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特集  子どもの“キラリ”を求めて
第4回 キラリを育てる

▲ 子どもが自分のキラリに気づく時…
　京都教育大学附属京都小中学校　足立 彰 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

▲ 子どもの「楽しい」「うれしい」ひととき
　東京都立三鷹中等教育学校　南 弥緒 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

▲ 社会とつながる表現 ～共感の場づくりから～
　静岡県静岡市立観山中学校　山竹 弘己 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

▲ 児童・生徒がキラリと輝く授業
　宮城県登米市立佐沼中学校　矢﨑 ひさ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

私のお気に入りの１点
五角形の箸
東京都江東区立越中島小学校　大道博敏 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

これだけは知っておきたい  木編  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

教材研究 小学校

和の図工 -図工の和-
東京都豊島区長崎小学校　北⻆ きよ子 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12

教材研究 中学校

自分や自分のいる場所に向き合い、輝きに気づく
東京都西東京市立保谷中学校　清水 信博 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14

図工室・美術室
小中一貫校の試み ～小学校と中学校の連携～
新潟県三条市立嵐南小学校　島田 洋子 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

心あたたまる絵本をつくろう ～自分を見つめ、自分を語る～
北海道札幌市立稲陵中学校　市川 雅基 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

今月の見つけたよ！
「川立つ木」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

地域のアート
「小・中・高連携による造形活動 ～はらぺこあおむしの食べたリンゴ～」
　 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

ユーモアが心に訴えかける

2002 年に環境ポスター展に参加したのがきっかけ
で、環境問題を考えるようになりました。特に、地球
温暖化は生命にとって深刻な問題です。急増するゲリ
ラ豪雨や巨大竜巻も地球温暖化が原因とされていま
す。温室効果ガスの排出量がこのまま増え続けると、
今世紀末までには日本の気温は 3.5 ～ 6.4 度上昇する
という報告書が公表されました。降雨量は 9～ 16％増
え、海面は最大 63cm上昇し、砂浜の 8割が失われる
そうです。私たちの世代より子どもや孫の世代に大き
な影響を与えることになります。今を生きる私たち一
人ひとりの行動にかかっています。
この現状を多くの人に知ってもらいたいという思い
から地球温暖化をテーマにしたポスターを制作し、市
や区の施設のホールやギャラリー、病院などで環境
ポスター展を開催しています。渋谷区のスポーツ施設
で展示したときには区長のはからいで、展示したポス
ターの中から 5点を選び、印刷をして東京都渋谷区の
小・中学校全校に配布されました。
表紙に掲載されたポスターは、動物たちの視点から
地球温暖化を訴えたシリーズの１点です。南極半島の
両側で氷

こおり

棚
だな

の大きな崩壊が起きています。いったん氷

棚がなくなると、その後ろで抑えられていた陸上の氷
がじりじりと移動し始め、海に砕け落ちるようになり
ます。海水面が上昇を続け、海に近い多くの都市が水
没の被害にさらされることになります。この危機をペ
ンギンたちに参加してもらい、ポスターにしました。
ポスターの制作で心がけている点は、一目見てメッ

セージが伝えられるかということです。そして、その
中にクスッとしてしまうようなユーモアを盛り込めた
らと思い、制作しています。ユーモラスな表現がある
と強く心に残ると思います。
ポスターを見て行動を起こしてもらうのはとても難

しいことですが、少しでも環境問題について考える
きっかけになってもらえたらと願っています。

儘
まま

田
だ

 能
よし

光
てる
（グラフィックデザイナー）

デザインの仕事と並行して地球温暖化、原発、戦争などの問題をテーマに
ポスターやチラシ、カード、絵本などを制作し、訴えている。立体作品も手がけ、
毎年個展を開催。企画展にも多数出品し、幅広い創作活動を続けている。

環境問題を
訴えるポスター



子どもの“キラリ”を求めて
特集

　その一瞬にカメラを向けると、子どもの瞳から発する「キラリ光線」を写し出すこと

ができるかもしれない。漫画の一コマであれば画面に星が描かれるだろう。心がキラリ

とする活動はさまざまな場面や設定で生まれ、つくり出される。新しい発見や気づきは

大人でさえ心が踊る。子どもの純粋な感覚や感性をもってすれば、未知なる授業は想像

以上の「キラリ」を投げかけ、心がときめく瞬間であるに違いない。

　キラリを主体的な表現に結びつけるため、教師が何を引き出すか、どう仕掛けをつく

るかが、図工・美術の時間の醍醐味である。「子どものキラリ」に気づき、しっかりと

受け止め、限りない力を育て伸ばすための図工・美術の授業でありたい。   

第4回

キラリを
育てる



毎
年
数
多
く
の
教
育
実
習
生
が
勤

務
校
に
や
っ
て
来
る
。
そ
の
実
習
生

が
授
業
を
計
画
す
る
際
、
最
初
に
行

う
助
言
が
「
褒
め
る
言
葉
を
た
く
さ

ん
用
意
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
」
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
形
式
的
な
言
葉
を

用
意
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
褒
め

る
言
葉
」
が
生
徒
の
心
に
響
く
言
葉

で
あ
る
た
め
に
、
教
材
を
研
究
し
展

開
の
工
夫
や
準
備
を
進
め
て
お
く
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
生
徒
の
創
造
活
動
の
喜

び
と
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
人
は
本
来
、
造

形
活
動
を
楽
し
む
欲
求
を
も
っ
て
生

ま
れ
て
く
る
。
そ
の
た
め
幼
い
時
に

は
、
泥
遊
び
や
紙
を
丸
め
て
「
〜
み

た
い
」
と
い
う
身
体
感
覚
や
造
形
感

覚
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
表
現
欲
求

を
満
た
す
活
動
と
し
て
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
。

し
か
し
、
学
年
が
進
む
に
つ
れ
て
、

「
絵
は
苦
手
」「
ア
イ
デ
ア
が
思
い
つ

か
な
い
」
等
の
発
言
を
す
る
子
が
増

え
て
い
く
。
以
前
、
成
人
に
行
っ
た

調
査
で
は
、「
造
形
表
現
が
苦
手
だ

と
思
わ
な
い
」
に
対
し
て
「
は
い
」

と
回
答
し
た
人
は
、「
い
い
え
」
と

回
答
し
た
人
に
比
べ
て
、
圧
倒
的
に

「
親
や
身
近
な
人
に
よ
く
褒
め
ら
れ

た
（
こ
と
を
覚
え
て
い
る
）」
と
い

う
回
答
が
多
い
。
こ
れ
は
、
他
者
に

よ
る
評
価
が
自
己
評
価
と
深
い
関
わ

り
合
い
を
も
ち
な
が
ら
造
形
表
現
へ

の
自
信
を
培
う
こ
と
に
な
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
生

徒
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
多
様
な
表
現

を
適
切
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
生
徒
は
よ
り
造
形
を
楽
し
み
な

が
ら
学
習
を
行
え
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
生
徒
が
表
現

す
る
こ
と
を
楽
し
み
、「
自
分
の
表

現
」
が
友
達
に
好
意
的
に
評
価
さ
れ

る
授
業
を
行
う
こ
と
で
、
生
徒
は
自

分
の
内
に
あ
る
「
表
現
の
意
図
」
や

「
創
造
活
動
の
喜
び
」
に
気
づ
く
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

次
の
よ
う
な
実
践
を
行
っ
た
。

本
題
材
は
、
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
・

ド
リ
ッ
ピ
ン
グ
等
の
偶
発
的
な
表
現

の
お
も
し
ろ
さ
を
も
つ
技
法
と
、
そ

れ
ら
を
意
図
的
に
構
成
す
る
た
め

の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
・
マ
ス
キ
ン
グ
等
の

技
法
を
組
み
合
わ
せ
、
３
種
類
の
イ

メ
ー
ジ
を
表
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
３
種
類
の
イ
メ
ー
ジ
は

ジ
ャ
ン
ケ
ン
（
石
・
は
さ
み
・
紙
）

を
モ
チ
ー
フ
に
し
、
ゲ
ー
ム
的
な
要

素
を
も
っ
た
カ
ー
ド
を
デ
ザ
イ
ン
さ

せ
、
完
成
後
に
ゲ
ー
ム
交
流
を
行
わ

せ
る
。
そ
の
ゲ
ー
ム
を
通
じ
て
自
他

の
イ
メ
ー
ジ
の
交
感
を
行
い
、
相
互

の
感
性
の
違
い
や
一
般
的
な
形
や
色

の
イ
メ
ー
ジ
の
共
通
性
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
。

具
体
的
に
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ゲ
ー

ム
に
お
け
る
石
（
グ
ー
）・
は
さ
み

（
チ
ョ
キ
）・
紙
（
パ
ー
）
か
ら
連
想

す
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
一
旦
「
言
葉
の

イ
メ
ー
ジ
」
に
置
き
換
え
、
さ
ら
に

そ
こ
か
ら
形
や
色
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と

転
換
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
過
程
で
自

分
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
の
捉
え
方
を
友

達
の
感
じ
方
や
考
え
方
と
交
流
さ

せ
、
共
通
す
る
形
や
色
の
イ
メ
ー
ジ

や
、
友
達
と
は
異
な
る
が
自
分
と
し

て
は
大
切
に
し
た
い
感
じ
方
や
考
え

方
を
整
理
さ
せ
た
。

当
然
、
形
や
色
の
捉
え
方
は
、
一

人
一
人
の
好
み
に
よ
っ
て
違
い
が
あ

り
、
一
律
に
グ
ー
・
チ
ョ
キ
・
パ
ー

の
イ
メ
ー
ジ
が
決
め
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ゲ
ー
ム
的

な
交
流
を
通
じ
て
自
分
な
り
の
感
じ

方
や
考
え
方
（
感
性
）
を
説
明
す
る

こ
と
で
、
自
ら
の
捉
え
方
を
友
達
と

は
じ
め
に

実
践
紹
介
（
中
学
２
年
生
）

「
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
ア
ー
ト
カ
ー
ド

ゲ
ー
ム
を
つ
く
ろ
う
」

第 4回　キラリを育てる

子どもが自分の
キラリに気づく時…

京都教育大学附属京都小中学校　足
あだち

立 彰
あきら

表現の欲求

他
者
評
価

身体感覚
造形感覚
知的好奇心

自
己
評
価

好意的評価



の
間
で
一
般
化
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
と
考
え
た
か
ら
だ
。

