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　何とも愛らしい、すっくと立ち尽くす川
かわ

獺
うそ

の姿。擬人化

されたその様は、よく見ると三匹の魚を吊るし、何やら物

憂げな表情を浮かべているようである。月夜の水辺を舞

台に、どこか微笑ましくも神秘的な魅力を放つ本作は、作

者の眼で確かに捉えた風景のように、迷いのない筆づか

いで描かれている。

　本作を描いた小川芋銭は、人生の大半を茨城県南部の

牛久沼の畔
ほとり

で過ごし、水辺の生き物や農村の風景などを

数多く描いた。特に河
か っ ぱ

童を好んで描いたことから、「河童

の芋銭」として現在も親しまれている。河童は芋銭の代名

詞であるが、水
すい

魅
み

山
さん

妖
よう

や動物を擬人化させた描写は我々

をかつてない想像の世界へ導いてくれる。もっとも、芋銭

は頻繁に尋ねられる「河童はいるか？」という問いに、「い

るよ」と即答したらしい。幼少期に過ごした自然豊かな牛

久の地で、想像力が育まれたのは、想像に難くない。

　芋銭は日本画家として名を馳せる前には、漫画・挿絵画

家として活躍していた。特筆すべきは「平民新聞」時代が

挙げられよう。「平民新聞」とは、社会主義の幸
こう

徳
とく

秋
しゅう

水
すい

、

堺
さかい

利
とし

彦
ひこ

らが日露戦争非戦論の主張のために創刊した新

聞であり、芋銭は明治 37（1904）年から風刺画を寄稿した。

あくまで農民画家としての視点から、「非戦論漫画」「農

民漫画」を鋭い批判精神をもって大衆に投げかけた。そこ

には、貧しい農村に寄りそった眼差しで自然美、生活

美を国民に正しく訴求することが、画家としての一つ

の責務であると捉えていた様子がうかがえる。

　あらためて本作《祭魚》を見てみよう。芋銭は『俳画の

描き方』（1934年）において、同様の主題（獺
だっ

祭
さい

魚
ぎょ

）に対し、

以下のような説明を添えている。

「古沼の川獺が従来餌食にした魚の供養をする處
ところ

です。

（中略）あの動物が水
みず

邊
べ

に立ち、己の腹を肥やした魚の

為め御祭りをすると云うことは可愛いゝ事だと思ひま

す。」

　確かに、この短文には川獺に対する芋銭の温かい眼

差しが記されている。それと同時に、筆者にはかつて

の風刺画で見受けられるような鋭い眼差しが混入され

ているようにも感じられるのだ。社会の現実を鋭く観

察し続けた芋銭だからこそ、川獺を通して、今も私た

ちに何かを語りかけてくれているのではないだろう

か。

　今、私たちの想像力が試されている。

水辺の画家・小川芋銭

茨城大学教育学部　准教授　片
かた

口
ぐち

直
なお

樹
き

・主な参考文献　
「小川芋銭全作品集　本絵編」 北畠健編著、牛久市教育委員会、2013 年
「小川芋銭の世界―河童はなぜ描かれたか―」 鈴木光夫著、教育書籍、
1987 年
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美
術
の
学
び
が
必
要
な
時
代

新
し
い
風

　

私
が
中
学
校
美
術
科
の
教
師
と
な
っ
た

の
は
昭
和
54
年
で
す
が
、
以
来
昭
和
52
年

（
中
学
校
に
お
け
る
完
全
実
施
は
昭
和
56
年

度
）、
平
成
元
年
、
平
成
10
年
、
平
成
20
年

そ
し
て
今
回
と
５
回
の
学
習
指
導
要
領
改

訂
を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
を

ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
今
回
の
改
訂
の
動

き
は
、
今
ま
で
の
そ
れ
と
は
全
く
違
っ
て

い
ま
し
た
。
検
討
の
進
め
方
や
中
央
教
育

審
議
会
の
構
成
な
ど
は
、
各
期
の
政
治
情

勢
な
ど
を
反
映
す
る
た
め
違
い
が
あ
る
の

は
当
然
で
す
が
、
何
よ
り
、
美
術
科
、
美

術
の
学
び
に
対
す
る
風
向
き
が
全
く
違
っ

て
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
改
訂
で
は
、
そ
の
た
び
に

中
学
校
美
術
科
の
時
間
数
は
減
少
し
、
教

科
と
し
て
の
存
続
自
体
に
危
機
感
を
感
じ

た
も
の
で
し
た
。
学
校
教
育
に
お
け
る
美

術
科
、
芸
術
教
科
不
要
論
さ
え
水
面
下
で

は
さ
さ
や
か
れ
る
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
は
全
く
違
っ
た
風

が
最
初
か
ら
吹
い
て
い
ま
し
た
。
美
術
や

芸
術
の
学
び
に
よ
っ
て
育
つ
創
造
性
こ
そ
、

こ
れ
か
ら
の
社
会
に
お
い
て
絶
対
に
必
要

な
の
だ
と
す
る
主
張
が
、
む
し
ろ
美
術
教

育
関
係
者
で
は
な
い
他
領
域
の
人
達
か
ら

多
く
提
唱
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
中

央
教
育
審
議
会
教
育
課
程
部
会
な
ど
の
議

事
録
等
を
見
て
も
、
芸
術
教
育
縮
小
論
な

ど
は
全
く
目
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
確
か
に
時
間
数
に
変
わ
り
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
少
な
い
時
間
の
中

で
も
美
術
科
や
芸
術
教
育
の
中
で
育
て
る

べ
き
資
質
・
能
力
へ
の
期
待
を
感
じ
る
こ

と
の
で
き
る
改
訂
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
新
し
い
風
が
ど
こ
か
ら
吹

い
て
き
た
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
そ

の
背
景
に
は
先
行
き
の
見
え
な
い
不
安

感
に
始
ま
る
人
間
性
の
再
考
が
あ
り
ま

す
。
か
つ
て
の
教
育
界
に
は
、「
国
家
百

年
の
大
計
」
な
る
言
葉
が
存
在
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
今
、
誰
も
百
年
先
の
社
会

を
見
通
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
10
年

先
で
さ
え
難
し
い
と
言
え
ま
す
。
子
ど
も

の
こ
ろ
に
よ
く
読
ん
だ
少
年
少
女
雑
誌
な

ど
に
掲
載
さ
れ
た
、
機
械
化
が
進
み
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
便
利
に
な
る
、
明
る
く
幸

福
感
に
あ
ふ
れ
た
未
来
世
界
は
ど
う
し
て

見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
技
術
革
新
は
人
々
を
豊
か
に
幸
福
に

す
る
も
の
と
の
信
じ
、
誰
も
が
新
技
術
に

喝
采
し
た
時
代
か
ら
、
Ａ
Ｉ
（A

rtificial 

Intelligence 

人
工
知
能
）
の
発
達
の
段

階
に
至
っ
て
、
Ａ
Ｉ
は
万
物
の
頂
点
に
立

つ
べ
き
人
間
の
存
在
を
揺
る
が
し
か
ね
な

い
も
の
、
自
分
の
仕
事
や
社
会
的
役
割
を

奪
い
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る

シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
（T

echnological 
Singularity 

技
術
的
特
異
点
）
と
い
わ
れ

る
Ａ
Ｉ
が
人
類
に
代
わ
っ
て
文
明
の
進
歩

の
主
役
と
な
る
時
点
が
、
今
ま
さ
に
到
来

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
新
し

い
風
は
、
決
し
て
心
地
よ
い
も
の
で
は
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
風
の
中
に

美
術
や
芸
術
の
学
び
に
求
め
ら
れ
る
、
こ

れ
ま
で
に
な
い
大
き
な
役
割
が
見
え
て
き

た
の
で
す
。

大坪 圭輔
（おおつぼ けいすけ）
武蔵野美術大学 教授

特集
序
論
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Soc
i
e
ty
5.0
と
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
は
２
０
３
０
年

