
な
…
」
絵
の
タ
イ
ト
ル
に
は

は
っ
き
り
と
「
わ
た
し
は
お
お
き
く

な
っ
た
ら
ば・

れ・

り・

ー・

な・

に
な
り
ま

す
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。

　
私
は
小
学
校
の
教
員
に
な
る
前

は
、（
バ
レ
リ
ー
ナ
で
も
な
く
）
一

般
企
業
に
就
職
し
、
営
業
の
仕
事
を

行
っ
て
い
た
。
数
値
に
追
わ
れ
、
深

夜
ま
で
働
き
詰
め
の
毎
日
で
、
何
か

に
感
動
す
る
こ
と
や
、
自
分
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
発
揮
し
て
何
か
を

伝
え
よ
う
と
い
う
こ
と
も
あ
ま
り
な

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
今
、
図
工
の
授
業
の
中
で
日
々
、

子
ど
も
と
か
か
わ
り
、
彼
ら
が
自
己

を
形
成
し
な
が
ら
生
き
る
姿
を
目
の

前
に
し
て
、
自
分
自
身
が
子
ど
も
た

ち
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な「
も
の
」や「
こ

と
」
を
体
全
体
で
受
け
止
め
て
表
現

し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
、
私
の
衰

え
て
い
た
大
事
な
感
覚
を
少
し
ず
つ

呼
び
覚
ま
し
、「
そ
う
か
、人
生
っ
て
、

も
っ
と
わ
く
わ
く
楽
し
い
も
の
だ
よ

ね
」
と
気
づ
か
せ
て
く
れ
て
い
る
。

　
毎
日
の
授
業
に
は
、
教
師
が
設
定

す
る
身
に
つ
け
た
い
力
を
目
標
に
据

え
た
題
材
の
ね
ら
い
が
あ
っ
て
、
あ

る
程
度
、
活
動
の
様
子
を
想
定
は
す

る
の
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
を

優
に
乗
り
越
え
て
い
く
。
そ
こ
に
は
、

身
体
感
覚
を
働
か
せ
な
が
ら
材
料
や

友
達
や
場
所
や
偶
然
の
出
来
事
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
刺
激
を
体
全
体
で
感

じ
、
受
け
止
め
て
い
る
子
ど
も
の
姿

が
あ
る
。

　
１
学
期
の
終
わ
り
に
、
校
庭
の
砂

場
で
１
年
生
と
授
業
を
し
た
。
子
ど

も
た
ち
は
裸
足
に
な
っ
て
歓
声
を
あ

げ
な
が
ら
、
ど
ん
ど
ん
砂
に
ま
み
れ

て
い
っ
た
。「
き
も
ち
い
い
～
」「
あ

～
」「
さ
ら
さ
ら
」「（
乾
い
て
い
る

と
こ
ろ
と
ぬ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
）

色
が
ち
が
う
ね
！
」「
あ
っ
た
か
い

…
」「
熱
い
！
」「
ふ
わ
ふ
わ
す
る
」

「
き
も
ち
い
い
」
…
砂
の
温
度
、
感

触
、
柔
ら
か
さ
や
硬
さ
、
色
な
ど
砂

場
の
砂
を
自
分
の
体
で
実
感
し
確
か

め
て
い
る
。
砂
の
中
に
入
れ
た
足
が

あ
っ
た
か
い
と
言
っ
た
男
の
子
は
自

分
の
足
に
ど
ん
ど
ん
砂
を
か
け
て
い

き
、
と
う
と
う
お
尻
ま
で
埋
め
て
し

ま
っ
た
。
穴
を
掘
り
進
め
る
と
掻
き

出
し
た
砂
で
山
が
で
き
、
そ
こ
か
ら

「
い
い
こ
と
考
え
た
！
」
が
は
じ
ま
っ

た
子
も
い
た
。「
富
士
山
！
」「
こ
れ

洞
窟
だ
っ
た
ら
す
ご
い
ね
」「
落
と

し
穴
！
」「
山
の
プ
ー
ル
」「
つ
な
げ

図工の時間に
感じていること

東京都杉並区立方南小学校　室
むろ

 恵
え

理
り

子
こ

は
じ
め
に

図
工
の
時
間
か
ら
感
じ
る
力

第 4回　感じる力、伝える力
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て
川
に
す
る
ん
だ
」
水
を
か
け
る
と