ゲ
ー
ム
は
、
対
戦
す
る
２
名
と
進

行
役
１
名
、
さ
ら
に
審
判
３
名
を
基

本
と
し
て
行
う
。
最
初
に
、
相
互
に

カ
ー
ド
を
出
し
合
い
、
出
し
た
カ
ー

ド
に
よ
っ
て
勝
敗
を
決
め
る
。
た
だ

し
、
出
す
カ
ー
ド
は
デ
ザ
イ
ン
だ

け
で
判
断
す
る
こ
と
と
し
、
異
論
が

あ
っ
た
場
合
は
皆
で
審
議
し
、
自
分

自
身
の
感
じ
方
を
説
明
し
た
上
で
、

最
終
的
に
審
判
役
の
３
名
の
判
断
を

仰
ぎ
、
勝
敗
を
決
す
る
。
こ
こ
で
、

審
議
の
際
に
自
分
な
り
の
感
じ
方
や

考
え
方
を
説
明
し
て
判
断
を
仰
ぐ
と

い
う
過
程
が
、
自
分
自
身
の
感
性
を

客
観
視
し
つ
つ
、
他
者
に
伝
え
る
た

め
に
一
般
化
さ
れ
る
考
え
方
や
感
じ

方
と
重
ね
合
わ
せ
て
説
明
す
る
力
も

必
要
に
な
る
。

今
回
の
題
材
で
は
、
制
作
の
途
中

や
制
作
後
の
ゲ
ー
ム
の
中
で
繰
り
返

し
、
互
い
の
作
品
に
つ
い
て
の
解
釈
・

評
価
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

制
作
で
は
、
自
分
自
身
の
形
や
色
の

感
性
を
基
に
「
石
・
は
さ
み
・
紙
」

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
発
想
す
る
デ
ザ
イ

ン
を
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

自
分
の
感
性
に
基
づ
い
て
制
作
し
た

も
の
で
あ
る
た
め
、
他
者
と
の
ゲ
ー

ム
を
行
う
際
に
共
通
の
感
覚
・
価
値

基
準
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

は
言
い
切
れ
な
い
。　
　

こ
の
よ
う
な
ゲ
ー
ム
と
し
て
デ
ザ

イ
ン
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
自
他

共
に
直
感
的
に
納
得
で
き
る
デ
ザ
イ

ン
で
あ
る
こ
と
や
、
論
理
的
に
説
明

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
納
得
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
反
面
、

一
目
見
て
石
・
は
さ
み
・
紙
が
伝

わ
っ
て
し
ま
う
デ
ザ
イ
ン
も
、
ゲ
ー

ム
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
を
半
減

さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
デ
ザ
イ
ン

は
、
直
接
的
に
表
さ
れ
た
も
の
よ
り

も
、
よ
り
間
接
的
に
表
現
さ
れ
た

も
の
の
ほ
う
が
ゲ
ー
ム
の
な
か
で
議

論
を
生
み
、
ゲ
ー
ム
の
場
が
活
性
化

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起

こ
る
。「
え
っ
？
こ
れ
グ
ー
だ
と
思

う
け
ど
…
」「
こ
の
色
と
こ
の
あ
た

り
の
形
で
チ
ョ
キ
を
表
し
て
い
る
の

で
は
？
」「
で
も
…
全
体
的
な
形
の

組
み
合
わ
せ
は
グ
ー
に
見
え
る
と
思

う
」
等
々
、
部
分
や
全
体
の
構
成
、

色
の
組
み
合
わ
せ
、
形
の
組
み
合
わ

せ
を
い
ろ
い
ろ
な
視
点
で
議
論
を
深

め
て
い
く
。

こ
の
中
で
制
作
者
で
あ
る
生
徒

も
、自
分
の
表
現
の
中
に
あ
っ
た
「
無

意
識
の
造
形
的
お
も
し
ろ
さ
」
を
指

摘
さ
れ
、
別
の
視
点
を
も
つ
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
分
の
作
品
の
「
新
た
な

価
値
」
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
「
自
分
自
身
の
内
に
あ
る
キ
ラ

リ
」
に
気
づ
く
こ
と
が
非
常
に
重
要

な
意
味
を
も
つ
こ
と
な
る
。

造
形
活
動
の
評
価
で
は
、
否
定
的

評
価
よ
り
も
好
意
的
評
価
が
有
効
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
評
価
の
着
眼

点
が
制
作
者
自
身
の
意
図
し
て
い
た

も
の
と
同
程
度
に
、
意
図
し
て
い
な

か
っ
た
着
眼
点
に
つ
い
て
他
者
か
ら

評
価
さ
れ
る
こ
と
は
、
制
作
者
で
あ

る
生
徒
自
身
に
新
し
い
創
造
へ
の
道

標
と
な
る
。
生
徒
に
と
っ
て
は
、
自

分
の
中
に
新
し
い
価
値
観
が
生
ま
れ

る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。

逆
説
的
で
あ
る
が
「
子
ど
も
の
キ

ラ
リ
は
い
つ
・
ど
こ
に
で
も
存
在
す

る
」
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ

る
。
本
人
自
身
が
自
ら
の「
キ
ラ
リ
」

に
気
づ
き
、
周
り
の
人
も
気
づ
く
と

き
、
新
し
い
表
現
が
生
ま
れ
、
造
形

活
動
が
学
習
と
し
て
深
い
意
味
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
。
造
形
の
学
習
で

は
、
既
成
の
正
解
が
存
在
す
る
の
で

は
な
く
、
子
ど
も
一
人
一
人
の
キ
ラ

リ
こ
そ
が
、
正
解
と
呼
べ
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

相
互
評
価
の
あ
り
方

お
わ
り
に

特集　子どもの “キラリ ”を求めて

友達の表現を見合うことで、次の表現が生まれる。

制作されたトレーディング
アートカード。

友達の作品評価から、新しい気づきもある。



子
ど
も
の
キ
ラ
リ
を
育
て
る
に

は
、
興
味
や
関
心
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
発
達
段
階
に
応
じ
て
丁
寧
に
行
う

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

子
ど
も
た
ち
は
興
味
や
関
心
が

あ
る
も
の
に
遭
遇
し
た
と
き
に
目
を

輝
か
せ
る
。
そ
の
興
味
や
関
心
は
大

人
の
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
や
演
出
に

よ
っ
て
引
き
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

本
校
の
美
術
室
の
棚
に
デ
ッ
サ
ン

用
の
木
馬
の
模
型
と
人
体
模
型
が

あ
る
。
授
業
に
来
た
生
徒
は
必
ず
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
そ
の
模
型
の
形
を

変
え
て
楽
し
む
。
目
が
輝
く
瞬
間
で

あ
る
。
あ
る
日
、
前
の
ク
ラ
ス
の
生

徒
が
つ
く
っ
た
ポ
ー
ズ
に
大
変
盛
り

上
が
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
生
徒
が
模

型
の
ま
わ
り
を
取
り
囲
ん
で
い
た
。

イ
タ
ズ
ラ
か
ら
生
ま
れ
た
キ
ラ
リ
で

あ
る
。
日
常
に
変
化
を
加
え
た
り
、

仕
掛
け
を
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た

ち
の
興
味
や
関
心
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
授
業
の
中
で
「
キ
ラ
リ
」

と
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
、
我
が
子
に
問
い
か
け
て
み
た
。

意
外
に
も
単
純
明
快
な
答
え
で
あ
っ

た
。　

キ
ラ
リ
＝
楽
し
い
・
う
れ
し
い

で
あ
る
。
で
は
、
授
業
の
中
で
、「
楽

し
い
」「
う
れ
し
い
」
と
感
じ
る
と
き

は
ど
ん
な
と
き
か
。
と
い
う
問
い
か

け
に
は
、
発
達
段
階
に
よ
り
、
少
し

ず
つ
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

小
学
校
低
学
年
で
は
、
周
囲
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
自
分
自