の
社
会
を
生
き
抜
く
こ
と
の
で
き
る
資
質
・

能
力
の
育
成
を
大
き
な
目
標
に
掲
げ
て
い

ま
す
。
そ
の
新
学
習
指
導
要
領
の
小
学
校

完
全
実
施
は
令
和
２
年
度
よ
り
、
中
学
校

学
習
指
導
要
領
の
完
全
実
施
は
そ
の
翌
年

度
か
ら
と
な
り
ま
す
が
、
文
部
科
学
省
は

す
で
に
中
央
教
育
審
議
会
に
対
し
て
、
次

の
よ
う
な
内
容
を
含
む
新
学
習
指
導
要
領

の
先
を
見
通
し
た
教
育
の
在
り
方
に
つ
い

て
令
和
元
年
4
月
に
諮
問
を
行
っ
て
い
ま

す
。
中
心
と
な
る
四
つ
の
事
項
は
、
①
新

時
代
に
対
応
し
た
義
務
教
育
の
在
り
方
、

②
新
時
代
に
対
応
し
た
高
等
学
校
教
育
の

在
り
方
、
③
増
加
す
る
外
国
人
児
童
生
徒

等
へ
の
教
育
の
在
り
方
、
④
こ
れ
か
ら
の

時
代
に
応
じ
た
教
師
の
在
り
方
や
教
育
環

境
の
整
備
等
で
す
が
、
そ
の
中
に
こ
れ
か

ら
の
社
会
を
示
す
言
葉
と
し
て
「
Ｓ
ｏ
ｃ

ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
5.0
」
を
用
い
て
い
ま
す
。

　
「
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
5.0
」
は
、
日
本
政
府

が
科
学
技
術
基
本
法
に
も
と
づ
き
提
唱
す

る
未
来
社
会
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
す
。
内
閣

府
が
示
す
資
料
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、「
Ｓ

ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
1.0 

狩
猟
社
会
」「
Ｓ
ｏ
ｃ

ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
2.0
農
耕
社
会
」「
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ

ｙ
3.0
工
業
社
会
」「
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
4.0 
情

報
社
会
」
に
続
く
新
た
な
社
会
を
指
す
も

の
で
、
※Ｉ
ｏ
Ｔ
（Internet of T

hings

）

で
全
て
の
人
と
モ
ノ
が
つ
な
が
り
、
あ
ら

ゆ
る
知
識
や
情
報
が
共
有
さ
れ
、
今
ま
で

に
な
い
新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
や
困
難
を
克
服
で
き
る

社
会
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ａ
Ｉ

に
よ
っ
て
必
要
な
情
報
が
必
要
な
時
に
提

供
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
少
子
高
齢
化
、

地
方
の
過
疎
化
、
貧
富
の
格
差
な
ど
の
課

題
が
克
服
さ
れ
、
サ
イ
バ
ー
空
間
（
仮
想

空
間
）
と
フ
ィ
ジ
カ
ル
空
間
（
現
実
空
間
）

を
高
度
に
融
合
さ
せ
た
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
の
閉
塞
感
を
打
破
し
、
希
望
の

も
て
る
社
会
、
世
代
を
超
え
て
互
い
に
尊

重
し
合
あ
え
る
社
会
、
一
人
一
人
が
快
適

で
活
躍
で
き
る
社
会
と
な
る
と
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
5.0
」

の
社
会
に
向
け
た
教
育
の
在
り
方
と
し

て
、
同
諮
問
で
は
「
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
教
育
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
ま

す
。
令
和
元
年
9
月
4
日
に
開
催
さ
れ
た

中
央
教
育
審
議
会
教
育
課
程
部
会
の
資
料

で
は
、「
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
教
育
」
を
「Science, 

T
echnology, E

ngineering, A
rt, 

M
athem

atics 

等
の
各
教
科
で
の
学
習
を

実
社
会
で
の
課
題
解
決
に
生
か
し
て
い
く

た
め
の
教
科
横
断
的
な
教
育
」
と
定
義
し

て
い
ま
す
。「
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
教
育
」
に
お
け

る
「
Ａ
ｒ
ｔ
」
は
、
科
学
的
な
基
礎
と
と

も
に
、
批
判
的
思
考
を
養
い
、
技
術
や
工

学
を
応
用
し
て
、
創
造
的
に
現
実
社
会
に

存
在
す
る
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
と
さ
れ
、

具
体
的
に
は
デ
ザ
イ
ン
思
考
に
限
ら
ず
芸

術
と
理
数
系
の
学
び
の
融
合
が
重
視
さ
れ

て
い
ま
す
。
す
で
に
、
理
数
系
の
学
び
に

創
造
性
を
組
み
入
れ
た
実
験
的
な
教
育
の

取
り
組
み
や
、
ス
ポ
ー
ツ
と
数
学
と
芸
術

を
柱
と
す
る
先
進
的
な
学
校
教
育
の
事
例

な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
教
育
」

に
お
け
る
「
Ａ
ｒ
ｔ
」
の
意
味
や
真
価
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
も
言
え
ま

す
。
現
段
階
に
お
い
て
、
美
術
科
の
学
び

を
担
当
す
る
我
々
美
術
教
師
自
身
が
、
そ

の
学
び
の
意
味
や
価
値
を
理
解
し
て
い
る

と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
美
術
教
育
や
芸
術
教
育
へ
の
期
待
は
、

日
々
高
ま
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

造
形
的
な
見
方
・
考
え
方

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、全
教
科
に
渡
っ

て
、
各
教
科
の
学
び
の
本
質
が
「
見
方
・

考
え
方
」
と
し
て
整
理
さ
れ
ま
し
た
。
小

学
校
図
画
工
作
科
、
中
学
校
美
術
科
、
高

等
学
校
芸
術
科
美
術
及
び
工
芸
、
高
等
学

校
美
術
科
は
、
一
貫
し
て
「
造
形
的
な
見

方・考
え
方
」を
働
か
す
こ
と
が
関
係
教
科・

科
目
の
目
標
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
学
校
美
術
科
に
お
け
る
「
造
形
的
な
見

美術の学びが必要な時代
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方
・
考
え
方
」
に
つ
い
て
『
中
学
校
学
習

指
導
要
領
解
説
美
術
編
』
で
は
、〈
美
術
科

の
特
質
に
応
じ
た
物
事
を
捉
え
る
視
点
や

考
え
方
と
し
て
，
表
現
及
び
鑑
賞
の
活
動

を
通
し
て
，
よ
さ
や
美
し
さ
な
ど
の
価
値

や
心
情
な
ど
を
感
じ
取
る
力
で
あ
る
感
性

や
，
想
像
力
を
働
か
せ
，
対
象
や
事
象
を

造
形
的
な
視
点
で
捉
え
，
自
分
と
し
て
の

意
味
や
価
値
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。〉
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

前
述
の
技
術
立
国
を
目
指
し
、
理
数
教

育
を
専
門
と
す
る
人
々
が
、
自
ら
の
教
育

に
「
Ａ
ｒ
ｔ
」
を
加
え
る
必
要
性
を
意
識

す
る
の
は
、「
造
形
的
な
見
方
・
考
え
方
」

に
込
め
ら
れ
た
「
感
性
や
創
造
性
を
働
か

せ
、
自
分
と
し
て
の
意
味
や
価
値
を
つ
く

り
だ
す
こ
と
」
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
科
学
技
術
教
育
で
は
、

物
事
を
分
析
的
に
理
解
し
、
理
論
を
組
み

立
て
、
誰
も
が
共
通
し
て
理
解
で
き
る
真

実
に
た
ど
り
着
こ
う
と
す
る
技
法
を
中
心

と
す
る
あ
ま
り
、
自
ら
の
目
的
や
思
考
の

方
向
を
見
失
い
、
結
果
と
し
て
新
た
な
展

望
を
見
出
せ
な
い
閉
塞
感
が
生
じ
る
と
い

う
現
象
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
初
に
自
身
の
感
性
や
創
造
性
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
自
ら
に
と
っ
て
の
意
味
や
価
値

を
つ
く
り
だ
す
こ
と
こ
そ
、
Ａ
Ｉ
が
人
類

の
思
考
を
超
え
よ
う
と
す
る
今
、
人
間
本

来
の
根
本
的
能
力
と
し
て
再
認
識
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

美
術
教
室
に
新
し
い
風
を

　

美
術
や
芸
術
で
の
学
び
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
時
代
と
は
い
え
、
現
在
の
美
術
の

授
業
が
そ
の
ま
ま
で
そ
の
要
請
に
応
え
得

る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回

の
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
キ
ー
ワ
ー
ド

の
一
つ
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
社
会
に
開
か

れ
た
教
育
課
程
に
よ
る
実
践
を
展
開
す
る

と
き
に
欠
か
せ
な
い
視
点
で
も
あ
り
ま

す
。
美
術
教
室
で
の
学
習
が
本
当
に
社
会

の
要
請
に
応
え
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
、

２
０
３
０
年
の
社
会
を
生
き
抜
く
生
徒
の

力
と
な
っ
て
い
る
の
か
な
ど
の
視
点
は
重

要
で
す
。
そ
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
（
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ 

計
画
、
Ｄ
ｏ 

実
行
、
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ 

評
価
、

Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ 

改
善
）
に
よ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
検
討
は
、
我
々
の
責
務
で
も
あ
り

ま
す
。
美
術
教
室
の
中
だ
け
で
意
味
や
価

値
の
あ
る
知
識
や
技
法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
自
ら
の
意
味
や
価
値
を
つ
く
り
だ
す

こ
と
を
軽
視
し
た
授
業
で
は
、「
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ

ｅ
ｔ
ｙ
5.0
」
の
社
会
を
想
定
し
た
学
び
や

「
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
教
育
」が
求
め
る
「
Ａ
ｒ
ｔ
」

に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
感
性

や
創
造
性
が
働
く
、
新
し
い
風
が
吹
く
美

術
の
授
業
を
考
え
る
時
に
あ
り
ま
す
。

　