ま
た
様
子
が
変
わ
っ
て
い
き
、
そ
の

変
化
を
感
じ
つ
つ
、
や
り
た
い
こ
と

を
思
い
つ
い
た
子
ど
も
た
ち
は
ど
ん

ど
ん
活
動
し
は
じ
め
た
。「
も
っ
と

水
が
い
る
よ
」「
も
っ
と
高
く
し
た

い
」「
も
っ
と
す
ご
い
よ
」「
も
っ
と

…
」
子
ど
も
の
声
の
中
か
ら
「
も
っ

と
」
が
た
く
さ
ん
聞
こ
え
て
き
て
う

れ
し
く
な
っ
た
。
自
分
が
体
感
し
て

つ
か
ん
だ
感
覚
が
つ
く
り
た
い
意
欲

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

　
２
年
生
の
立
体
の
授
業
で
は
、
学

校
の
近
く
に
あ
る
神
田
川
沿
い
を
散

歩
に
出
か
け
た
。
そ
こ
で
自
分
が
見

つ
け
た
も
の
を
紙
粘
土
で
つ
く
り
、

家
族
や
友
達
に
教
え
て
あ
げ
よ
う
と

い
う
活
動
だ
。
い
つ
も
通
っ
て
い
る

見
慣
れ
た
道
に
も
新
た
な
発
見
が

あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
た
だ
目
で
見

る
だ
け
で
な
く
、
カ
リ
ン
の
木
の
下

に
落
ち
て
い
た
実
を
見
つ
け
て
匂
い

を
嗅
い
だ
り
、
神
社
の
境
内
で
見
つ

け
た
巨
大
な
キ
ノ
コ
の
傘
の
裏
側
を

そ
っ
と
触
っ
た
り
、
赤
と
ん
ぼ
を
つ

か
ま
え
て
透
き
と
お
っ
た
翅は

ね

の
薄
さ

を
指
先
で
感
じ
て
い
た
。
人
は
初
め

て
の
も
の
に
出
合
う
と
、
ま
ず
触
っ

て
確
か
め
た
く
な
る
の
だ
と
ど
こ
か

で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
子
ど
も

た
ち
は
そ
の
も
の
の
実
態
を
自
分
の

感
じ
方
で
体
感
し
て
知
ろ
う
と
し
て

い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
学
校
に
帰
っ
て
か
ら
、
自
分
が
見

つ
け
た
い
い
も
の
を
今
日
い
っ
し
ょ

に
散
歩
に
行
け
な
か
っ
た
人
に
伝
え

る
た
め
に
形
に
表
す
。
あ
る
子
は
、

ネ
コ
ジ
ャ
ラ
シ
を
触
っ
た
と
き
の
ふ

わ
ふ
わ
を
表
し
た
く
て
紙
粘
土
を
細

か
く
ち
ぎ
っ
て
く
っ
つ
け
た
。
散
歩

の
途
中
で
偶
然
に
も
真
っ
白
い
大
き

な
鳥
が
や
っ
て
き
て
「
あ
れ
は
コ
サ

ギ
だ
よ
」
と
担
任
の
先
生
が
教
え
て

く
れ
た
か
ら
、
魚
を
食
べ
よ
う
と
首

を
も
た
げ
て
い
る
コ
サ
ギ
を
つ
く
っ

た
子
が
い
た
。
川
で
泳
ぐ
鯉
の
群
れ

を
見
つ
け
た
子
は
、
家
族
に
伝
え
た

か
っ
た
か
ら
、
鯉
の
親
子
が
口
を
パ

ク
パ
ク
し
て
い
る
様
子
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
つ
く
っ
た
。
自
分
が
感
じ
た
こ

と
を
誰
か
に
伝
え
た
い
と
い
う
思
い

が
、
つ
く
る
意
欲
へ
つ
な
が
っ
た
。

　
図
工
の
時
間
に
は
、
子
ど
も
が

材
料
の
魅
力
に
心
を
と
き
め
か
せ
た

り
、
材
料
そ
の
も
の
を
体
感
し
た
り
、

活
動
の
中
の
様
々
な
行
為
か
ら
ひ
ら

め
い
た
り
し
て
、
自
分
だ
け
の
思
い

を
も
ち
、
自
分
自
身
を
表
現
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
も
の
や
こ

と
や
人
と
か
か
わ
り
な
が
ら
、
自
分

の
価
値
観
や
も
の
の
見
方
な
ど
世
界

を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
た
め
に
は
大
人
の
も
つ
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
あ
て
は
め
た
り
押
し
つ

け
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体
的

に
自
分
の
思
い
を
表
現
で
き
る
こ
と

が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
自
分
の

好
き
な
こ
と
・
表
し
た
い
こ
と
が
自

由
に
表
現
で
き
る
テ
ー
マ
や
題
材
で

あ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
、

子
ど
も
た
ち
が
体
全
体
で
受
け
止

め
、
思
い
を
広
げ
て
表
現
し
た
く
な

る
よ
う
な
設
定
や
、
十
分
に
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
環
境
を
ど
の
よ
う
に

つ
く
っ
て
い
く
か
を
私
た
ち
は
日
々

考
え
て
い
き
た
い
。
例
え
ば
、
裸
足

に
な
っ
て
全
身
で
砂
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
導
入
の
声
か
け