身
が
納
得
し
た
作
品
を
つ
く
れ
た
と

き
の
ほ
う
が
、
キ
ラ
リ
と
す
る
よ
う

だ
。
そ
れ
が
年
齢
と
と
も
に
、
周
囲

か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
キ
ラ
リ
と

な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
小

学
生
に
は
中
学
生
に
な
い
友
達
と
の

材
料
の
交
換
時
間
が
す
ご
く
楽
し
い

よ
う
だ
。
中
学
生
に
な
る
と
資
料
準

備
は
あ
っ
て
も
、
自
分
で
材
料
を
準

備
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
教
師

は
、
発
達
段
階
に
よ
る
キ
ラ
リ
を
理

解
し
た
上
で
、
子
ど
も
の
キ
ラ
リ
を

育
て
た
い
。
ま
た
、
中
学
生
は
、
小

学
生
に
は
な
い
キ
ラ
リ
を
も
っ
て
い

る
。
新
し
い
題
材
に
入
る
と
き
に
一

番
キ
ラ
リ
と
す
る
と
答
え
た
。
こ
れ

は
、
教
師
や
題
材
へ
の
期
待
で
は
な

く
、「
次
の
課
題
こ
そ
頑
張
る
ぞ
」

と
い
う
意
気
込
み
の
キ
ラ
リ
で
あ
っ

た
。
自
分
自
身
で
キ
ラ
リ
を
導
く
こ

と
も
で
き
る
年
齢
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

子どもの「楽しい」
「うれしい」ひととき

東京都立三鷹中等教育学校　 南
みなみ

 弥
み

緒
お

「
子
ど
も
の
キ
ラ
リ
を

育
て
る
」
に
は

第 4回　キラリを育てる

小学２年生

・すごいものがつくれたとき

・ 友達よりもすごいものがつくれた

とき

・自分でいいなと思ったとき

・友達と材料を交換しているとき
・ 完成したものを友達に見せるとき

小学５年生

・でき上がったとき

・友達より目立つとき

・友達から褒められたとき

・上手につくれているとき

・先生から褒められたとき

・友達と材料を交換しているとき

中学３年生

・新しい題材に入るとき
・褒められたとき

・ 選ばれたとき

  （参考作品やコンクールになど）

・ 順調につくったりかいたりしてい

るとき

・でき上がったとき

図工・美術の授業の中でどんなときに
楽しい・うれしいと感じるか



そ
れ
で
は
、
教
師
が
ど
の
よ
う
に

授
業
の
中
で
キ
ラ
リ
＝
楽
し
い
・
う

れ
し
い
を
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
け
ば

よ
い
の
か
、
キ
ラ
リ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

を
も
と
に
考
え
る
。

中
学
生
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
題

材
に
入
る
と
き
は
、
生
徒
自
ら
キ
ラ

リ
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
と
き
な
の

で
、
導
入
は
工
夫
を
こ
ら
す
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
だ
が
、
認
め
る
こ
と
を
大

切
に
し
て
い
く
べ
き
だ
。

題
材
の
初
回
は
、
質
問
や
相
談
も

多
い
。
そ
ん
な
と
き
は
、
丁
寧
な
対

応
が
必
要
で
あ
る
。
任
せ
る
の
で
は

な
く
、
求
め
て
い
る
資
料
を
探
す
手

立
て
や
、
生
徒
の
発
見
や
ひ
ら
め
き

を
絶
賛
す
る
覚
悟
で
臨
む
べ
き
で
あ

る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
興
味
・
関
心

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ま
た
、

小
学
生
は
題
材
に
も
よ
る
が
、
授
業

の
最
初
と
最
後
で
、
友
達
と
の
や
り

と
り
の
時
間
を
十
分
に
と
っ
て
の
交

感
が
意
外
に
も
楽
し
い
ひ
と
と
き
で

あ
り
、
キ
ラ
リ
の
瞬
間
で
あ
る
。
意

図
的
に
材
料
交
換
タ
イ
ム
を
設
け
た

り
、
材
料
を
交
換
す
る
よ
う
に
準
備

さ
せ
た
り
す
る
な
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ

も
必
要
か
と
思
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
の
キ

ラ
リ
を
育
て
る
に
は
、
興
味
や
関
心

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
で
あ
る
と

発
達
段
階
に
応
じ
て
丁
寧
に
行
う
こ

と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
思
う
キ
ラ
リ

が
楽
し
い
・
う
れ
し
い
で
あ
れ
ば
、

我
々
教
師
が
と
ら
え
る
キ
ラ
リ
は
、

真
剣
な
中
の
笑
み
で
あ
り
た
い
。

写
真
１
は
、
授
業
の
中
で
の
中
学

生
の
没
頭
の
ワ
ン
シ
ー
ン
で
あ
る
。

写
真
２
は
、
同
じ
よ
う
に
没
頭
し
て

い
る
が
、
そ
の
中
で
何
人
か
が
笑
み

を
浮
か
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
教
師

が
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
、
育
て
る

べ
き
キ
ラ
リ
で
あ
る
。「
真
剣
な
中

の
笑
み
」
は
、
集
団
の
中
で
も
、
一

人
の
と
き
で
も
授
業
の
中
で
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
時
間
の
経

過
が
キ
ラ
リ
を
導
く
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
情
を
見
逃
さ
ぬ
よ
う

に
し
た
い
。

子
ど
も
た
ち
が
興
味
や
関
心
に
遭

遇
し
た
と
き
の
、
瞳
孔
が
ぐ
っ
と
開

く
よ
う
、
我
々
教
師
も
、
子
ど
も
た

ち
の
興
味
や
関
心
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
間
口
を
広
げ
て
い
き
た
い
。

授
業
の
中
で
の

「
キ
ラ
リ
」
の
仕
掛
け

特集　子どもの “キラリ ”を求めて

小学生
キラリの
キーワード

中学生
キラリの
キーワード

教師

キラリのアプローチ

導入

やりとり

発見

ひらめき

発見

ひらめき

・豊富な材料の準備

・材料交換の時間の確保

・憧れる参考作品の掲示

・導入の工夫

・制作手順の丁寧なレクチャー（説明）

展開

（制作中）
没頭、夢中 没頭、夢中

・十分な時間の確保

・ わからないときのヒント、アドバイスの提示

・困っているときの手助け

・認め、褒めるときの声かけ

・静かな時間 

まとめ
達成感

やりとり
達成感

・鑑賞タイムの確保

・友達との交流の時間の確保

写真 1

写真 2



「
表
現
」
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ツ
ー
ル
と
し
て
の
側
面
と
自
分
の