平
成
30
年
11
月
よ
り
、
芸
術
教
育
は
文

部
科
学
省
か
ら
文
化
庁
に
移
管
さ
れ
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
教
育
課
程
な
ど
の
学
校
教

育
全
体
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
文
部

科
学
省
が
主
導
し
ま
す
が
、
音
楽
、
美
術
、

工
芸
、
書
道
な
ど
の
教
科
・
科
目
の
内
容

等
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
が
担
当
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
動
き
と

し
て
「
芸
術
系
教
科
等
担
当
教
員
等
研
修

会
」
が
文
化
庁
の
主
催
に
よ
り
令
和
元
年

10
月
か
ら
、
全
国
芸
術
系
大
学
コ
ン
ソ
ー

シ
ア
ム
（
全
国
の
芸
術
大
学
、
美
術
大
学
、

音
楽
大
学
等
56
大
学
が
加
盟
）
に
よ
り
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
中
学

校
美
術
科
の
教
科
の
目
標
を
例
に
と
る
な

ら
ば
「
生
活
や
社
会
の
中
の
美
術
や
美
術

文
化
と
豊
か
に
関
わ
る
資
質
・
能
力
」
の

育
成
を
目
指
す
こ
と
と
も
連
動
し
て
考
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
文
化

は
一
握
り
の
天
才
的
芸
術
家
や
デ
ザ
イ

ナ
ー
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。文
化
の
主
体
者
は
一
般
の
人
々

で
あ
り
、
そ
の
多
く
の
人
々
の
望
み
や
希

望
に
形
を
与
え
る
の
が
芸
術
家
や
デ
ザ
イ

ナ
ー
で
あ
り
、
そ
の
文
化
を
育
て
る
の
も

ま
た
一
般
の
人
々
で
す
。
子
ど
も
達
が
や

が
て
文
化
の
主
体
者
と
な
る
べ
く
育
つ
こ

と
こ
そ
、
豊
か
な
文
化
に
あ
ふ
れ
た
平
和

な
社
会
の
発
展
へ
と
つ
な
が
る
の
で
す
。

　

近
年
、
難
解
な
現
代
美
術
を
中
心
と
す

る
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
タ
に
、
人
々
の
関
心
が

集
ま
り
、
多
く
の
人
々
が
参
加
し
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

は
、
さ
ら
な
る
分
析
が
必
要
で
す
が
、
単

な
る
流
行
や
観
光
と
の
関
連
と
し
て
見
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
美
術
館

の
中
に
鎮
座
す
る
作
品
を
静
か
に
眺
め
る

鑑
賞
か
ら
、
そ
の
鑑
賞
ス
タ
イ
ル
が
大
き

く
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ

も
な
い
事
実
で
す
。
高
尚
な
趣
味
の
世
界

で
あ
っ
た
芸
術
が
「
ア
ー
ト
」
に
名
前
を

変
え
、
美
術
鑑
賞
と
は
縁
遠
か
っ
た
人
々

が
、
身
近
な
課
題
や
テ
ー
マ
を
題
材
と
し

て
い
る
こ
と
へ
の
親
近
感
を
も
ち
、
自
ら

参
加
す
る
ア
ー
ト
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
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充
実
感
を
得
る
な
ど
、
社
会
に
お
け
る
美

術
文
化
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
き
て
い

る
の
で
す
。
美
術
教
室
の
窓
か
ら
入
っ
て

来
る
新
し
い
美
術
文
化
の
風
を
、
教
室
の

学
び
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
重
要
な
課
題

で
す
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（Sustainable D

evelopm
ent 

Goals 

持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
は
、
平

成
27
年
9
月
に
国
連
で
開
か
れ
た
サ
ミ
ッ

ト
の
中
で
、
国
際
社
会
共
通
の
２
０
１
５

年
か
ら
２
０
３
０
年
ま
で
の
「
持
続
可
能

な
開
発
の
た
め
の
２
０
３
０
ア
ジ
ェ
ン
ダ

（
議
題
）」
が
採
択
さ
れ
、
そ
の
中
核
に
達

成
す
べ
き
「
17
の
目
標
」
と
「
１
６
９
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
具
体
目
標
）」
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
政
府
の
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
推
進
本
部
に
よ
る
「
17
の
目
標
」
は

下
の
図
表
に
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。「
誰

一
人
取
り
残
さ
な
い
」
持
続
可
能
で
多
様

性
と
包ほ
う

摂せ
つ

性
の
あ
る
社
会
の
実
現
を
目
指

し
、
２
０
３
０
年
を
年
限
と
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
今
回
の
新
学
習
指
導
要
領

も
２
０
３
０
年
の
社
会
を
生
き
抜
く
資
質
・

能
力
の
育
成
を
大
き
な
目
標
と
し
て
い
ま

す
。

　
「
17
の
目
標
」及
び
こ
れ
に
続
く「
１
６
９

の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
」
を
見
て
い
く
と
、
こ
れ

か
ら
各
国
が
取
り
組
む
べ
き
政
策
と
し
て
、

技
術
開
発
や
資
金
の
投
入
な
ど
政
治
組
織

と
し
て
、
も
し
く
は
産
業
界
を
中
心
に
し

て
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
重
要
な
目
標
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
む
し
ろ
教
育

に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。

④
の
「
質
の
高
い
教
育
を
み
ん
な
に
」
は

無
論
の
こ
と
、
⑫
の
「
つ
く
る
責
任
、
つ

か
う
責
任
」、
⑰
の
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

で
目
標
を
達
成
し
よ
う
」
を
は
じ
め
と
し

て
、
教
育
に
お
い
て
子
ど
も
も
大
人
も
意

識
を
高
め
、
学
び
合
う
こ
と
で
実
現
で
き

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

明
治
の
初
め
に
、
我
が
国
に
お
け
る
近

代
学
校
教
育
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
き
、

学
校
か
ら
社
会
は
変
わ
り
ま
し
た
。
富
国

強
兵
に
よ
る
西
欧
列
強
に
追
い
つ
け
追
い

こ
せ
の
政
策
下
の
教
育
で
し
た
が
、
学
校

が
社
会
の
先
頭
を
走
っ
て
い
た
こ
と
も
事

実
で
し
た
。
教
え
る
側
に
も
学
ぶ
側
に
も

社
会
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
意
欲
と
プ
ラ

イ
ド
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

次
第
に
学
校
は
社
会
の
動
き
か
ら
隔
離
さ

れ
、
学
校
の
中
で
成
立
す
る
論
理
に
よ
っ

て
教
育
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

の
で
す
。
そ
の
時
代
を
経
て
今
、
再
び
学

校
か
ら
始
ま
る
社
会
改
革
が
可
能
な
時
代

に
あ
り
ま
す
。
い
や
、
求
め
ら
れ
て
い
る

と
さ
え
言
え
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
理
念
に
関

す
る
内
容
こ
そ
教
育
に
お
い
て
実
現
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
す
し
、
子
ど
も
達
が

こ
れ
か
ら
身
に
つ
け
、
開
花
さ
せ
る

さ
ま
ざ
ま
な
資
質
・
能
力
が
、
未
来

に
向
け
た
課
題
を
解
決
す
る
最
大
の

力
と
な
る
の
で
す
。
そ
の
中
で
も

我
々
の
美
術
科
へ
の
期
待
は
さ
ら
に

大
き
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
造
形
活

動
と
環
境
の
問
題
を
考
え
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
の
理
念
を
共
有
し
た
表
現
や
鑑
賞

の
学
習
も
大
切
で
す
し
、
デ
ザ
イ
ン

に
よ
る
問
題
解
決
の
体
験
的
学
び
、

社
会
の
美
術
文
化
を
考
え
、
自
ら
文

化
の
主
体
者
た
る
べ
き
鑑
賞
の
学
習

を
い
っ
そ
う
充
実
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、

ま
さ
に
現
代
が
直
面
す
る
課
題
を
も

と
に
し
た
美
術
科
の
題
材
開
発
が
望

ま
れ
ま
す
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
美
術

教
室
の
中
だ
け
で
必
要
な
知
識
・
技
能
、

思
考
・
判
断
・
表
現
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。
子
ど
も
達
が
２
０
３
０
年
を

ど
う
生
き
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
責
任
を

も
つ
こ
と
の
で
き
る
授
業
実
践
を
目
指
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

※  

Ｉ
ｏ
Ｔ
（Internet of Things

）
…
製
品
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
経
由
で
通
信
す
る
こ
と
。

美術の学びが必要な時代
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私
は
竹
工
芸
を
代
々
営
む
家
の
四
代
目