や
、
自
分
が
散
歩
で
見
つ
け
た
こ
と

を
人
に
伝
え
た
く
な
る
題
材
設
定
の

工
夫
な
ど
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

は
豊
か
な
表
現
を
伝
え
て
く
れ
る
。

　
自
分
の
体
験
し
た
こ
と
や
感
じ
た

こ
と
か
ら
自
分
の
表
し
た
い
思
い
を

も
ち
、
表
す
こ
と
。
そ
ん
な
主
体
的

な
姿
が
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
時
間
を
常
に
設

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
図
画

工
作
科
と
い
う
教
科
が
な
せ
る
技
で

あ
る
と
思
う
。

　
自
分
ら
し
く
生
き
る
と
は
、
大
人

に
な
っ
た
自
分
に
と
っ
て
も
永
遠
の

テ
ー
マ
で
あ
る
。「
バ
レ
リ
ー
ナ
に

な
れ
な
く
て
も
、
私
は
今
、
自
分
ら

し
く
生
き
て
い
る
よ
」
と
５
歳
の
私

に
言
っ
て
あ
げ
た
い
。

図
工
の
時
間
で
伝
え
る
力

特集　ほんとうにすごい造形教育
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失敗は少ない方だと思うのですが…



東京都町田市立町田第三中学校 校長　永
なが

関
せき

 和
かず

雄
お

これだけは
知っておきたい

○日本の刃物
　身近にノミやカンナ、彫刻刀
や包丁がありますか？　よく見る
と、先端部分が白く輝いていて、
その周りが黒ずんだ鉄でできて
いる刃物はわが国の鍛冶屋が開
発しました。

○鋼
はがね

と地
じ

金
がね

　白く輝いている部分が鋼で、
鋼は先端にちょっとついているだ
けです。周りはすべて地金(やわ
らかい鉄)でできています。もの
を切るときは鋼だけが鋭ければ
よいのです。地金は鋼を支えて
いるだけですから、ちょっと研げ
ば鋼は元通りに鋭くなります。す
べてが鋼の材料では硬すぎてす
ぐ折れたり、研ぎ直すには全部の
硬い鉄を下すことになります。さ
らに鋭さが復元できなくなってし
まいます。

○研ぎ
　刃物は錆

さび

ます。手入れが必要
です。砥

と

石
いし

を使い、定期的に研ぎ
直すことをすすめます。

　ものづくりを支える刃物を知
ることはわが国の文化理解につ
ながります。

刃物編

わが国の刃物は世界
中のいろいろな工芸
で使われています。そ
の素晴らしさを改め
て味わいましょう。

11        
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今
年
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
元
気
あ
ふ
れ
る
笑
顔

い
っ
ぱ
い
の
１
年
生
。
好
奇
心
旺
盛
で
何
に
で
も
や
る
気

を
も
っ
て
取
り
組
む
子
ど
も
た
ち
は
、
ま
る
で
ス
ポ
ン
ジ

の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
吸
収
し
て
い
く
。
そ
ん
な

低
学
年
の
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、
思
い
切
り
体
全
体
を
使
っ

て
描
く
こ
と
を
楽
し
み
、
色
を
楽
し
む
体
験
を
さ
せ
て
あ

げ
た
い
と
思
い
、
今
回
の
題
材
を
取
り
上
げ
た
。

　
な
お
、
本
題
材
は
一
昨
年
、
第
52
回
埼
玉
県
造
形
教
育

研
究
大
会
Ⅰ
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
「
お
し
ゃ
べ
り
ア
ー
ト
」

の
活
動
を
、
児
童
の
実
態
に
合
わ
せ
て
ア
レ
ン
ジ
し
た
も

の
で
あ
る
。

　「
へ
ん
て
こ
み
ち
の 

ぼ
う
け
ん
」（
１
年
生
）
は
、
ク
レ

ヨ
ン
や
共
同
絵
の
具
、
カ
ラ
ー
ペ
ン
な
ど
の
描
画
材
を
用

い
て
、
大
き
な
紙
に
描
か
れ
た
線
（
へ
ん
て
こ
み
ち
）
か

ら
イ
メ
ー
ジ
し
た
世
界
を
描
い
て
い
く
題
材
で
あ
る
。
活

動
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
大
切
に
し
た
こ
と
は
次
の
二
つ

で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
ク
レ
ヨ
ン
の
使
い
方
を
何
度
も
試

す
こ
と
だ
。
１
年
生
の
１
学
期
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ク

レ
ヨ
ン
で
絵
を
描
く
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
子
や
、
ど
う

し
て
も
小
さ
く
描
い
て
し
ま
う
子
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

本
題
材
に
入
る
前
に
「
ク
レ
ヨ
ン
名
人
に
な
ろ
う
！
」
と

い
う
投
げ
か
け
で
大
き
な
紙
に
さ
ま
ざ
ま
な
線
を
描
く
ク

レ
ヨ
ン
遊
び
を
行
い
、
色
の
重
な
り
を
楽
し
ん
だ
り
、
体

全
体
を
使
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
線
の
描
き
方
を
試
し
た
り
す