気
持
ち
や
考
え
を
整
理
す
る
側
面
の

二
つ
の
面
が
あ
る
。
た
だ
、
自
分
自

身
に
自
信
が
も
て
な
い
生
徒
は
、
周

囲
か
ら
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
気
持

ち
と
は
裏
腹
に
、
自
分
自
身
が
満
足

す
る
た
め
だ
け
に
表
現
を
行
い
、
他

と
の
関
わ
り
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾

向
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
他
と
関
わ
り
、

周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
る
場
面
を
意
図

的
に
増
や
し
、
誰
か
の
た
め
に
行
動

す
る
こ
と
が
自
分
の
喜
び
に
な
る
と

い
う
授
業
実
践
が
で
き
な
い
か
を
考

え
た
。

個
人
作
業
の
多
い
美
術
の
授
業

で
、
他
と
関
わ
る
場
面
を
設
定
す
る

に
は
、
表
現
活
動
の
中
に
鑑
賞
活
動

を
計
画
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
鑑
賞
活
動
に
よ
っ
て
他
に

自
分
の
作
品
が
ど
う
見
え
た
か
を

知
る
機
会
や
他
の
生
徒
の
表
現
の
多

様
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
大
切
だ
か
ら

だ
。
特
に
「
他
に
ど
う
見
え
て
い
る

か
」
を
知
る
こ
と
は
、
今
ま
で
気
づ

か
な
か
っ
た
自
分
や
成
長
し
た
自
分

に
出
会
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ

れ
は
海
外
旅
行
か
ら
帰
っ
て
き
た
人

が
感
じ
る
感
覚
に
も
似
て
い
て
、
地

元
を
離
れ
て
み
る
と
改
め
て
地
元
が

見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

鑑
賞
活
動
で
は
、
生
徒
が
互
い
の

表
現
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
感

の
場
が
生
ま
れ
る
。
表
現
に
自
信
の

な
い
生
徒
や
認
め
ら
れ
た
い
と
感
じ

て
い
る
生
徒
に
は
、
こ
の
共
感
の
場

が
必
要
で
あ
る
。

共
感
の
場
で
は
、
自
分
の
制
作
や

作
品
が
他
か
ら
ど
う
見
え
て
い
る
か

を
知
っ
た
り
、他
の
制
作
や
作
品
が
、

自
分
と
似
て
い
た
り
、
自
分
に
は
な

い
も
の
を
も
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と

を
知
り
、
喜
ん
だ
り
、
驚
い
た
り
す

る
。
共
感
し
、
驚
い
た
り
喜
ん
だ
り

す
る
の
は
、
目
指
す
思
い
が
同
じ
だ

か
ら
で
あ
る
。
人
や
も
の
や
い
ろ
い

ろ
な
出
来
事
に
共
通
の
思
い
を
も
つ

こ
と
を
共
感
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
鑑
賞
活
動
で
、
た

だ
単
に
互
い
の
よ
さ
を
言
わ
せ
て
い

る
だ
け
で
は
、
双
方
が
つ
な
が
っ
て

い
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
生
徒
の
表
現
を
い
つ
も

と
は
異
な
る
見
方
で
語
っ
て
く
れ

て
、
目
指
す
思
い
を
同
じ
く
す
る
人

を
学
校
以
外
で
探
し
、
授
業
の
中
に

位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。
外
部
か

ら
の
新
鮮
な
意
見
は
生
徒
の
作
品
の

見
方
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
目
指
す

思
い
が
同
じ
人
た
ち
と
は
共
感
が
生

ま
れ
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
だ
。

今
回
は｢

共
感｣

を
テ
ー
マ
に

し
た
実
践
を
三
つ
紹
介
し
た
い
と
思

う
。

① 

共
感
さ
れ
る
場
の
設
定

「
タ
ワ
シ
を
イ
ン
テ
リ
ア
雑
貨
に

し
よ
う
」
と
題
し
て
授
業
を
行
っ
た
。

タ
ワ
シ
を
解
体
し
た
り
、
何
か
に
見

立
て
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
と
組

み
合
わ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
タ
ワ
シ

を
使
っ
て
お
し
ゃ
れ
な
カ
フ
ェ
に
飾

れ
る
よ
う
な
イ
ン
テ
リ
ア
雑
貨
を
つ

く
る
と
い
う
実
践
で
あ
る
。

こ
の
実
践
で
は
、
タ
ワ
シ
を
制
作

し
て
い
る
会
社
の
方
に
協
力
を
求

め
、
生
徒
作
品
を
見
た
感
想
を
い

た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
生
徒
一
人
一

人
に
社
員
十
数
名
の
方
か
ら
「
ど
の

よ
う
に
見
え
た
か
」
や
「
作
品
の
よ

さ
」
に
つ
い
て
感
想
を
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
た
の
で
、
鑑
賞
の
授
業
で

は
互
い
の
感
想
を
述
べ
る
だ
け
で
な

く
、
社
員
の
方
か
ら
い
た
だ
い
た
コ

メ
ン
ト
も
紹
介
し
て
い
っ
た
。
中
に

は｢

繊
維
の
使
い
方
が
ユ
ニ
ー
ク
で

驚
き
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
作
品
を
飾
ら

せ
て
ほ
し
い｣

｢

タ
ワ
シ
の
色
を
変

生
徒
の
実
態

共
感
の
場

他
に
ど
う
見
え
て
い
る
か

と
い
う
視
点

第 4回　キラリを育てる

社会と
つながる表現

～共感の場づくりから～
静岡県静岡市立観山中学校　山

やま

竹
たけ

 弘
ひろ

己
き



え
る
だ
け
で
印
象
が
大
き
く
変
わ
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
繊
維
の
色

に
つ
い
て
は
開
発
を
進
め
た
い｣

な

ど
、
生
徒
作
品
に
大
き
な
刺
激
を
受

け
た
こ
と
が
わ
か
る
コ
メ
ン
ト
も
あ

り
、
感
想
を
い
た
だ
い
た
作
者
だ
け

で
な
く
、
他
の
生
徒
も
新
た
な
作
品

の
見
方
に
驚
き
を
感
じ
な
が
ら
、
自

分
の
作
品
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
楽

し
み
に
待
つ
こ
と
が
で
き
た
。

② 

共
感
し
、
共
感
さ
れ
る
場
の
設
定

地
元
商
店
街
の
広
告
マ
ッ
チ
を
制

作
す
る
授
業
で
は
商
店
街
45
店
舗
の

協
力
の
も
と
、
協
力
店
の
方
に
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
。

生
徒
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
思
い
や
考

え
を
汲
み
取
り
な
が
ら
広
告
マ
ッ
チ

の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
て
い
っ
た
。
こ

の
実
践
で
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の

も
っ
て
い
る
映
像
イ
メ
ー
ジ
や
思
い

な
ど
を
ど
う
し
た
ら
汲
み
取
れ
る
か

と
い
う
こ
と
を
生
徒
に
意
識
さ
せ
た

結
果
、
こ
と
ば
で
イ
メ
ー
ジ
を
共
有

す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
生
徒
に
実
感

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
同

時
に
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
共
感
的
な

姿
勢
を
深
め
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の

関
わ
り
の
中
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
て

く
る
自
分
自
身
の
好
み
や
思
い
も
明

確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、

完
成
時
に
は
生
徒
は
で
き
上
が
っ
た

広
告
マ
ッ
チ
を
納
品
と
称
し
て
各
店

舗
に
展
示
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の

際
に
各
店
舗
の
方
か
ら
は
「
思
っ
て

い
た
以
上
の
マ
ッ
チ
で
う
れ
し
い
」

「
ち
ゃ
ん
と
伝
え
た
こ
と
を
取
り
入

れ
て
あ
っ
て
う
れ
し
い
」「
こ
ん
な

か
わ
い
い
広
告
マ
ッ
チ
に
な
っ
た
ん

だ
」「
お
店
の
商
品
と
し
て
販
売
し

た
い
」
な
ど
と
生
徒
の
自
信
に
つ
な

が
る
声
か
け
を
し
て
い
た
だ
き
、
両

者
か
ら
笑
顔
が
溢
れ
た
。

③ 

共
感
す
る
場
の
設
定

｢

『
ゲ
ル
ニ
カ
』
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ｣

と
題
し
た
実
践
で
は
、
ピ
カ
ソ
が
生

き
て
い
た
ら
福
島
の
現
状
を
ど
う
描

い
た
か
を
、「
ゲ
ル
ニ
カ
」
を
参
考

に
考
え
、
表
現
す
る
授
業
を
行
っ
た
。

最
初
に
行
っ
た
の
は
「
ゲ
ル
ニ
カ
」

の
鑑
賞
で
あ
る
。
ピ
カ
ソ
が
な
ぜ「
ゲ

ル
ニ
カ
」
を
描
い
た
の
か
を
考
え
さ

せ
る
活
動
を
通
し
て
、
表
現
の
根
底

に
あ
る
ピ
カ
ソ
の
戦
争
へ
の
強
い
憤

り
や
悲
し
み
に
共
感
す
る
場
や
福
島

の
現
状
を
つ
か
む
授
業
の
中
で
、
福

島
で
生
活
す
る
方
に
共
感
す
る
場
を

設
定
し
た
。

こ
の
実
践
で
印
象
的
で
あ
っ
た
の

は
、
ピ
カ
ソ
の
「
ゲ
ル
ニ
カ
」
鑑
賞

ま
で
は
戦
争
に
対
し
て
も
他
人
事
で

あ
っ
た
生
徒
が
、「
ピ
カ
ソ
が
生
き

て
い
た
ら
福
島
を
ど
う
描
い
た
だ
ろ

う
？
」
と
い
う
投
げ
か
け
を
し
た
瞬

間
に
目
の
色
が
変
わ
り
、
ピ
カ
ソ
の

性
格
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
戦
争
に

対
し
て
も
放
射
能
汚
染
に
つ
い
て
も

自
ら
積
極
的
に
調
べ
て
い
く
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
だ
。
ま
た
、
美
術
作
品

で
「
福
島
を
忘
れ
さ
せ
な
い
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
多
く
の
人
に
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
い
を
強