と
し
て
生
ま
れ
た
。
私
の
曽
祖
父
で
あ
る

初
代
田
辺
竹
雲
斎
が
竹
工
芸
を
始
め
た
の

は
今
か
ら
１
２
０
年
前
。
以
降
、
現
代
ま

で
歴
代
の
竹
雲
斎
の
技
術
と
精
神
を
受
け

継
い
で
い
る
。父
も
母
も
竹
工
芸
家
で
あ
っ

た
た
め
、
幼
少
時
の
遊
び
道
具
は
竹
の
水

鉄
砲
や
弓
矢
だ
っ
た
。
東
京
藝
術
大
学
で

現
代
ア
ー
ト
や
彫
刻
を
学
び
、
そ
の
後
に

父
の
も
と
へ
弟
子
入
り
し
た
。
修
行
は
厳

し
く
、
何
度
も
や
め
た
い
と
思
い
な
が
ら

も
皆か
い

伝で
ん
（
修
行
を
終
え
る
免
状
）
を
会
得

し
た
。

　

竹
雲
斎
工
房
に
は
守し
ゅ

・
破は

・
離り

と
名
付

け
ら
れ
た
三
つ
の
部
屋
が
あ
る
。
こ
れ
は

伝
統
を
次
の
世
代
に
つ
な
い
で
い
く
教
え

で
あ
る
。「
守
」
は
師
や
代
々
の
教
え
、
技

を
守
り
、真
の
格
を
会
得
す
る
こ
と
。「
破
」

は
形
式
を
く
ず
し
、
自
由
に
破
の
格
を
目

指
す
こ
と
。「
離
」
は
一
つ
の
教
え
か
ら

離
れ
、
独
自
の
新
し
い
世
界
を
生
み
出
し

確
立
さ
せ
る
こ
と
。
す

な
わ
ち
伝
統
や
文
化
を

受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と

は
、
伝
統
を
取
得
し
、

守
り
、
そ
れ
を
打
ち

破
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
だ
。
取
得

す
る
だ
け
で
も
大
変
な

こ
と
な
の
に
、
そ
れ
を

壊
し
、
新
し
い
世
界
を

伝
統
を
受
け
継
ぐ

四代 田辺竹雲斎
（よんだい たなべちくうんさい）
竹工芸家／アーティスト
東京藝術大学美術学部彫刻科を卒業後、
父である三代 田辺竹雲斎に師事し、2017
年四代 田辺竹雲斎を襲名。伝統的な透か
し編みを軸に、無駄を排したシャープで普
遍的なフォルムを実現したこれまでにない
新しい花籃は、華道家のみならず、海外
でも高く評価されている。また、竹による
大規模なインスタレーションを各地で精力
的に発表し、現代工芸の可能性を世界に
向けて発信し続けている。

創
造
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
困
難
な
こ
と
だ
。

　

私
は
伝
統
的
な
花は
な

籃か
ご

や
茶
道
具
、
伊
勢

神
宮
や
宮
内
庁
の
宝
物
を
制
作
し
な
が
ら
、

新
し
い
竹
の
世
界
へ
の
挑
戦
を
続
け
て
い

る
。
Ｖ
Ｒ
な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
コ

ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
車
の
デ
ザ
イ
ン
、
コ

ン
セ
プ
ト
の
開
発
も
手
掛
け
て
い
る
。
そ

の
中
で
私
の
「
離
」
の
表
現
の
代
表
作
品

は
、
竹
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
。
世

界
の
異
な
っ
た
場
所
に
行
き
、
そ
の
空
間

に
合
わ
せ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
ち
、
竹
工

芸
の
技
術
と
伝
統
を
用
い
た
サ
イ
ト
ス
ペ

シ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ト
で
あ
る
。
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
展
覧
会
が
終
わ
る
と
竹
の

一
本
一
本
を
丁
寧
に
ほ
ど
き
、
ま
た
別
の

場
所
で
再
利
用
す
る
。
作
品
と
し
て
の
形

は
無
く
な
る
が
、
材
料
で
あ
る
竹
は
循
環

特集1
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し
て
い
く
。
現
在
展
示

中
の
ト
ル
コ
の
オ
ド
ゥ

ン
パ
ザ
ル
近
代
美
術

館
（
２
０
２
０
年
9
月

上
旬
ま
で
）
で
使
用
さ

れ
て
い
る
竹
は
、
フ
ラ

ン
ス
・
パ
リ
の
ギ
メ
東

洋
美
術
館
（
２
０
１
６

年
）、
ブ
ラ
ジ
ル
・
サ

ン
パ
ウ
ロ
の
ジ
ャ
パ

ン・ハ
ウ
ス
（
２
０
１
７

年
）、
ア
メ
リ
カ
・
Ｎ
Ｙ

の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美

術
館
（
２
０
１
７
年
）、

Connection （幅 12m） 2019
サンフランシスコ・アジア美術館［アメリカ］にて展示 

フ
ラ
ン
ス
の
シ
ョ
ー
モ
ン
城
（
２
０
１
８

年
）
な
ど
世
界
の
各
地
を
旅
し
て
き
た
竹

だ
。
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
意
識
さ
せ
る

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
循
環
は
作
品
の

最
も
重
要
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
り
、
四
代

竹
雲
斎
独
自
の
竹
工
芸
の
「
離
」
の
世
界

だ
と
言
え
る
。

　
「
伝
統
と
は
挑
戦
な
り
」。
歴
代
の
竹
雲

斎
の
哲
学
で
あ
り
、
私
の
座
右
の
銘
だ
。

伝
統
と
は
同
じ
も
の
を
繰
り
返
し
て
は
い

け
な
い
。
常
に
新
し
い
も
の
に
挑
戦
し
、

独
自
の
世
界
を
創
り
上
げ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
未
来
へ
の
挑
戦
が
伝
統
を
つ
な
い

で
い
く
の
だ
。
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か
た
ち
な
い
も
の
か
ら

か
た
ち
あ
る
も
の
へ

桑田 卓郎（くわた たくろう）
陶芸家／アーティスト
京都嵯峨芸術大学短期大学部を卒業後、
2002 年に陶芸家の財満進氏に師事。
2007 年に多治見市陶磁器意匠研究所を
修了し、現在は岐阜県土岐市に工房を構
えて活動中。大胆かつポップな造形と色
彩表現から、他には類を見ない陶芸作品
を発表し続けている。伝統的な陶芸の技
術を独創的に活用した表現は海外でも高
い評価を得ており、世界各地のパブリック
コレクションに作品が収蔵されている。

く
の
選
択
が
あ
り
、
そ
し
て
感
動
が
あ
り

ま
す
。

　
全
く
同
じ
大
き
さ
、
フ
ォ
ル
ム
の
ご
飯

茶
碗
を
、
硬
さ
の
異
な
る
土
（
粘
土
）
で

つ
く
ろ
う
と
す
る
と
全
く
異
な
る
ご
飯
茶

碗
に
な
り
ま
す
。
同
じ
制
作
方
法
を
と
っ

て
も
、
厚
み
や
重
さ
、
フ
ォ
ル
ム
な
ど
、

ど
う
し
て
も
雰
囲
気
が
異
な
る
も
の
に
な

る
の
で
す
。
そ
の
中
で
自
分
が
本
当
に
よ

い
と
思
う
、
感
動
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ

け
た
瞬
間
、
は
じ
め
て
か
た
ち
（
姿
）
あ

る
も
の
に
な
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
土
（
粘
土
）
だ
け
で
も
、可
塑
性
や
粒
度
、

色
が
変
わ
る
な
ど
気
が
遠
く
な
る
程
、
多

く
の
選
択
肢
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
全
て
を
試
す
の
で
は
な
く
、
出
合
い
や

き
っ
か
け
、好
き
嫌
い
、得
意
不
得
意
な
ど
、

　
か
た
ち
（
姿
）
な
い
も
の
か
ら
、
か
た

ち
（
姿
）
あ
る
も
の
が
生
ま
れ
る
背
景
に

は
一
見
、
偶
然
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
で

も
必
ず
ど
こ
か
に
必
然
性
が
あ
る
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。

　
人
は
衣
・
食
・
住
に
お
い
て
、
そ
の
必

要
に
応
じ
て
意
匠
を
凝
ら
し
た
か
た
ち
を

つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
出
合
い
や
き
っ
か

け
、
時
代
性
か
ら
新
し
い
意
匠
が
生
ま
れ

ま
す
。
そ
れ
は
文
化
で
あ
り
、
人
間
が
得

意
と
す
る
こ
と
で
す
。

　
私
は
陶
磁
器
を
専
門
に
食
器
か
ら
立
体

作
品
ま
で
幅
広
く
制
作
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
土
を
練
り
、
成
形
、
乾
燥
、
焼
成

す
る
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
肌
で
感

じ
な
が
ら
制
作
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
は
多

特集2
Photo by Koho Kotake
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作
者
の
個
性
が
助
け
て
く
れ
ま
す
。