る
こ
と
を
重
視
し
た
。

　
二
つ
目
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
、
自
分
の
思
い
を
友
達

に
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
。
は
じ
め
は
個
人
で
の
活

動
、
そ
の
次
に
ペ
ア
同
士
、
そ
の
次
に
グ
ル
ー
プ
の
仲
間

と
い
っ
た
よ
う
に
、
段
階
を
踏
み
、
交
流
し
な
が
ら
表
現

し
て
い
く
。
活
動
の
途
中
で
ペ
ア
の
友
達
に
自
分
の
絵
の

説
明
を
し
た
り
、
友
達
の
絵
の
説
明
を
聞
い
た
り
す
る
活

動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
共
感
さ
れ
る
喜
び
、
一
緒
に

つ
く
り
あ
げ
る
楽
し
さ
を
味
わ
え
る
よ
う
工
夫
し
た
。

　
用
紙
に
描
か
れ
て
い
る
「
へ
ん
て
こ
み
ち
」
は
、
用
紙

を
輪
の
よ
う
に
し
て
並
べ
る
と
一
本
道
で
つ
な
が
っ
て
い

る
。
表
現
活
動
の
あ
と
に
、
一
斉
に
み
ん
な
で
並
べ
て
み

る
と
「
お
ぉ
！
」
と
歓
声
の
あ
が
る
一
つ
の
作
品
に
な
る

と
こ
ろ
が
盛
り
上
が
り
と
な
る
。

① 

ク
レ
ヨ
ン
名
人
に
な
ろ
う
！

　
貼
り
合
わ
せ
た
大
き

な
模
造
紙
に
思
い
切
り

線
を
描
か
せ
る
。
色
や

形
に
着
目
さ
せ
、「
素
敵

だ
な
」
と
思
う
色
の
組

み
合
わ
せ
、「
お
も
し
ろ

い
な
」
と
思
う
線
を
見

つ
け
さ
せ
る
。

②
「
へ
ん
て
こ
み
ち
」
で
　
ぼ
う
け
ん
し
よ
う
！

　
配
ら
れ
た
紙
に
描
い
て
あ
る
線
か
ら
イ
メ
ー
ジ

を
ふ
く
ら
ま
せ
て
絵
に
表
す
。
先
に
描
い
て
あ
る
線

は
、
輪
に
し
て
並
べ
る
と
つ
な
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
お
話
し
な
が
ら
ス
ト
ー

は
じ
め
に

題
材
に
つ
い
て

活
動
の
流
れ

つたえて きいて つながって
「へんてこみちの ぼうけん」

埼玉県川口市立柳崎小学校　宮
みや

本
もと

 優
ゆう

子
こ

小学校 教材研究
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リ
ー
を
考
え
る
。
個
人
で
の
活
動
と
ペ
ア
で
の
活
動

の
時
間
は
10
分
程
度
の
短
い
時
間
で
行
っ
た
。
と
な

り
の
子
た
ち
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
子
ど

も
た
ち
が
興
味
を
示
し
て
き
た
か
ら
だ
。
グ
ル
ー
プ

の
活
動
に
な
っ
て
か
ら
、
発
想
が
か
な
り
広
が
っ
て
き

た
。
あ
る
子
は
、は
じ
め
線
の
形
か
ら「
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー

ス
タ
ー
の
街
」
を
思
い
つ
い
た
。
そ
の
後
、
ペ
ア
同
士

の
活
動
か
ら
道
の
中
に
星
が
現
れ
、
グ
ル
ー
プ
の
子

か
ら
、「
道
に
星
が
あ
っ
て
天
の
川
み
た
い
。
夜
空
の

中
の
コ
ー
ス
タ
ー
だ
ね
。」
と
い
う
感
想
が
出
た
。
そ

の
言
葉
に
グ
ル
ー
プ
の
み
ん
な
が
「
そ
れ
い
い
ね
！
」

と
賛
同
し
、
最
後
に
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
ス
ト
ー
リ
ー

は
「
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
に
乗
っ
た
ま
ま
、
天
の
川

で
お
買
い
物
」
と
な
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
、
一
斉
に

「
そ
れ
い
い
ね
」
と
笑
顔
に
な
っ
た
瞬
間
が
と
て
も
印

象
的
だ
っ
た
。

③  

み
ん
な
の
作
品
を
つ
な
げ

よ
う
！

　
で
き
た
作
品
を
み
ん
な

で
つ
な
げ
合
う
。「
オ
～

～
ッ
」
み
ん
な
の
気
持
ち

が
一
つ
の
作
品
に
な
っ
て

つ
な
が
る
瞬
間
だ
。

④ 

み
あ
っ
て 

み
あ
っ
て 

鑑
賞
タ
イ
ム

　
ク
ラ
ス
全
体
で
、
つ
な
が
っ
た
作
品
を
ど
ん
な
世

界
か
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
お
す
す
め
か
を
発
表
す
る
。

友
達
の
発
表
を
聞
い
て
、「
す
ご
い
！
　
ほ
ん
と
に
き

れ
い
な
花
火
だ
ね
」
と
共
感
し
た
り
、「
ぼ
く
も
こ
こ

で
遊
び
た
い
」
な
ど
絵
の
中
に
入
り
込
ん
だ
り
し
て

い
る
姿
も
見
ら
れ
た
。

　
こ
の
活
動
は
、
ク
レ
ヨ
ン
遊
び
の
活
動
も
含
め
て
３
時

間
で
行
っ
た
。
そ
の
間
子
ど
も
た
ち
は
真
剣
に
集
中
し
、

色
を
楽
し
み
、
友
達
と
楽
し
そ
う
に
絵
を
つ
く
り
上
げ
て

い
た
。
ま
た
、
一
部
一
部
の
絵
に
目
を
向
け
る
と
子
ど
も

た
ち
の
「
や
っ
て
み
た
い
」「
遊
ん
で
み
た
い
」「
こ
ん
な

世
界
に
住
み
た
い
」
な
ど
の
思
い
が
あ
ふ
れ
、
楽
し
そ
う

な
場
面
に
は
必
ず
自
分
や
友
達
の
姿
が
描
か
れ
て
い
た
。

日
常
の
体
験
が
造
形
活
動
に
生
か
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

た
ち
の
姿
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
ひ
と
と
き
だ
っ

た
。
絵
の
世
界
に
入
り
込
む
よ
う
に
活
動
す
る
の
は
低
学

年
の
特
性
で
あ
る
が
、
夢
中
に
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
る
題
材
を
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
提
供
し
て
い
く
大

切
さ
を
改
め
て
感
じ
る
。
今
回
の
題
材
は
低
学
年
の
実
態

に
合
わ
せ
て
、
テ
ー
マ
を
提
示
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
考
え

さ
せ
た
が
、
学
年
に
応
じ
て
テ
ー
マ
を
提
示
せ
ず
、
線
だ

け
か
ら
何
に
見
え
て
く
る
か
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
な
ど
発

展
的
な
方
法
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
後
も
教
材
研
究
を

深
め
て
い
き
た
い
。

　
大
き
な
作
品
を
つ
く
る
こ
と
は
家
庭
で
は
な
か
な
か
で

き
な
い
。
共
同
で
何
か
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
と
、
自
分

と
向
き
合
い
、
個
人
で
作
品
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
必
要
性
を
感
じ
る
中
で
、
学
校
だ
か
ら
こ
そ
、

仲
間
が
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
造
形
活
動
も
大
切
に
し

て
、
日
々
の
図
工
の
時
間
に
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
と
思

う
。 活

動
を
終
え
て

お
わ
り
に

個人で活動
↓

ペア同士で説明・活動
↓

グループの仲間に説明・活動
↓

グループで一つの絵に完成
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職
員
室
に
い
た
と
き
、
30
代
前
半
の
先
生
か
ら
「
先
生

見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
私
が
中
学
生
の
時
に
つ
く
っ
た

篆て
ん

刻こ
く

で
す
。」
と
作
品
を
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。「
す
ご
い
。

こ
れ
先
生
が
つ
く
っ
た
ん
で
す
ね
。
印
字
面
は
、
名
前
だ

け
で
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。」
と
、
制
作
さ
れ
て

か
ら
15
年
ほ
ど
経
つ
、
大
事
に
保
管
さ
れ
て
き
た
宝
物
を

手
渡
さ
れ
た
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。「
時
間
が
な
く
て
、

印
面
だ
け
つ
く
っ
た
ん
で
す
。」
と
、
私
が
持
ち
手
を
ぐ

る
っ
と
回
し
な
が
ら
見
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
、
当

時
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
絵
を
描
く
の
は
苦
手
で
も
、
彫
刻
は
得
意
と
感
じ
て
い