め
、
作
品
制
作
に
臨
む
こ
と
が
で
き

た
よ
う
に
思
う
。

学
校
で
行
わ
れ
る
美
術
の
授
業
が

社
会
と
共
感
的
な
姿
勢
で
つ
な
が
る

こ
と
を
目
指
し
て
実
践
を
行
う
中

で
、
他
者
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

飢
え
て
い
る
生
徒
の
実
態
が
改
め
て

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
S
N
S
な

ど
を
巧
み
に
駆
使
し
て
他
と
つ
な
が
っ

て
い
る
は
ず
の
生
徒
が
、
現
実
の
世

界
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

飢
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
改
め
て
現

実
社
会
で
具
体
的
に
つ
な
が
り
、
共

感
の
場
の
重
要
性
を
実
感
し
た
。

現
在
、
本
校
で
は
宮
城
県
の
津
波

被
害
を
受
け
た
幼
稚
園
と
交
流
を

し
て
お
り
、
授
業
で
は
そ
の
園
児
を

笑
顔
に
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
称
し

て
段
ボ
ー
ル
遊
具
の
制
作
を
行
っ
て

い
る
。
幼
稚
園
の
園
長
先
生
を
は
じ

め
、
保
護
者
の
方
に
は
被
災
地
の
実

態
を
本
校
生
徒
に
紹
介
し
て
い
た
だ

き
、
生
徒
は
震
災
が
終
わ
っ
て
い
な

い
こ
と
に
気
づ
き
、
震
災
の
こ
と
を

忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
実
感
し

た
。
今
回
は
こ
う
し
た
被
災
地
の
方

の
思
い
に
共
感
し
た
生
徒
の
思
い
を

具
体
的
な
行
動
や
物
と
し
て
表
す
こ

と
で
、
さ
ら
に
被
災
地
と
生
徒
を
近

づ
け
て
い
く
こ
と
を
ね
ら
っ
た
。

生
徒
は
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
遊

具
制
作
を
行
っ
て
い
る
が
、
今
ま
で

関
わ
り
の
薄
か
っ
た
生
徒
と
も
意
見

を
交
わ
し
た
り
、
う
ま
く
役
割
分
担

を
し
た
り
し
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。

被
災
地
の
園
児
が
自
分
た
ち
の
遊

具
で
遊
び
、
笑
顔
に
な
っ
て
く
れ
る

よ
う
に
と
い
う
共
通
の
思
い
を
も
っ

て
。

現
実
社
会
と
つ
な
が
る

特集　子どもの “キラリ ”を求めて



今
回
、「
子
ど
も
の
キ
ラ
リ
を
育

て
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
い
た
だ
き
、

私
は
正
直
戸
惑
っ
た
。
こ
の
時
、
授

業
づ
く
り
に
葛
藤
し
て
い
た
。「
キ

ラ
リ
」
と
し
た
授
業
っ
て
ど
ん
な
時

だ
ろ
う
と
脳
裏
を
よ
ぎ
る
。　

授
業
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
直
す

き
っ
か
け
は
、「
中
学
校
美
術
Ｑ
＆

Ａ
」
へ
の
参
加
、「
え
っ
？
『
授
業
』

の
展
覧
会
―
図
工
・
美
術
を
ま
な
び

直
す
―
」
へ
の
出
展
や
会
場
に
足
を

運
ん
で
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
自
分
と
同
世
代
の
美
術
教

師
た
ち
が
、
各
地
域
で
精
力
的
に
活

躍
し
て
い
る
こ
と
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

で
紹
介
さ
れ
、
授
業
の
価
値
を
考
え

る
こ
と
が
増
え
た
か
ら
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
自
分
の

授
業
で
生
徒
た
ち
が
「
キ
ラ
リ
」
と

す
る
授
業
場
面
を
振
り
返
っ
て
み

た
。私

自
身
は
、
各
題
材
に
必
ず
自
分

で
判
断
し
、
選
択
し
、
表
現
す
る
機

会
を
設
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
材
料
、

テ
ー
マ
、
描
画
材
料
、
作
品
に
貼
る

台
紙
な
ど
で
あ
る
。

個
々
の
生
徒
が
自
分
の
表
現
に
見

合
っ
た
も
の
を
判
断
し
、
選
ぶ
こ
と

で
、
一
人
一
人
の
表
し
た
い
思
い
を

受
け
と
め
、
生
か
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
活
動
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い

る
。第

１
学
年
の
ス
ケ
ッ
チ
指
導
で

は
、複
数
の
描
画
材
料
を
用
意
す
る
。

鉛
筆
で
描
く
生
徒
以
外
に
、
筆
ペ
ン

で
描
く
こ
と
で
筆
圧
を
加
減
し
て
描

い
た
り
、
パ
ス
テ
ル
を
用
い
て
、
柔

ら
か
な
雰
囲
気
を
楽
し
ん
だ
り
す
る

生
徒
は
多
い
。

ま
た
、
時
間
を
提
示
し
、
描
く
モ

チ
ー
フ
を
自
分
で
決
め
さ
せ
る
こ
と

で
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
自
分
が

描
く
こ
と
が
で
き
る
モ
チ
ー
フ
を
探

し
、
そ
れ
ら
の
雰
囲
気
が
出
せ
る
よ

う
に
、描
く
角
度
を
考
え
て
題
材(

モ

チ
ー
フ)

を
決
め
て
配
置
し
、
観
察

し
て
描
き
表
し
て
い
る
。
自
分
で

決
め
た
題
材
に
愛
着
を
も
ち
、
じ
っ

く
り
と
観
察
し
て
表
せ
た
ス
ケ
ッ
チ

は
、
達
成
感
を
与
え
、
生
徒
た
ち
の

表
情
は
「
キ
ラ
リ
」
と
輝
く
。
自
分

の
作
品
を
友
達
に
見
せ
、「
難
し
か
っ

た
ー
」「
き
れ
い
だ
ね
え
」
向
か
い

の
席
の
友
達
の
題
材
を
見
て
、「
す

ご
い
ね
！
描
き
込
み
に
集
中
力
が
あ

る
ね
え
」
と
感
心
さ
れ
る
生
徒
も
い

る
。入

学
後
間
も
な
い
頃
、
学
級
の
友

達
に
褒
め
ら
れ
、
ま
た
異
性
か
ら
褒

め
ら
れ
れ
ば
、
生
徒
た
ち
は
照
れ
、

さ
ら
に
学
習
へ
の
意
欲
も
高
ま
る
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、
作
品
完
成
後
に
、
自
分