　
素
材
や
プ
ロ
セ
ス
に
触
れ
、
自
分
の
意

思
を
投
げ
か
け
、
そ
れ
に
対
す
る
は
ね
返

り
の
声
を
感
じ
な
が
ら
の
作
業
。
こ
の
繰

り
返
し
に
よ
っ
て
、
素
材
と
関
係
を
築
く

事
が
大
事
だ
と
考
え
ま
す
。
と
て
も
時
間

が
か
か
る
こ
と
で
す
し
、
こ
ち
ら
の
意
思

の
投
げ
か
け
に
対
し
て
の
は
ね
返
り
の
声

を
自
分
自
身
が
聞
き
と
れ
る
態
勢
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
聞
き
逃
す
と
対
話
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

　
現
代
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に

よ
っ
て
、
便
利
に
情
報
収
集
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
動
画
サ
イ
ト
な
ど
で

©Takuro Kuwata

黄
き

緑
みどり

化
げ

粧
しょう

白
はっ

金
きん

彩
さい

梅
か い ら ぎ

華皮志
し

野
の

垸
わん

 （高さ 14cm）2011
Photo by Yasushi Ichikawa
©Takuro Kuwata, 
Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

茶
ちゃ

垸
わん

 Tea bowl 
（高さ 13.5cm）2013
Photo by Kenji Takahashi
©Takuro Kuwata, 
Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

Untitled （高さ 288cm）2016
Photo by Robert Glowacki
©Takuro Kuwata, Courtesy of Alison Jacques Gallery

追
体
験
、
ア
イ
デ
ア
の
共
有
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
便
利
に
な
る
一
方

で
あ
た
か
も
自
分
が
発
明
し
た
か
の
よ
う

な
錯
覚
に
落
ち
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
便
利
に
な
っ
た
分
、
人
間
の
動
物
と
し

て
の
感
覚
や
機
能
が
退
化
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
、
自
分
を
含
め
、
そ
う
考
え

て
し
ま
い
ま
す
。
便
利
さ
に
は
副
作
用
が

あ
り
ま
す
。
便
利
さ
を
上
手
に
取
り
入
れ
、

自
分
の
か
た
ち
あ
る
も
の
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
現
代
か
ら
未
来
に
つ
な
が
る

か
た
ち
（
姿
）
に
な
る
の
で
は
…
と
考
え

ま
す
。

美術の学びが必要な時代
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祇
園
祭 

山や
ま

鉾ほ
こ

風ふ

流り
ゅ
う

と
巡
行

吉田 孝次郎（よしだ こうじろう）
公益財団法人 祇園祭山鉾連合会 
第四代理事長（現：顧問）
武蔵野美術大学を卒業後、同大学造形
学部助手を務める。帰郷した後、生家を
自らの手で元の町屋の状態に復元改修
し、1989 年京都生活工藝館無名舎 吉田
家（登録有形文化財）を開設。祇園祭の
運営と懸装染織品の調査研究に尽力し、
2010 年祇園祭山鉾連合会理事長就任。
2019 年祇園祭特別功労者として表彰。

か
ら
17
世
紀
の
初
頭
に
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
で
製
作
さ
れ
た
極
め
て
上
質

な
品
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

が
徳
川
政
権
の
中
枢
に
献
上
し
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
化
政
期
に
は
多
額
の
大だ
い

名み
ょ
う

貸が
し

の
形
代
と
し
て
京
の
町
衆
が
入
手
し
た
も

の
で
あ
る
。
古
く
享
保
3
年
（
１
７
１
８
）

に
函か
ん

谷こ

鉾ぼ
こ

前ま
え

懸か
け

に
採
用
し
た
も
の
は
旧
約

聖
書
の
リ
ベ
カ
の
物
語
の
一
節
を
テ
ー
マ

と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
三
代
将
軍
家
光
に

平
戸
の
商
館
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
献
上
品
目
録
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

最
も
近
年
で
は
昭
和
60
年
（
１
９
８
５
）

に
北き
た

観か
ん

音の
ん

山や
ま

が
7
万
5
千
ド
ル
で
購
入
し

た
見
送
「
日に
ち

輪り
ん

鳳ほ
う

凰お
う

額が
く

唐か
ら

子こ

嬉き

遊ゆ
う

図ず

」
が

あ
る
。
文
化
大
革
命
の
時
に
、
チ
ベ
ッ
ト

の
寺
院
か
ら
放
出
さ
れ
た
も
の
で
紅
色
が

　

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
も
登
録

さ
れ
て
い
る
、
京
都
祇
園
祭
の
山
鉾
巡

行
は
「
動
く
美
術
館
」
と
い
わ
れ
て
い
る

ほ
ど
に
そ
の
装
飾
は
立
派
で
あ
る
。
貞

観
11
年
（
８
６
９
）
に
創
始
さ
れ
昨
年
は

１
１
５
０
年
の
節
目
を
迎
え
た
。

　

神み

輿こ
し

渡と

御ぎ
ょ

の
前
ぶ
れ
と
し
て
巡
行
す
る

33
基
の
山
鉾
風
流
は
、
室
町
、
桃
山
、
江

戸
か
ら
現
在
へ
と
約
６
５
０
年
の
時
を
経

て
お
り
、
中
国
や
朝
鮮
の
金き
ん

襴ら
ん
、
絹き

ぬ

綴つ
づ
れ、

絨
毯
等
の
高
級
染
織
品
が
充
実
し
て
い
る
。

　

17
世
紀
か
ら
18
世
紀
は
、
ペ
ル
シ
ャ
や

イ
ン
ド
の
真
っ
赤
な
絨
毯
の
採
用
を
競
い

合
い
始
め
、
町
衆
が
文
字
通
り
経
済
の
中

心
に
あ
っ
た
文
化
・
文
政
期
に
は
、
西
欧

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
も

加
え
て
い
る
。
こ
の
飾
か
ざ
り

毛け

綴つ
づ
れは
16
世
紀
末

特集3

※
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実
に
鮮
や
か
で
あ
る
。

　

思
い
つ
く
ま
ま
に
名
品
を
数
点
列
挙
し

た
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
も
長
年
の
使
用
で

劣
化
が
進
む
。
そ
れ
ら
は
復
元
新
調
と
い

う
方
法
で
入
手
当
時
の
美
し
さ
を
よ
み
が

え
ら
せ
、山
鉾
風
流
の
面
白
を
保
っ
て
い
る
。

　

私
は
長
ら
く
山
鉾
行
事
を
仕
切
る
祇
園

祭
山
鉾
連
合
会
の
副
理
事
長
と
し
て
、
懸け
ん

装そ
う

染せ
ん

織し
ょ
く

品ひ
ん

の
調
査
研
究
に
没
頭
し
数
多

く
の
発
見
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
、

高
度
経
済
成
長
期
に
神
幸
祭
と
還
幸
祭
に

半世紀ぶりに復活した還幸祭に伴う山鉾巡行の風景

函谷鉾前懸 イサクに水を供するリベカ（271 × 219cm）重要文化財

北観音山見送 日輪鳳凰額唐子嬉遊図（246 × 195cm）

伴
う
山
鉾
巡
行
を
合
体
さ
せ
、
観
覧
席
の

収
入
で
各
山
鉾
へ
の
補
助
を
実
現
さ
せ
た
。

し
か
し
、
こ
の
合
同
巡
行
は
祇
園
祭
の
神

事
と
し
て
本
旨
を
見
失
う
こ
と
に
も
な
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
理
事
長
就
任
を
期
に
旧

に
復
し
た
の
で
あ
る
。

　

半
世
紀
ぶ
り
に
還
幸
祭
に
伴
う
山
鉾
巡

行
の
復
活
。
祭
を
あ
る
べ
き
姿
に
戻
し
て

六
年
目
。
い
ま
だ
に
そ
の
こ
と
を
喜
ぶ
声

は
や
ま
な
い
。

※ 

山
鉾
風
流
…
山
鉾
を
華
麗
に
彩
る
装
飾
。

美術の学びが必要な時代
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授業の役に立つ！              活用法

これは便利！ 
ＱＲコード

　令和２年４月から使われる新しい開隆堂図画工作教科
書には、いろいろなページにＱＲコードが印刷されてい
ます。ここにスマートフォンやタブレット型端末のカメ
ラを向けると、すぐに動画や画像が見られます。印刷さ
れた教科書誌面の内容に加えて、授業に生かせる情報が
手に入るのは、とてもすばらしいことだと感じます。
　教科書の全学年のもくじの下部に、ＱＲコード一覧
ページへの案内があります。