る
生
徒
が
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
題
材
を
取
り
入
れ
て
表

現
活
動
を
経
験
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
自
己
の
才
能
を
見

出
し
、
も
の
づ
く
り
を
好
き
に
な
る
生
徒
を
育
て
る
き
っ

か
け
に
な
る
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
制
作
す

る
こ
と
が
好
き
に
な
り
、
作
品
を
大
切
に
し
て
い
こ
う
と

す
る
心
情
を
育
て
、
自
分
で
制
作
し
た
作
品
に
愛
着
を
も

て
る
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
実
践
を
紹
介
し
ま
す
。

Ａ
表
現
（
２
）
ア
　
第
２
学
年
　
11
時
間

　
開
隆
堂
の
教
科
書
２
・
３
年
で
は
「
伝
統
の
美
に
学
ぶ
」

と
い
う
題
材
で
す
。
石
は
高
楼
石
を
使
っ
て
お
り
、
生
徒

に
と
っ
て
は
加
工
し
や
す
い
も
の
で
す
。

　
石
を
手
に
し
た
生
徒
は
、
冷
た
く
て
硬
そ
う
な
石
を
彫

れ
る
の
か
と
興
味
を
示
し
ま
す
。
印
鑑
に
使
う
も
の
の
材

質
に
は
、
何
度
も
使
用
で
き
る
強
度
と
、
愛
着
を
も
て
る

見
た
目
や
触
感
が
必
要
だ
と
捉
え
さ
せ
ま
す
。
参
考
作
品

も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
の
で
、
視
覚
を
通
し
て
イ
メ
ー
ジ
が

頭
の
中
で
沸
く
と
、
篆
刻
文
字
が
自
分
の
名
前
を
新
た
に

イ
メ
ー
ジ
チ
ェ
ン
ジ
し
て
く
れ
た
よ
う
に
思
え
て
く
る
で

し
ょ
う
。

　
小
篆
文
字
と
印
篆
文
字
の
２
種
類
で
名
前
を
デ
ザ
イ
ン

す
る
な
ど
、
書
体
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
自
分
の
文
字
が
違

う
書
体
で
描
い
て
い
く
と
、
夢
中
に
な
っ
て
自
分
の
名
前

を
格
好
よ
く
し
よ
う
と
し
ま
す
。
違
う
印
象
を
も
つ
自
分

の
名
前
を
見
た
と
き
、
文
字
の
意
味
を
確
か
め
た
く
な
り

ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
親
の
思
い
や
願
い
を
知
り
た
い
と
心

が
揺
れ
動
く
の
で
す
。
こ
の
題
材
は
、
徳
育
に
通
じ
て
い

く
題
材
と
し
て
も
期
待
で
き
ま
す
。

□
印
面
　

①  

篆
刻
に
つ
い
て
の
説
明
を
す
る
。
参
考
作
品
を
提
示

し
な
が
ら
、
陰
刻
と
陽
刻
の
違
い
を
理
解
さ
せ
る
。

②  

自
分
の
名
前
を
篆
刻
文
字
の
資
料
か
ら
探
し
出
し
、

印
面
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
デ
ザ
イ
ン
を
す
る
。

③  

小
篆
文
字
と
印
篆
文
字
の
２
種
類
で
デ
ザ
イ
ン
さ

せ
て
、
自
分
の
気
に
入
る
デ
ザ
イ
ン
を
決
定
す
る
。

④  

下
書
き
を
ト
レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
に
写
し
取
り
、

油
性
ペ
ン
で
書
く
。

⑤ 

印
面
仕
立
て
を
紙
や
す
り
で
行
う
。

⑥  

ト
レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
を
裏
返
し
に
し
て
写
し

は
じ
め
に

授
業
実
践
（
学
習
活
動
）

題
材
に
つ
い
て

題
材
名
「
篆
刻
～
見
て
楽
し
む
印
鑑
を
つ
く
ろ
う
～
」

中学校 教材研究

熊本県菊池市立泗
し

水
すい

中学校　久
く

保
ぼ

 敦
あつ

嗣
し

篆刻
～見て楽しむ印鑑をつくろう～
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取
る
。
文
字
が
逆
字
に
な
っ
て
い
る