で
台
紙
の
色
を
選
択
さ
せ
る
機
会
も

設
け
て
い
る
。
校
内
の
壁
面
に
展
示

を
す
る
と
き
、
同
じ
色
の
台
紙
で
並

べ
る
と
、
ど
こ
と
な
く
単
調
に
な
り

が
ち
だ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
避
け

た
く
も
あ
り
、
台
紙
や
固
定
す
る
紐

類
は
複
数
の
色
を
用
意
し
て
選
ば
せ

て
い
る
。
作
品
を
完
成
さ
せ
、
台
紙

を
選
ぶ
時
、
生
徒
た
ち
は
楽
し
み
な

が
ら
選
ん
で
い
る
。「
き
れ
い
だ
し
、

迷
う
な
ぁ
」「
目
立
つ
色
合
い
っ
て

な
ん
だ
ろ
う
」
友
達
と
台
紙
を
並
べ

て
仕
上
げ
る
。
作
品
を
完
成
し
た
達

成
感
も
あ
り
、
自
己
評
価
に
も
満
足

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

児童・生徒が
キラリと輝く授業

宮城県登米市立佐沼中学校　矢
や

﨑
さき

 ひさ

授
業
っ
て
何
だ
？

自
己
決
定
・
判
断
す
る
授
業

第 4回　キラリを育てる



美
術
の
授
業
に
限
ら
ず
、
児
童
・

生
徒
た
ち
は
自
分
で
で
き
る
よ
う
に

な
り
た
い
。
私
自
身
は
、
美
術
が
得

意
と
言
う
生
徒
に
対
し
て
、
授
業
中

に
声
を
掛
け
る
機
会
は
少
な
い
。
逆

に
、「
美
術
は
苦
手
だ
！
」「
で
き
な

い
し
！
」
と
、
授
業
に
嫌
悪
感
を
示

し
て
い
る
生
徒
に
、
声
掛
け
や
対
話

か
ら
授
業
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
多

い
。発

想
・
構
想
を
深
め
る
時
間
で

あ
る
。
発
想
・
構
想
を
深
め
ら
れ
な

い
生
徒
も
い
る
。「
ど
う
し
た
い
？
」

な
ん
て
語
り
合
っ
て
い
る
と
、「
サ
ッ

カ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
寝
転
ん
だ
絵
に

し
て
み
た
い
」「
格
好
い
い
形
に
し

て
み
た
い
」
等
々
伝
え
て
く
る
。

表
現
し
た
い
思
い
や
願
い
を
受

け
と
め
た
い
。
そ
こ
で
、「
格
好
い

い
形
っ
て
？
」
と
問
う
と
、「
わ
か

ら
な
い
」
や
ら
、「
鋭
い
感
じ
か
な
」

と
い
っ
た
返
答
も
あ
る
。「
な
ら
ば

こ
ん
な
感
じ
？
」
と
提
示
す
る
と
、

「
そ
れ
そ
れ
」
と
、
徐
々
に
関
心
を

示
し
、
活
動
に
興
味
を
も
ち
始
め
る

生
徒
も
い
る
。
や
は
り
自
分
の
つ
く

り
た
い
形
や
想
起
し
た
色
合
い
、
表

し
た
い
雰
囲
気
が
表
現
で
き
た
と
き

に
、
生
徒
の
表
情
は
「
キ
ラ
リ
」
と

輝
く
の
だ
。

技
術
指
導
で
う
ま
く
つ
く
る
・
描

け
る
よ
り
、
多
様
な
表
現
事
例
を
紹

介
す
る
だ
け
で
、
自
分
で
も
で
き
る

可
能
性
に
喜
び
を
覚
え
、
生
き
生
き

と
取
り
組
む
。

生
徒
は
、
身
近
な
人
に
褒
め
ら
れ

る
と
よ
い
表
情
を
見
せ
る
。
作
品
か

ら
生
徒
理
解
に
つ
な
げ
た
い
こ
と
も

あ
り
、
授
業
の
成
果
は
校
内
の
壁
面

に
掲
示
し
て
い
る
。
休
憩
時
に
、
他

学
年
の
生
徒
が
作
品
を
鑑
賞
し
て
語

り
合
っ
て
い
た
り
、
上
級
生
の
作
品

を
見
て
憧
れ
を
抱
い
た
り
も
し
て
い

る
生
徒
も
多
い
。

作
品
完
成
後
の
鑑
賞
会
で
は
、
生

徒
た
ち
は
、
気
合
い
十
分
で
美
術
室

に
入
室
す
る
。
友
達
の
作
品
を
見
る
・

知
る
機
会
で
あ
る
。
友
達
が
ど
ん
な

工
夫
を
し
た
の
か
聞
き
た
い
生
徒
も

多
い
。「
俺
に
指
名
し
て
！
」
と
伝

え
て
く
る
生
徒
も
い
る
。
発
表
後
、

そ
の
生
徒
が
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い

た
と
こ
ろ
を
紹
介
す
る
と
、
聞
い
て

い
た
生
徒
た
ち
か
ら
も
歓
声
や
拍
手

も
あ
る
。
発
表
し
た
生
徒
は
照
れ
て

も
い
る
が
、発
表
後
は
満
足
げ
で
「
キ

ラ
リ
」
で
あ
る
。

私
自
身
は
、「
キ
ラ
リ
」
を
見
つ

け
る
た
め
に
、
ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ

や
対
話
を
通
し
て
、
生
徒
理
解
に
努

め
た
い
。
こ
れ
を
通
し
て
、
授
業
の

「
キ
ラ
リ
」
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
、

日
々
の
授
業
づ
く
り
を
大
事
に
し
た

い
。

「
で
き
た
」
が
得
ら
れ
る
授
業

認
め
ら
れ
る
場
が
あ
る
授
業

特集　子どもの “キラリ ”を求めて



お
気
に
入
り
が
多
す
ぎ
る

お
箸
専
門
店
に
て

私
の
お
気
に
入
り
の
１
点
の
誕
生

五角形の箸



身
近
な
楽
し
み

東京都江東区立越中島小学校
大
おお

道
みち

 博
ひろ

敏
とし

これだけは
知っておきたい

　“木”はごつごつした幹、節や木
目などがそのままになっているも
の、“材木”はその自然の木を柱や
板状に製材したものや薄板を張
り合わせた合板とかベニヤのこ
とです。“木材”は植物としての木
の中で材料として使える部分の
総称。 “木”や“材木”はさまざまな
工芸や建築材料として使われま
す。また板状の材木では木取り
で、まさ目と板目が出ます。 
　まさ目は、木目が板面に対して
平行です。板目は木目が曲線や
斜面です。
　年輪の外側ほど含水率が高く
なるので、まさ目では芯から遠
い部分が痩せますし、板目では
外側が反り上がります。さらに年
輪に関して、順目、逆目がありま
す。根の方から上の方へ加工す
るのは順目、一方、木目に逆らう
逆目の加工ではよく研いだ刃物
が必要になります。木の特徴を
理解して道具類を選びましょう。
　よい道具では木の香り、木肌、
色合いが楽しめます。

木編



　

こ
こ
数
年
「
和
の
図
工
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
幅
広
い

意
味
で
の
「
和
風
」
を
意
識
し
た
題
材
開
発
を
行
っ
て
き

た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を

吸
収
し
、
洗
練
さ
せ
て
き
た
日
本
の
文
化
だ
が
、
現
代
で

は
和
洋
折
衷
が
混
在
す
る
な
か
で
、
あ
え
て
意
識
し
な
い

と
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
「
和
の
文
化
」。
生
ま
れ
た

と
き
か
ら
和
も
洋
も
な
く
影
響
さ
れ
、
内
面
化
し
て
き
て

い
る
で
あ
ろ
う
子
ど
も
た
ち
に
改
め
て
「
和
」
の
よ
さ
を

感
じ
取
っ
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
豊
か
に
育
ん
で
い
っ
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
る
。「
富
士
山
」
や
「
和
食
」

が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
と
い
う
最
近
の
話
題
な
ど
も

交
え
な
が
ら
取
り
組
ん
だ
題
材
で
あ
る
。

　

本
題
材
は
「
墨
の
う
た
」、「
レ
イ
ン
ス
テ
ィ
ッ
ク
」、「
は

さ
み
の
ド
ラ
イ
ブ
」
の
３
題
材
が
関
連
し
合
っ
て
展
開
し

て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

① 

墨
の
う
た

　
「
来
週
は
み
ん
な
に
筆
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
よ
」「
ぼ
ろ

切
れ
で
も
ス
ポ
ン
ジ
で
も
木
切
れ
で
も
、
墨
を
つ
け
て
描

い
た
ら
面
白
そ
う
だ
と
思
う
も
の
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ

い
」
と
投
げ
か
け
る
。
当
日
は
「
こ
ん
な
の
で
い
い
か
な
」

と
こ
ち
ら
の
予
想
範
囲
を
こ
え
た
材
料
が
集
ま
っ
た
。
墨

を
つ
け
や
す
く
す
る
た
め
に
割
り
箸
な
ど
で
柄
を
つ
け

る
。
筆
ら
し
い
雰
囲
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
新
聞
紙
や

半
紙
に
試
し
が
き
を
し
て
み
る
。
に
じ
み
や
か
す
れ
の

美
し
さ
、
面
白
さ
を
味
わ
い
、「
じ
ゃ
、
こ
れ
で
い
こ
う
」

と
い
う
人
か
ら
「
マ
イ
筆
」
で
製
作
開
始
。
保
護
者
か
ら

寄
付
し
て
い
た
だ
い
た
大
き
な
和
紙
に
、
贅
沢
に
描
く
。

立
派
な
和
紙
に
描
く
に
当
た
っ
て
、「
和
紙
」
の
簡
単
な

解
説
を
加
え
た
。「
和
食
」「
和
菓
子
」「
着
物
」「
和
風
建

築
」
な
ど
を
例
示
し
た
と
こ
ろ
、子
ど
も
た
ち
は
「
あ
あ
、

そ
う
だ
っ
た
ね
」「
な
る
ほ
ど
」
と
い
う
反
応
。
友
だ
ち

の
筆
と
交
換
し
て
も
よ
い
こ
と
と
し
、
の
び
の
び
と
気
持

ち
よ
く
描
い
て
完
成
。
廊
下
に
展
示
す
る
と
、
担
任
や
主

事
さ
ん
に
説
明
す
る
様
子
も
み
ら
れ
た
。

は
じ
め
に

題
材
に
つ
い
て
（
６
年
生
）

和の図工
―図工の和―

東京都豊島区立長崎小学校　北
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② 
レ
イ
ン
ス
テ
ィ
ッ
ク

　

レ
イ
ン
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
、
サ
ボ
テ
ン
や
竹
な
ど
、
国
に

よ
っ
て
材
料
は
違
え
ど
、
筒
状
の
も
の
の
中
に
種
や
小
豆
、

米
な
ど
を
入
れ
、
音
を
楽
し
む
楽
器
状
の
も
の
。
小
雨
の

降
る
音
（
さ
ざ
な
み
の
音
に
近
い
が
）
に
似
て
い
る
の
で
、

レ
イ
ン
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

実
物
の
レ
イ
ン
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
音
を
楽
し
ん
だ
後
、
自

分
た
ち
も
製
作
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

使
う
材
料
や
道
具
は
、
い
ろ
い
ろ
な
紙
筒
、
竹
ひ
ご
、

新
聞
紙
、
和
紙
、
中
に
入
れ
る
米
や
小
豆
、
大
豆
、
蕎
麦

の
実
や
砂
。
穴
を
開
け
る
た
め
の
く
ぎ
、
金
づ
ち
。
洗
濯

の
り
、
柿か
き

渋し
ぶ

。

　

自
分
の
気
に
入
っ
た
紙
筒
を
選
び
、
く
ぎ
で
穴
を
開
け

て
い
く
。
竹
ひ
ご
を
短
く
切
り
、
穴
に
差
し
込
む
。
筒
の

片
方
を
新
聞
紙
で
塞
ぎ
、
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
新
聞
紙
を

筒
の
周
り
に
貼
る
。筒
の
中
に
米
や
小
豆
な
ど
を
入
れ
る
。

開
い
て
い
た
方
も
新
聞
紙
を
貼
っ
て
塞
ぐ
。

　

さ
ら
に
白
い
紙
を
貼
り
、
絵
の
具
な
ど
で
カ
ラ
フ
ル
に

仕
上
げ
て
も
よ
い
が
、
今
回
は
、
先
行
経
験
の
あ
る
「
マ

イ
筆
」
を
使
い
、
墨
と
柿
渋
で
描
い
た
和
紙
を
貼
る
。
柿

渋
は
日
本
古
来
の
塗
料
で
、
始
め
は
半
透
明
だ
が
、
描
い

て
時
間
が
経
つ
と
茶
色
に
変
色
し
面
白
い
。
子
ど
も
た
ち

は
、
描
い
て
次
の
週
に
色
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
不
思

議
さ
に
驚
い
て
く
れ
る
。

　

完
成
さ
せ
て
か
ら
、
み
ん
な
で
音
を
聞
き
合
い
「
癒
さ

れ
る
ね
」
と
感
動
す
る
。

③ 

は
さ
み
の
ド
ラ
イ
ブ

 

「
マ
イ
筆
」
を
つ
く
る
と
き
に
試
し
が
き
を
し
た
和
紙
や

和
風
の
包
装
紙
な
ど
を
使
っ
て
、
は
さ
み
で
切
り
抜
い
た

さ
ま
ざ
ま
な
形
の
紙
を
構
成
す
る
。
実
に
無
駄
が
な
い
。

子
ど
も
た
ち
は
「
エ
コ
だ
ね
」
と
言
っ
て
く
れ
る
。

　

こ
の
題
材
で
は
あ
え
て
「
和
風
」
を
強
調
し
て
提
案
は

し
な
か
っ
た
が
、出
来
上
が
っ
た
作
品
は
、「
和
風
モ
ダ
ン
」

と
い
っ
た
仕
上
が
り
に
な
っ
た
の
が
面
白
か
っ
た
。

　