 　　　　5・6 年上のＱＲページアドレス  
　　　　 http://krdkrk.jp/h32sz5 
　試しにパソコンでこのページを閲覧すると、題材ごと
にコンテンツを一覧することができて快適でした。「…/
h32sz5」の最後の 5 は学年の数字です。秋に配本予定の
1・2 年下は h32sz2、3・4 年下は h32sz4、5・6 年下は
h32sz6 で閲覧できました。現行版の教科書題材でも使え
る資料がたくさん見つかります。
　私が特にいいなと思ったのは、1・2 年下のカッターナ
イフの使い方の動画や、5・6 年上の電動糸のこぎりの使
い方の動画などです。子ども達に見せれば、ひと目で安
全で正しい使い方がわかる内容です。子ども達は、視覚
から得る情報にたいへん敏感です。クイズなどもあり、た
のしみながら知識の確認ができます。

造形のポイントが
動画でわかる

　動画を見せればすぐ授業ができる、と勘違いしてはい
けません。教師が動画で予習するためだけに使うか、子
どもにも動画や画像を見せるかは、教師が選択しましょ
う。どんな動画も、教師の実演にはかないません。また、
子どもが見つけるべきそれぞれのゴールを先取りして見
せてしまうことには弊害もあります。ＱＲコードは、あく
までも補助として使うようにしましょう。

何を見せて、何を
見せないかは教師の判断

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

道具の正しい使い方がわかる動画もある。

ページの最後にQRコードがついている。
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　私が勤める野母崎小中一貫青潮学園は、長崎市の最南端に

位置する長崎県で初めての施設一体型の公立一貫校である。

オーシャンビューの校舎は、新しく美しい。生徒用玄関を入っ

てすぐのランチルームから２階に上がる中央階段は宝塚歌劇

団ごっこができそうな大きさがある。窓は円形で、さんさん

と陽ざしがそそぎ、いたるところに（なんとトイレにも）ベンチ

があり、ゆったり過ごせる造りになっている。通勤や通学途中

には、世界遺産・軍艦島（端
は

島
しま

）を臨む風光明媚な学校である。

　しかし近年、野母崎町は人口が減少し、少子高齢化の波が

押し寄せている。そのため、子ども達にとっても地域の活性

化は重要な問題である。どうすれば我がふるさと野母崎に人

が訪れてくれるのか。ふるさと教育として中学生を中心に「の

もざき伊勢エビまつり」へ出店参加するなどの活動を行い、愛

する野母崎の未来のために試行錯誤している。

　そこで、美術の時間でも何かできることはないかと考えた。

まずは、全校児童生徒で「野母崎のよさを伝えるようなＴシャ

ツアート」と「青潮学園キャラクターデザイン」に取り組んだ。

　今年度「働き方改革」について職場で度々議論がなされ、

業務の効率化が図られてきた。その中で自分の勤務時間

を考えてみると、定時退勤には程遠く、まだまだ効率化を

図っていかなければならない。授業の時間は決まっている

ので、児童が下校してから退勤するまでの約1時間半を

どう使うかが考えどころだ。

　しかし、会議や打ち合わせ等の時間を除くと、自分の学

級にかけられる時間は、多く見積もっても１時間もない。

その時間内に、その日の評価と翌日の授業に向けての教材

研究を行う。教材研究は翌日の６時間分を均等割りで計算

すると、１教科にかけられる時間は５分程度になってしま

う。学年ごとの教員同士で分担しても時間が足りないのが

現状だ。

　図工の授業の準備は、材料や道具の準備、試作、作品完

成後の展示など、時間と手間がかかる。札幌市では、図工

専科の先生はおらず、担任が教えている。時間が無い中、

「青潮学園キャラクターデザイン」では、全校児童生徒による

投票を行った。１位に選ばれたキャラクターデザインは、児

童生徒が９年間使うキャリアノートの表紙に抜擢され、シー

ルにもなった。そして７年生（中学１年）で「野母崎にあったら

いいな（粘土でつくる特産物）」、８年生（中学２年）で「野母崎

のよさを伝えよう（絵文字のデザイン）」、９年生（中学３年）で

は「野母崎のイメージとは？（錯視や透視図法を使った平面

構成）」に取り組んでい

る。

　みなさん、ぜひ野母

崎に遊びに来てくだ

さい。おいしい伊勢エ

ビや野
の

母
も

んあ
・・
じ、そし

て元気な子ども達が

待っています！

誰でも気持ちよく図工の授業に取り組めるよう、何かでき

ないか。そう考えて、いくつか始めてみた。

　まず、図工準備室の整備。道具が探しやすいように、棚

の表示を「絵画」「工作」などの分野ごとに色分けし、道具

の写真つきで表示してみた。また、各題材で試作した作品

に加え、どの学年でも使いそうな空き容器などの身近な材

料を少しずつストックしている。ゆくゆくは「とりあえず

準備室に行けば何とかなる。」と、みんなが気軽に利用で

きる場所となることを願って整備を進めている。

　他にも、図工室内に道具の安全な取り扱い方の掲示をし

たり、職員室のパソコンの共有サーバーに、各学年が展示

している作品の画像データを保存し始めたりした。

　やり始めると時間は

あっという間に過ぎ、働

き方改革とは逆行してし

まう状態に苦笑しつつ

も、長い目で見て効率化

につながると信じて取り

組みを続けたい。

働き方改革と図工

ふるさと教育～愛する野
の

母
も

崎
ざ き

の未来を拓くために～

北海道札幌市立西野小学校
森 久根（もり ひさね）

小中一貫青潮学園 長崎県長崎市立野母崎中学校
御所 美穂（ごしょ みほ）

学内投票で選ばれた青潮学園
キャラクター。当時7年生（中
学 1 年生）の作品。
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ふ
く
や
ま
美
術
館
は
、
広
島
県
東
部
に

位
置
し
、
福
山
市
を
中
心
に
し
た
広
域
圏

の
美
術
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
と
も

に
、
地
域
の
人
々
と
つ
く
る
住
民
参
加
型

の
美
術
館
と
し
て
、
１
９
８
８
年
11
月
３

日
に
開
館
し
ま
し
た
。
福
山
城
公
園
と
リ

ン
ク
し
た
公
園
型
美
術
館
で
す
。
美
術
館

正
面
に
は
真
っ
赤
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
高

橋
秀
「
愛
の
ア
ー
チ
」
が
あ
り
、
シ
ン
ボ

ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。
年
間
約
20
万
人
が

来
館
し
、
累
計
約
６
７
０
万
人
を
超
え
ま

し
た
。

　

美
術
館
の
設
立
理
念
と
し
て
、
四
つ

の
基
本
方
針
を
定
め
て
い
ま
す
。
①

地
域
に
根
ざ
す
、
②
世
界
の
窓
と
し

て
、
③
現
代
を
見
す
え
未
来
を
先
取
り
す

る
、
④
美
術
と
人
間
に
ふ
れ
る
場
。
当
館

は
、
こ
れ
ら
の
基
本
方
針
の
実
現
を
目
指

し
、「
見
る
」、「
つ
く
る
」、「
学
ぶ
」、「
ふ

れ
あ
う
」
場
と
し
て
、
多
彩
で
幅
広
い
分

野
に
わ
た
る
展
覧
会
事
業
と
、
講
演
・
講

座
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
普
及
事
業
、
作

品
収
集
活
動
、
そ
し
て
活
動
を
支
え
る
重

ふ
く
や
ま美

術
館

開
館
31
年
目
を
迎
え
て 

－

地
域
文
化
の
新
た
な

創
造
を
目
指
す

－
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要
な
基
礎
と
な
る
所
蔵
作
品
の
調
査
・
研

究
、
作
品
保
存
な
ど
、
多
角
的
な
取
り
組

み
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

収
蔵
作
品
は
、現
在
約
３
２
０
０
点（
寄

託
作
品
を
含
む
）
で
す
。
日
本
の
近
現
代

美
術
で
は
、
岸き
し

田だ

劉り
ゅ
う

生せ
い

「
麗れ

い

子こ

十じ
ゅ
う

六ろ
く

歳さ
い

之の

像ぞ
う

」
を
は
じ
め
と
す
る
、
劉
生
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
核
と
し
て
い
ま
す
。
他
館
へ
の

貸
出
依
頼
も
多
く
、
当
館
の
所
蔵
品
を
内

外
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
一
昨
年
に
開
館
30
周
年
を
記
念
し
て

購
入
し
た
マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー
ル
「
青
い

花
瓶
」
は
、
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
で
白
眉
と
な
る
も
の

で
す
。
２
０
１
８
年
度
か
ら
は
、
福
山
市

教
育
委
員
会
主
導
に
よ
る
連
携
事
業
と
し

て
、「
10
歳
の
君
へ 

よ
う
こ
そ
美
術
館
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
は
じ
ま
り
、
市
内
の
小

学
校
４
年
生
全
員
（
約
４
０
０
０
人
）
が
、

本
作
を
鑑
賞
す
る
た
め
毎
年
訪
れ
て
い
ま

す
。　

〒 720-0067
広島県福山市西町二丁目 4 番 3 号
　Tel：084-932-2345　　 Fax：084-932-2347
　Email：art@city.fukuyama.hiroshima.jp 