か
確
認
す
る
。

⑦  
彫
り
に
入
る
。
篆
刻
台
に
は
さ
み
、

下
に
粘
土
板
を
敷
い
て
輪
郭
か
ら
彫

る
。
陽
刻
と
陰
刻
の
違
い
を
理
解
さ

せ
た
上
で
彫
り
進
め
さ
せ
て
い
く
。

⑧  

だ
い
た
い
彫
り
終
わ
っ
た
後
、
試
し

に
押
し
て
み
る
。
調
子
を
見
て
、
彫

り
残
し
や
輪
郭
の
さ
び
の
感
じ
を
修

正
す
る
な
ど
訂
正
彫
り
を
す
る
。

⑨  

訂
正
終
了
後
に
捺
印
し
、
印
面
の
完

成
と
す
る
。

□
持
ち
手
　

⑩  

持
ち
手
の
デ
ザ
イ
ン
を
、
正
面
図
・

左
右
側
面
図
・
真
上
か
ら
と
形
を
と

ら
せ
る
。〈
ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
を

し
て
、
デ
ザ
イ
ン
を
絞
り
込
む
〉

⑪  

油
性
ペ
ン
で
石
に
描
き
、
彫
刻
刀
・

石
削
り
用
や
す
り
を
使
っ
て
、
形
を

彫
っ
て
い
く
。

⑫  

形
が
整
っ
た
ら
、
石
を
水
に
つ
け
な

が
ら
紙
や
す
り
で
研
磨
を
行
う
。

⑬  

研
磨
後
に
、
き
め
の
細
か
い
爪
や
す

り
で
表
面
を
磨
き
、
つ
や
を
出
す
。

⑭  

完
成
後
、
鑑
賞
会
を
行
い
、
制
作

者
が
工
夫
し
た
と
こ
ろ
を
聞
き
な
が

ら
、
付
箋
紙
に
感
想
を
書
い
て
本
人

に
渡
し
て
い
く
。

　
授
業
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
、
生
徒
の

変
容
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
実
践
か

ら
、
絵
画
制
作
よ
り
も
彫
刻
制
作
に
魅
力

を
感
じ
る
生
徒
が
増
え
て
い
ま
す
。
授
業

の
工
程
の
中
に
、
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
場

面
を
設
定
し
ま
し
た
。「
デ
ザ
イ
ン
を
考

え
る
の
は
難
し
い
」
と
感
じ
た
こ
と
は
、

脳
を
働
か
せ
て
つ
く
り
出
す
機
会
と
出

合
っ
た
と
捉
え
て
い
ま
す
。
他
の
人
の
作

品
を
鑑
賞
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
で
、

ア
イ
デ
ア
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
し
た
。
作
品

が
実
用
的
に
な
る
と
実
感
し
な
が
ら
制
作

す
る
こ
と
は
、
制
作
意
欲
を
高
め
る
き
っ

か
け
と
な
り
ま
し
た
。 

　
完
成
し
た
作
品
を
、
近
隣
の
小
・
中
学
校
で
取
り
組
ん

で
い
る
、
市
の
文
化
祭
工
作
展
に
展
示
し
ま
し
た
。
２
月

に
同
市
が
開
催
し
た
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
へ
出
品

展
示
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
う
機
会
を
設

け
ま
し
た
。

　
篆
刻
制
作
を
通
じ
て
、
印
と
持
ち
手
を
つ
く
り
出
す

楽
し
さ
を
味
わ
え
た
生
徒
た
ち
。
今
回
は
う
ま
く
で
き
な

か
っ
た
と
感
じ
た
生
徒
も
、「
次
は
、
自
分
の
気
に
入
る

も
の
や
、
も
っ
と
よ
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
。」
と
話
し
て

い
ま
し
た
。
題
材
と
出
合
い
、
授
業
制
作
を
通
し
て
知
識

と
技
能
を
習
得
し
た
時
に
、
子
ど
も
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
は

さ
ら
に
ふ
く
ら
ん
で
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
造
形
教
育

は
、
生
み
出
す
力
と
つ
く
り
出
す
力
を
育
み
、
作
品
を
見

る
こ
と
か
ら
人
々
を
つ
な
ぐ
素
晴
ら
し
さ
が
あ
り
、
生
涯

を
通
じ
る
「
生
き
る
力
」
と
な
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

授
業
実
践
後
ア
ン
ケ
ー
ト

（
生
徒
の
実
態
）

お
わ
り
に

①絵画制作と彫刻制作ではどちらが好きですか。

②篆刻制作は好きですか。

③ 篆刻の持ち手のデザインを考えるのは難しい
ですか。

④他の人の篆刻作品を見るのは好きですか。

⑤篆刻ができあがったら何に使いますか。 

（2学年 135 名実施）

絵画 19％

好き71％

難しい 65％

好き42％ 普通 42％

難しくない 29％

普通 19％
苦手 10％

彫刻 78％
どちらでもない３％

普通６％

好きではない 16％

書道の印として16％ その他７％

置物として３％年賀状 74％
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鑑賞が「楽しい」と言える子どもに！
秋田県湯沢市立湯沢西小学校　藤

ふじ
原
わら

 和
かず

彦
ひこ

美術と地域を愛する
きっかけをつくる
愛知県豊田市立若園中学校　鈴

すず
木
き

 早
さ

紀
き

恵
え

　作品を見て多様な感じ方ができる
のは子どもの特権である。しかし、子
どもたちは高学年になるほど、すばら
しい作品を目の前にすると「いいこと
を言わないと…」と緊張する。したがっ
て、私は子どもたちが気楽に楽しめる
鑑賞をめざして意図的・積極的に鑑賞
の授業に取り組んでいる。
　今回は美術館活用にもつなげたい
と思い、「気分は名探偵～虫の美術館
～」の授業を実践した。
１.授業までの準備
① 事前に図録を購入する。
②  子どもたちに図録から見せたい作