感
想
を
聞
く
と
、
形
や
色
を
意
識
し
て
「
か
っ
こ
い
い

画
面
に
し
た
」「
模
様
が
気
に
入
っ
た
の
で
生
か
そ
う
と

思
っ
た
」
な
ど
と
伝
え
合
っ
て
い
た
。

　

今
回
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
題
材
は
、
飾
る
と
、
和

風
の
家
に
も
洋
風
の
家
に
も
そ
れ
な
り
に
合
い
そ
う
な
作

品
に
仕
上
が
っ
て
い
た
。

　

墨
が
も
っ
て
い
る
力
と
、
子
ど
も
た
ち
の
中
で
消
化
さ

れ
て
い
る
「
和
」
の
力
が
解
け
合
う
よ
う
に
し
て
表
出
し

た
も
の
な
の
か
、
興
味
深
い
３
作
品
と
な
っ
た
。
自
国
の

文
化
を
愛
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
の
国
の
文
化

も
理
解
し
、
愛
せ
る
心
豊
か
な
国
際
人
に
未
来
を
託
し
た

い
も
の
だ
と
思
う
。

お
わ
り
に

墨と柿
かき

渋
しぶ

で描いた和紙を巻く

出来上がった
レインスティック

製作途中、音を試す



　

美
術
の
授
業
は
、ほ
ぼ
週
に
一
度
し
か
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
生
徒
に
と
っ
て
学
校
と
い
う
日
常
の
中
の
「
非
日
常
」

を
演
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
生
徒
た
ち
自
ら
が
、
自

分
た
ち
の
無
限
の
可
能
性
を
発
見
し
、
自
身
の
限
界
に
挑

戦
す
る
の
が
、
制
作
で
あ
り
鑑
賞
で
あ
る
。

　

１
９
４
０
年
代
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
は
寒
い
冬

の
日
に
、
冷
え
込
む
ア
ト
リ
エ
で
「
ド
リ
ッ
ピ
ン
グ
」
技

法
を
開
眼
（
発
想
）
し
た
。
作
品
は
現
代
絵
画
の
新
し
い

潮
流
を
拓ひ
ら

い
た
。

　

そ
ん
な
素
敵
な
閃
ひ
ら
め

き
が
ど
の
生
徒
に
も
平
等
に
、
ま

た
、
い
つ
で
も
起
こ
り
得
る
よ
う
な
美
術
の
授
業
で
あ
り

た
い
。

　

美
術
科
の
教
師
に
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
は
生
徒
た
ち
が

潜
在
的
に
も
っ
て
い
る
「
素
敵
な
閃
き
」
を
自
由
に
の
び

の
び
と
開
花
さ
せ
て
あ
げ
る
こ
と
。
生
徒
た
ち
が
既
成
概

念
を
壊
し
、発
想
の
リ
ミ
ッ
タ
ー
を
外
し
や
す
く
す
る
「
題

材
設
定
」
で
あ
り
、「
題
材
の
提
示
方
法
」
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
「
い
か
に
、
生
徒
が
主
体
的
に
主
題
を
生
み
出

す
環
境
づ
く
り
を
す
る
か
に
つ
い
て
」
工
夫
を
凝
ら
す
か
、

と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
本
稿
で
は
上
記
の
観

点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
実
践
を
二
つ
紹
介
す
る
。

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
画
板
」

身
に
つ
く
力
‥  

自
分
ら
し
さ
の
探
求
と
表
現
、
レ
タ
リ

ン
グ
、
文
字
デ
ザ
イ
ン
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
着
彩
の
技
能

　

通
常
、
美
術
室
の
作
業
机
を
汚
さ
な
い
た
め
、
机
の
上

に
新
聞
紙
を
敷
く
。
し
か
し
、
敢
え
て
教
材
と
し
て
自
分

の
画
板
を
購
入
（
１
３
５
０
円
）
し
、
そ
れ
を
作
品
の
下

に
敷
か
せ
て
作
業
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
３
年
間
の

美
術
の
授
業
で
は
、
写
生
の
際
、
ま
た
粘
土
制
作
、
木
彫

な
ど
全
題
材
で
、
そ
の
板
の
上
で
作
業
を
す
る
。

　

そ
の
「
私
の
美
術
作
業
板
」
に
レ
タ
リ
ン
グ
で
自
分
の

名
前
を
レ
イ
ア
ウ
ト
し
、
一
文
字
デ
ザ
イ
ン
し
て
、
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
の
着
彩
を
す
る
。（
表
面
は
、
透
明
な
外
壁

塗
装
用
の
強
力
塗
料
で
保
護
す
る
。）
そ
の
際
、
以
下
の

よ
う
に
段
階
的
に
課
題
を
経
る
。

Ａ 

三
原
色
＋
白
で
30
色
つ
く
る
色
学
習
。（
３
時
間
）

Ｂ 

描
画
材
料
な
ど
の
使
い
方
に
つ
い
て
文
章
で
振
り
返
る

小
テ
ス
ト
。（
１
時
間
）

Ｃ 

プ
リ
ン
ト
で
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
、
明
朝
体
の
レ
タ
リ
ン
グ

技
能
の
修
得
。「
永
」
字
他
（
３
時
間
）

Ｄ 

期
末
考
査
で
自
分
の
名
前
か
ら
、
一
文
字
選
ん
で
文
字

デ
ザ
イ
ン
。（
１
時
間
）。
ま
た
、期
末
考
査
の
作
品
を
、

評
価
を
踏
ま
え
て
も
う
一
度
授
業
内
で
、
デ
ザ
イ
ン
し

直
す
。（
１
時
間
）

Ｅ 

ポ
ス
タ
ー
カ
ラ
ー
で
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
着
彩
技
能

を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
修
得
。（
２
時
間
）

Ｆ 

制
作
（
下
絵
は
宿
題
に
す
る
）（
６
時
間
）

Ｇ 

鑑
賞
（
１
時
間
）

は
じ
め
に

題
材
に
つ
い
て

自分や自分のいる場所に
向き合い、輝きに気づく

東京都西東京市立保谷中学校　清
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自
分
の
名
前
の
由
来

な
ど
か
ら
、
自
己
の
内

面
に
深
く
向
き
合
う
よ

う
に
な
っ
た
生
徒
が
増

え
た
。
例
え
ば
、
動
物

好
き
で
獣
医
に
な
る
の

が
夢
だ
と
言
う
女
子
生
徒
は
、画
面
の
右
上
に「
白
鳥
」を
、

左
下
に
「
黒
猫
」
を
描
い
た
。
意
味
を
尋
ね
る
と
「
自
身

の
ま
じ
め
で
晴
れ
晴
れ
し
た
と
こ
ろ
と
、
わ
が
ま
ま
で
人

を
困
ら
せ
る
と
こ
ろ
を
表
現
し
た
」
と
い
う
。

　

そ
の
他
、
自
分
ら
し
さ
を
意
識
し
て
、
貝
殻
を
貼
り
付

け
た
り
、
色
や
模
様
の
つ
い
た
マ
ス
キ
ン
グ
テ
ー
プ
を
貼

る
な
ど
、
等
身
大
で
身
近
な
装
飾
を
工
夫
す
る
生
徒
が
多

か
っ
た
。

　

ま
た
、
作
品
完
成
ま
で
の
学
習
課
題
が
多
い
中
、
レ
タ

リ
ン
グ
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
、
文
字
の
デ
ザ
イ
ン
、
何
か

一
つ
を
得
意
と
し
て
、
そ
の
部
分
だ
け
で
も
こ
だ
わ
る
、

と
い
う
生
徒
も
い
た
。
作
品
展
示
、
鑑
賞
の
際
は
、
個
性

の
百
花
繚
乱
と
な
っ
た
。

　

自
己
を
表
現
す
る
た
め
の
切
り
口
が
多
い
反
面
、
生
徒

が
興
味
を
も
て
な
か
っ
た
表
現
に
つ
い
て
は
、
打
ち
込
め

な
か
っ
た
。
背
景
を
頑
張
っ
て
描
い
て
、
レ
タ
リ
ン
グ
が

お
ざ
な
り
に
な
る
等
。

「
私
の
い
る
場
所
の
よ
さ
を
写
生
す
る
」

身
に
つ
く
力
‥  

地
元
の
よ
さ
を
写
生
を
通
し
て
再
発
見

す
る
。
風
景
画
の
基
礎
技
能
。

　

自
分
の
住
ん
で
い
る
環
境

を
風
景
画
と
し
て
表
す
こ
と

で
、
そ
れ
ま
で
何
気
な
く
見

過
ご
し
て
い
た
、「
自
分
が
い

る
場
所
の
よ
さ
や
美
し
さ
」

に
気
づ
く
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
確
認
、
自
己
肯
定
感

の
強
化
を
狙
っ
て
い
る
。

　

前
任
校
は
、
東
京
か
ら

１
８
０
㎞
離
れ
た
伊
豆
七
島

の
中
心
に
位
置
す
る
「
神こ
う

津づ

島し
ま

」
だ
っ
た
。
周
囲
の
大
自

然
の
美
し
さ
に
無
自
覚
な
生

徒
が
意
外
と
多
か
っ
た
。
他

地
域
同
様
に
、
自
己
肯
定
感

が
低
い
生
徒
も
多
か
っ
た
の

で
、
こ
の
題
材
を
設
定
し
た
。
１
年
時
の
色
づ
く
り
学
習

を
生
か
し
て
、
海
の
色
や
、
空
の
色
を
よ
く
観
察
し
、
三

原
色
だ
け
で
写
生
す
る
。
構
図
は
、
水
平
線
の
位
置
を
工

夫
す
る
。
世
界
に
向
け
て
広
が
る
海
の
大
き
さ
を
表
現
す

る
よ
う
に
し
た
。
神
津
島
は
水
平
線
の
上
に
は
、
ほ
と
ん

ど
何
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
神
津
島
で
は
３
時
間
連

続
屋
外
で
の
写
生
の
授
業
を
実
現
し
た
。

　