開館時間：9：30～ 17：00
休館日　：月曜日（祝休日の場合はその翌日）、年末年始

ふくやま美術館

美術館南側（福山城公園）
高
たか

橋
はし

 秀
しゅう

「愛
あい

のアーチ」　1988 年（鉄に塗装 ）

美術館東側（福山城公園）
ジョージ・蔦

つた

川
かわ

「蓮
はす

の泉
いずみ

」　1988 年（ブロンズ ）

エントランス
ジャコモ・マンズー「大

おお

きな踊
おど

り子
こ

」　1974年（ブロンズ）

展示室／近現代ヨーロッパ美術
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城
下
町 

福
山
の
文
化
、

魅
力
を
発
信

美
術
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る

ア
ー
ト
ガ
イ
ド

ふくやま美術館

福
山
は
、
茶
の
湯
を
楽
し
む
人
の
多

い
城
下
町
で
す
。
そ
の
福
山
の
茶

の
湯
の
興
隆
を
支
え
て
き
た
代
表
者
に
福

山
市
名
誉
市
民
、
松ま
つ

本も
と

卓た
く

臣お
み

氏
が
お
ら
れ

ま
す
。
松
本
氏
は
、
経
営
者
と
し
て
、
ま

た
財
界
人
と
し
て
福
山
の
発
展
に
つ
く
さ

れ
た
福
山
商
工
会
議
所
名
誉
会
頭
で
あ

り
、
表
お
も
て

千せ
ん

家け

同
門
会
備び

ん

後ご

支
部
支
部
長
を

長
年
務
め
ら
れ
、
福
山
を
代
表
す
る
茶
人

と
し
て
、
歴
代
家
元
や
多
く
の
茶
人
と
交

流
さ
れ
る
な
ど
、
福
山
の
茶
の
湯
文
化
を

支
え
て
い
る
数す

寄き

者し
ゃ

で
す
。

　

２
０
１
４
年
に
は
、「
斗
々
屋
茶
碗 

銘 

深
山
木
」
を
は
じ
め
、
自
身
の
茶
道
具
類

１
０
０
点
余
を
地
域
文
化
振
興
の
た
め
に

松
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
も
今

日
ま
で
、
本ほ
ん

阿あ

弥み

光こ
う

悦え
つ

「
黒く

ろ

茶ち
ゃ

碗わ
ん 

銘め
い 

軒の
き

窓ま
ど

」
な
ど
７
点
を
寄

贈
さ
れ
て
い
ま
す
。

美
術
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア「
く
す
の
き
」

は
、
開
館
当
初
に
発
足
し
、
共
に

歩
み
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
美
術
に
関
心

を
も
つ
方
が
、
美
術
館
の
協
力
者
と
し
て

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
９
年
度
現
在
、
56
名
の
方
が
広

報
、
ガ
イ
ド
、
発
送
、
イ
ベ
ン
ト
の
四
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
住
民
と
美
術
館

と
の
か
け
橋
と
な
っ
て
交
流
の
場
を
広
げ

て
い
ま
す
。

　

教
育
普
及
で
は
、
ガ
イ
ド
グ
ル
ー
プ
が

毎
月
第
２
土
曜
日
に
ラ
ウ
ン
ジ
で「
や
さ
し

い
ア
ー
ト
ガ
イ
ド
」を
行
う
他
、申
し
込
み

の
あ
っ
た
保
育
園
児
や
小
学
生
の
団
体
へ

所
蔵
品
展
の
ガ
イ
ド
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
２
０
１
８
年
に
は
福
山
市
に
本

社
を
置
く
株
式
会
社
エ
フ
ピ
コ
の
創
業
者

で
あ
り
、
福
山
市
名
誉
市
民
の
故
小こ

松ま
つ

安や
す

弘ひ
ろ

氏
が
収
集
さ
れ
た
、
国
宝
７
口
、
重
要

文
化
財
６
口
、
未
指
定
品
１
口
の
刀
剣
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
寄
贈
を
ご
遺
族
小こ

松ま
つ

啓ひ
ろ

子こ

氏
よ
り
受
け
ま
し
た
。
当
館
で
は
、
こ
れ

ら
の
作
品
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
、
所

蔵
品
展
の
み
な
ら
ず
、
２
年
に
１
度
の

割
合
で
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
連
す
る

特
別
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
特
に
刀
剣

展
は
、
女
性
を
中
心
と
す
る
昨
今
の
刀
剣

ブ
ー
ム
も
追
い
風
と
な
り
、
全
国
各
地
か

ら
多
く
の
来
館
者
を
お
迎
え
し
て
い
ま

す
。

岸田 劉生「麗子十六歳之像」　
1929 年（油彩、カンヴァス）

「太
た

刀
ち

 銘
めい

 筑
ちく

州
しゅう

住
じゅう

左
さ

（江
こう

雪
せつ

左
さ

文
もん

字
じ

）」　
南北朝時代（鋼）［国宝］ 「斗

と

々
と

屋
や

茶
ちゃ

碗
わん

 銘
めい

 深
み

山
やま

木
ぎ

」　朝鮮王朝時代（陶器）
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参
加
型
美
術
館
と
し
て
公
募
展
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、実
技
講
座
な
ど

当
館
で
は
、
絵
画
制
作
を
通
し
て
想

像
力
や
独
創
性
を
育
み
、
た
く
ま

し
く
「
生
き
る
力
」
を
備
え
た
人
間
に
成

長
す
る
こ
と
を
願
い
、
２
０
０
９
年
度
よ

り
福
山
市
教
育
委
員
会
と
共
同
で
創
設
し

た
絵
画
公
募
展
、
ふ
く
や
ま
子
ど
も
「
生

き
る
」
美
術
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
各
展
覧
会
に
関
連
し
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
も
し
て
い
ま
す
。「
子

ど
も
造
形
教
室
」
や
「
親
子
ア
ー
ト
教
室
」

な
ど
、子
ど
も
達
の
好
奇
心
を
か
き
立
て
、

自
由
な
発
想
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う

な
楽
し
い
遊
び
の
ア
ー
ト
教
室
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

小
学
生
向
け
、
中
学
生
向
け
に
各
展
覧

会
ご
と
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
作
成
・
活
用

し
た
り
、「
対
話
形
式
」
の
ア
ー
ト
鑑
賞

を
実
践
し
た
り
す
る
な
ど
、ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。　

　

そ
の
他
に
も
、
ふ
だ
ん
美
術
館
に
馴
染

み
の
な
い
世
代
に
も
ア
ー
ト
を
身
近
に
感

じ
て
も
ら
え
る
よ

う
、
さ
ま
ざ
ま
な
関

連
事
業
な
ど
、
企
画

を
練
っ
て
い
ま
す
。

　

社
会
人
を
対
象
と

し
た
長
期
実
技
講
座

を
開
講
し
て
、
日
本

画
・
木
版
画
・
竹
工

芸
・
エ
ッ
チ
ン
グ
な

ど
の
講
座
を
各
10
回

で
開
催
し
て
い
ま

す
。
講
座
修
了
後
に

は
、
修
了
作
品
展
を

発
表
す
る
場
も
設
け

て
い
ま
す
。

学芸員によるギャラリートーク

ワークショップ「つくろう！　フワフワあおぞら水族館」（子ども造形教室）

ふくやま子ども「生きる」美術展 長期実技講座　竹工芸講座の様子
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［ 小 学 校 ］
教 材 研 究

20

キラキラシャボンで
飯
いいぶち

淵  泉
いずみ

　宮城県仙台市立川前小学校 絵
年 生
2

時 間
4

底を切ったペット
ボトルの空き容器
にネットを張った
もの。シャボン液
をつけて、画用紙
と少し隙間を開け
た状態で吹くこと
でダイナミックな
泡ができる。

泡でさまざまな模様をつくり、できた泡の形や色から想
像して、思いついたことを描いて楽しむ。

題材のねらい

ペットボトルの空き容器、台所用水切りネット、輪ゴム、
絵の具、台所用洗剤、クレヨン、四つ切り画用紙など

用具・材料

泡で模様をつくり、絵に表すことを楽しむ。関

できた泡の形や色から表したいお話を見つける。発

見つけたお話に合わせて表したいものの描き方を
工夫する。

創

それぞれの作品の泡の模様や、自分や友達のお話の
面白さを見つける。

鑑

評価の観点
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教 材 研 究

21

本
題
材
は
、
シ
ャ
ボ
ン
の
泡
で
模
様
を
つ
く
る
こ
と

を
楽
し
み
な
が
ら
、
画
用
紙
に
写
し
て
で
き
た
形

や
色
か
ら
想
像
を
広
げ
、
思
い
つ
い
た
こ
と
を
表
す
活

動
で
す
。

　
今
回
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
空
き
容
器
で
泡
を
つ
く
る

方
法
に
し
て
み
ま
し
た
。
ス
ト
ロ
ー
で
つ
く
る
と
、
き

め
の
細
か
い
泡
が
で
き
ま
す
が
、
底
を
切
っ
た
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
に
ネ
ッ
ト
を
張
っ
た
も
の
を
使
う
と
、
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
で
大
き
な
泡
が
で
き
ま
す
。
鮮
明
な
泡
の
形
を