品をスキャナで読み取り、拡大印
刷をする（A3判4枚）。

③  子どもが作品を初めて見た時に    

驚きがあるような、掲示の仕方を
工夫した場の設定をする。

２.本時の授業（12作品を掲示）
　図録は、小檜山賢二写真集『象虫 
マイクロプレゼンス』を使った。
①「昆虫園から虫が逃げ出したから

探してほしい。一匹はおしゃれな
虫でもう一匹は凶暴な虫。」とい
う設定をする。

②  空想でなく、形や色からイメージ
を広げるよう確認をする。　 

③  おしゃれだと思う虫には緑、凶暴
だと思う虫には赤の付箋を貼り、
そ れ ぞ れ の 付 箋
に、イメージした
理由を書く。

④  小グループで話し

合い、全体でも交流をして、自分
の感じ方を伝えるとともに、友達
の感じ方との違いのおもしろさに
気づく。

⑤  本授業で扱った作品が美術館で展
示されていることを紹介する。

　３年生で行った授業だが、理科で虫
の学習をした子どもたちは、理科的な
見方以外にも多様な見方があることに
気づき、虫の鑑賞を楽しんだ。この授
業後、「本物の作品を見たい」と、美
術館に実際に足を運んだ親子がいた。

　多くの美術館が中学生の入場料を
無料としているにもにもかかわらず、
美術館を利用していない生徒が意外
に多い。地域の美術館・体験施設・アー
トスポットを生徒や保護者にもお知ら
せすることで、家族で美術を愛好する
きっかけを提供することができないだ
ろうかと考えた。
　そこで、夏休みのしおりに「夏のアー
ト情報」というページをはさむことに
した。この夏、話題の美術館情報、家
族で行くとよい近場の体験施設、有
名建築家による豊田市自慢の建物と
橋の紹介等を掲載した。
　美術館情報では、豊田市美術館の

「フランシス・ベーコン展」、「あいち
トリエンナーレ」、鳥獣花木図屏風を
展示している福島県立美術館「若冲

が来てくれました」、オープンしたば
かりの藤城清治美術館を取り上げた。
特に、豊田市美術館では、特別展以
外にも、豊田の宝であるクリムトやエ
ゴン・シーレ、高橋節郎らの作品を常
時見ることができる。美術館へ行けな
くても、豊田市民として知っておきた
いし、ホームページやテレビ、新聞で
もアートに触れることはできる。
　近場の体験施設として、豊田市の
伝統工芸・小原和紙の紙漉き体験が
できる、豊田市和紙のふるさとを筆頭
に、おかざき世界子ども美術博物館、
愛知県陶磁資料館、高浜市やきもの
の里かわら美術館を紹介した。
　最後に、愛知県民・豊田市民が誇
る街角アートスポットとして、世界
的建築家・黒川紀章設計の豊田大橋、

豊田スタジアム、名古屋市美術館を
取り上げた。市の中心部に位置するこ
の橋とサッカー場は、よく通るわりに、
手がけたのが黒川紀章であることは
知られていない。ぜひ、素敵なデザ
インをいろいろな角度から眺めて、美
しさを感じてほしいし、わが町をもっ
と好きになってほしい。
　この夏、美術室から発信したアート
情報が、美術と地域を愛するきっか
けとなったなら、生涯教育にわずかな
がら一石を投じたことになるかもしれ
ない。

図工室
美術室

H25 夏のアート情報



「春のうたがきこえてくるよ」
神奈川県横浜市立下田小学校　５年生

「光をデザインしてみよう～ランプシェード～」
青森県中

なか

泊
どまり

町立小
こ

泊
どまり

小学校　齊
さい

藤
とう

 光
みつ

正
まさ

地域のアート

作者：
　弱い雨が降って、その後に涼しい風
が吹きました。花や風は、リズムにのっ
て歌っているみたいです。白いクレヨン
の上から絵の具をぬって 綿毛が見える
ようにしたり、筆をシュッと動かして風
が吹いているように表したりしました。
指導者：
　絵本『わたしのワンピース』の読み
聞かせから “ 自分だけの春色のシャツを
つくろう ” と投げかけました。風や光な
ど、目に見えない春を表すため、“ どん
な春を感じた？ ” と対話を重ねたり、今
まで経験した技法を用いることができ
るよう場の設定をしたりしました。

見つけたよ！今月の

青森県名産のりんごの枝を使っ
てランプシェードをつくりまし
た。貼っている紙には落ち葉を
挟み込んでいます。
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