現
在
の
任
地
で
は
、
大
き
く
立
派
な
桜
の
樹
が
校
庭
に

多
く
あ
る
。
４
月
末
、
ギ
リ
ギ
リ
散
る
前
に
、
描
く
「
旬

の
題
材
設
定
」
を
す
る
こ
と
で
同
じ
こ
と
を
目
指
し
た
。

「
何
を
描
く
の
か
」
と
い
う
主
題
は
班
ご
と
に
話
し
合
い

を
し
て
共
通
の
も
の
を
決
め
た
。
授
業
４
回
分
、
毎
回
屋

外
で
写
生
を
し
た
。

　

前
任
校
で
は
、
元
々
地
元
が
大
好
き
な
生
徒
は
よ
り
熱

心
に
描
い
た
。
環
境
に
比
較
的
関
心
の
な
い
生
徒
は
、
風

景
画
鑑
賞
の
際
に
そ
の
美
し
さ
に
つ
い
て
気
づ
き
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。

　

 

「
波
と
砂
浜
だ
け
描
い
た
。
毎
日
見
て
い
る
が
、
２
時

間
以
上
絵
を
描
く
た
め
に
真
剣
に
観
察
し
た
こ
と
は
今

ま
で
な
か
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
私
は
島
が
好
き
」「
暑
く
て
、

だ
る
く
て
あ
ま
り
集
中
し
て
描
け
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
鑑

賞
し
た
ら
、
き
れ
い
な
絵
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
」

　

現
在
の
任
地
で
は
、
４
月
半
ば
、
桜
が
散
る
直
前
か
ら

描
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
ほ
と
ん

ど
の
生
徒
が
熱
心
に
絵
を
描
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
て
い

た
。「
光
が
差
し
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
す
ご
く
き
れ
い
」

「
桜
の
根
が
、
力
強
く
の
び
や
か
だ
っ
た
」
と
。

　

卒
業
間
際
の
あ
る
女
子
生
徒
が「
美
術
は
発
想
が
大
事
」

と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
女
の
直
感
が
、
３
年

間
の
学
び
を
、
そ
の
言
葉
で
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

既
成
概
念
を
越
え
た
発
想
力
は
美
術
科
の
領
域
を
越

え
、
生
活
全
て
の
営
み
に
「
新
鮮
な
価
値
」
を
も
た
ら
す

知
恵
に
つ
な
が
る
。
生
徒
が
、
授
業
で
の
制
作
や
鑑
賞
を

通
し
て
培
っ
た
力
で
、
普
段
の
生
活
の
中
か
ら
、
よ
り
柔

軟
に
、
よ
り
多
く
の
事
柄
か
ら
、「
生
き
る
歓
び
」
を
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

生
徒
の
様
子

課
題

生
徒
の
様
子

お
わ
り
に



小中一貫校の試み ～小学校と中学校の連携～
新潟県三条市立嵐

らん

南
なん

小学校　島
しま

田
だ

 洋
よう

子
こ

心あたたまる絵本をつくろう 
～自分を見つめ、自分を語る～

北海道札幌市立稲
とう

陵
りょう

中学校　市
いち

川
かわ

 雅
まさ

基
き

小中一貫教育が叫ばれて久しいで
すが、勤務校では、今年度、小中の
一体校としてスタートしました。教務
室も１フロアで、行き来ができます。
小中で連携した授業を模索してきまし
たが、図工・美術科でも連携し、授業
実践を行ってきています。今回は、５
年生の鑑賞学習で連携を行いました。
児童のほとんどは、美術館を訪れた
経験がなく、有名画家の名前なども知
りません。そんな実態ですが、９年間
の学びの中で、自分や友達の作品鑑
賞から、芸術作品や文化遺産への鑑
賞、具象的な作品から、より抽象的な
作品の鑑賞へと移行していく必要があ
ります。
今回は、ピカソの作品「泣く女」を

鑑賞教材としまし
た。抽象絵画ですが、
描いてきた自画像や
人物像と比較して鑑
賞できること、画面
から具体的なものを見つけられること
などから、大変取り組みやすい鑑賞教
材です。児童には、題名や作者は知ら
せず、何が描かれているか問いました。
中央の「白いハンカチ」、「噛みしめた
歯」、「具体物を連想させる目」、「こぼ
れ落ちる涙」など、画面を注視するこ
とで題名が予想されます。児童は、発
見の喜びに満たされ
ます。そして、描か
れたものが「泣く女」
であること、「泣く女

の状況」などを推測する楽しみも味
わうことができます。その後、中学校
教師からピカソの作品にまつわる話や
中学校へつながる抽象絵画について
の話を聞くことができました。なかな
か時間確保が難しい共同実践ですが、
「小から中」へ、「中から小」へと連携
を続けていきたいと思います。

感性を働かせ、生徒それぞれが表
現意図をもって制作に取り組み、作品
に自分なりの意味や価値をつくり出す
ことができる題材は何かと考え、中学
２年生では本題材を設定しています。
この題材では、自分の体験や経験
などをもとにして主題を設定し、透明
水彩でのびのびと表現させることを目
的としています。また、最も大切にし
ていることが「自分を語る」というこ
とです。
思春期に入ると自分に自信がもてな
かったり、周りの目が気になって自分
を見失ったりと自己肯定感が一時的に
低くなる場合が多々あります。そんな
時期だからこそ、自分自身と向き合い、
自分を語るということに大きな意味が
あると考えています。
イメージづくりの段階では「14 年

間で感動したこと」や「思わず笑顔に
なったこと」など記憶に残っているこ
とを書き出し、４人１組のグループで
交流します。その中から絵本としてお
もしろそうなストーリーを選び、あら
すじを考えます。次に、主人公などの
登場キャラクターを考えます。登場す
るキャラクターはすべて「擬人化」す
ることが条件です。鳥獣人物戯画でも
表現されているように、あえて人間以
外のキャラクターにすることで生々し
さは消え、物語にほほえましさやのど
かさが出てきます。
最後に、コマ割り（絵コンテ）を考
えます。基本的な考え方として「起承
転結」の４コマでストーリーの大枠を
考えますが、最終的には６コマで完結
するストーリーにして仕上げます。
制作段階では「透明水彩」の技法

を身につけることを目的とします。小
学校での画材体験をベースにして、重
色やぼかしなど基本的な技法を意識
して表現することで驚くほどのびやか
に着色する生徒が増えてきます。
作品完成後には、絵本の読み聞か
せ交流会です。絵本のよさは絵の美し
さもさることながら、表現方法に合っ
た味のあるキャラクターや見せ方に、
子どもたちからは関心の声も上がって
いました。
この題材を発展した形で３年次には
卒業を前に「１５歳の自分を表現する」
というテーマでミクストメディアの制
作に挑戦します。感動や喜びは人の
内面に生まれ育つもの。これからも主
体者の内面に重点を置いた活動を通
して、生涯美術を愛好していこうとす
る心情を育てたいと思います。

図工室
美術室

小学校図工教師から 中学校美術教師から



「川立つ木」
千葉県木更津市立木更津第一中学校　１年

作者：
　私が選んだ木は武道場の裏の「イチョウの木」です。木の
肌がゴツゴツしていて、ツタがからんでいるところが気に入
りました。背景の土手の草の表現が結構難しく、美術の時間
に鑑賞した屏風絵をヒントに、金色の背景と青い川を描きま
した。
指導者：
　中学1年生の風景画では奥行き表現が難しいと感じている
生徒が多く、興味をもった対象にできるだけ近づき、大きく
表現させます。背景の処理は主題に合わせて変えてもよいと
しました。今回は途中で尾形光琳やコローの作品鑑賞を挟み、
表現の幅を広げる手立てを試みました。

見つけたよ！今月の

地域のアート
地域の小・中学校各校にて、はらぺこあおむしの食べたリンゴはど
んなものかイメージして制作しました。展示をする中で、アンサー作
品として、地域の高校生に、リンゴを食べたあおむしがどんなチョウ
になるのかをポストカードに描いてもらいました。

「小・中・高連携による造形活動 ～はらぺこあおむしの食べたリンゴ～」
秋田県能代市立二ツ井小学校　佐

さ

々
さ

木
き

 彰
しょう

子
こ

チョウの絵を描く高校生

リンゴを制作する中学生
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「輝く朝日の前で」

（彫り進み木版画／ 30×44cm）

福岡県北九州市立筒井小学校　５年

「大きな世界」

（水彩絵の具／ 54×38cm）

青森県弘前市立第五中学校　2年

「猫」

（新聞紙、芯材／高さ 26cm）

福井県坂井市立坂井中学校　１年

「マグネットマスコット」

（軽量紙粘土、モール／高さ 4～ 7cm）

千葉県流山市立流山小学校　2年
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