感
じ
、
模
様
が
で
き
た
喜
び
や
楽
し
さ
を
十
分
に
味
わ

う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
子
ど
も
達
の
想
像
も
よ
り
膨
ら

む
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
事
前
に
教
材
研
究

を
し
て
み
て
わ
か
っ
た
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

　
一
つ
目
は
、シ
ャ
ボ
ン
液
の
濃
度
は
同
じ
で
も
画
用
紙

た
。
そ
こ
で
、
模
様
が
は
っ
き
り
と
出
る
よ
う
に
割

合
を
調
整
し
、
２
Ｌ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
数
色
の
液

を
学
年
分
事
前
に
つ
く
っ
て
お
き
ま
し
た
。

　
そ
の
他
に
、
台
所
用
洗
剤
や
ハ
ン
ド
ソ
ー
プ
な
ど
、

シ
ャ
ボ
ン
液
の
材
料
に
よ
っ
て
色
味
が
変
わ
っ
て
く

る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
台
所
用
洗
剤
は
ハ
ン
ド

ソ
ー
プ
よ
り
透
明
度
が
高
く
な
り
ま
す
。

　
今
回
こ
の
題
材
を
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て
、
事
前

に
自
分
自
身
が
試
し
て
み
る
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ

ま
し
た
。
同
学
年
の
先
生
方
と
「
こ
の
や
り
方
は
ど

う
か
。」「
そ
れ
な
ら
こ
う
で
は
ど
う
か
？
」
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
試
し
て
、
新
た
な
発
見
を
す
る
こ
と
は
楽

し
く
有
意
義
な
時
間
で
し
た
。

　
実
際
の
泡
の
模
様
づ
く
り
で
は
「
こ
ん
な
形
が
で

き
た
！
」「
見
て
見
て
、
泡
の
山
が
で
き
た
。」
な
ど
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
子
ど
も
達
の
歓
声
が
上
が
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
模
様
の
面
白
さ
を
感
じ
な
が
ら
活
動
し
て

い
ま
し
た
。

　

泡
が
乾
い
た
後
は
、「
何
が
見
え
て
く
る
か
な
。」

と
画
用
紙
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
動
か
し
て
見
立
て

を
行
い
ま
し
た
。
見
立
て
を
行
っ
た
後
は
、「
泡
を
生

か
す
こ
と
、
泡
を
塗
り
つ
ぶ
さ
な
い
こ
と
」
を
助
言

し
て
、
ク
レ
ヨ
ン
で
表
し
て
い
き
ま
す
。
思
い
つ
い

た
こ
と
を
話
し
な
が
ら
、
自
由
に
描
き
加
え
る
姿
が

見
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
題
材
を
通
し
て
、
子
ど
も
達
が
生
き
生
き
と

楽
し
み
な
が
ら
、
自
己
を
開
放
す
る
姿
に
、
造
形
活

動
の
意
義
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

学 習 の 流 れ

①
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
空
き
容
器
に

ネ
ッ
ト
を
張
り
、シ
ャ
ボ
ン
液
を
つ

け
て
、思
い
思
い
に
画
用
紙
に
泡
を

吹
き
つ
け
る
。

②
い
ろ
い
ろ
な
泡
の
模
様
を
画
用
紙

い
っ
ぱ
い
に
つ
け
て
い
く
。１
枚
目

が
終
わ
っ
た
児
童
は
２
枚
目
に
挑

戦
す
る
。

③
泡
の
模
様
の
つ
い
た
画
用
紙
を
い

ろ
い
ろ
な
方
向（
縦
、横
、な
な
め
、

さ
か
さ
ま
）
に
回
転
さ
せ
て
、何
に

見
え
る
か
想
像
し
た
り
、友
達
と
見

せ
合
っ
て
話
し
合
っ
た
り
す
る
。

④
泡
の
形
や
色
か
ら
思
い
つ
い
た
も

の
や
浮
か
ん
で
き
た
お
話
を
画
用

紙
に
ど
ん
ど
ん
描
き
足
す
。

⑤
作
品
の
タ
イ
ト
ル
を
考
え
、自
己
評

価
を
す
る
。で
き
た
作
品
を
友
達
に

紹
介
し
た
り
、見
せ
合
っ
た
り
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
を
感
じ
取
る
。

の
種
類
に
よ
っ
て
、
泡

の
模
様
の
つ
き
方
が
異

な
る
こ
と
で
す
。
シ
ャ

ボ
ン
液
を
は
じ
い
て
し

ま
っ
て
模
様
が
う
ま
く

つ
か
な
い
用
紙
が
あ
る

こ
と
や
、
画
用
紙
の
種

類
に
よ
っ
て
乾
燥
後
の

色
の
出
方
が
異
な
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
二
つ
目
は
、
シ
ャ
ボ

ン
液
の
濃
度
で
す
。
水

と
台
所
用
洗
剤
の
割
合

が
１
対
１
の
シ
ャ
ボ
ン

液
に
対
し
て
は
、
絵
の

具
を
か
な
り
多
く
入
れ

な
い
と
は
っ
き
り
し
た

模
様
が
出
ま
せ
ん
で
し
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社会問題を描く

日本の社会問題を調べ、自己と社会のつながり、ある
いは他者との関係性について考え、資料をもとに作
品を制作する。

題材のねらい

マーメイド紙（四つ切り）、コーヒー、紅茶、鉛筆、アクリ
ル絵の具、メディウム、ニス、ライター、写真、廃材など

用具・材料

日本の抱えている問題や、他国との関係、身近な
問題に興味をもち、制作に取り組む。関

主題を生み出し、資料からフォルムを単純化、強
調化、抽象化しながら構想を練る。発

主題を鑑賞者へ伝わりやすくするために、支持
体や描画材料を工夫して表現する。創

さまざまな作品の表現方法に触れ、社会問題に
対する自分の考えや思いを視覚的に表現する方
法について、幅広い見方、考え方を学ぶ。

鑑

評価の観点

晩婚化（代理出産）を
取り上げた作品。

岡
おかもと

本 裕
ひろあき

成　神奈川県鎌倉市立第二中学校 絵
年 生
3

時 間
8

［ 中 学 校 ］
教 材 研 究
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学 習 の 流 れ

①
作
家
作
品
の
鑑
賞
を
通
し
て
、余
白
や

ミ
ク
ス
ト
メ
デ
ィ
ア
の
表
現
に
つ
い
て
知

る
。

②
資
料
を
集
め
、ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
を
行

い
な
が
ら
、作
品
の
主
題
を
明
確
に
し
て

い
く
。

③
マ
ー
メ
イ
ド
紙
に
、コ
ー
ヒ
ー
、紅
茶
、絵

の
具
な
ど
を
用
い
て
加
工
を
施
す
。

④
ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
、作
品
を

制
作
す
る
。

⑤
完
成
し
た
作
品
に
、絵
の
コ
ン
セ
プ
ト
が

書
か
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
添
付
す
る
。

⑥
作
品
を
掲
示
し
、互
い
に
鑑
賞
し
合
う
。

ス
ム
や
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の
絵
画
な
ど
、
現
代
社
会
の
問

題
を
特
異
な
か
た
ち
で
表
現
し
て
い
る
作
品
を
紹
介
し

た
り
と
、
生
徒
達
の
作
品
が
写
実
性
を
重
視
し
た
作
品

や
説
明
的
な
作
品
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。

　
絵
画
制
作
の
段
階
で
は
、
最
初
に
マ
ー
メ
イ
ド
紙
の

加
工
か
ら
始
め
た
。
生
徒
は
、
自
分
の
考
え
た
作
品
の

コ
ン
セ
プ
ト
に
合
わ
せ
て
、
持
参
し
た
紅
茶
の
パ
ッ
ク

や
コ
ー
ヒ
ー
等
で
紙
を
染
め
、
タ
オ
ル
や
霧
吹
き
で
マ

チ
エ
ー
ル
を
つ
く
り
、
そ
の
上
か
ら
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
の

せ
る
、
穴
を
開
け
る
、
燃
や
す
等
の
加
工
を
施
し
た
。

制
作
が
進
む
中
で
、
当
初
に
掲
げ
て
い
た
主
題
や
コ
ン

セ
プ
ト
が
曖
昧
に
な
っ
て
く
る
生
徒
が
い
た
た
め
、
個

別
に
話
を
し
た
り
、
作
品
を
回
収
し
た
際
に
絵
の
裏
に

コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
返
却
し
た
り
す
る
こ
と
を
く
り
返

本
題
材
は
、
生
徒
が
自
己
と
社
会
の
つ
な
が
り
か

ら
、
描
く
こ
と
の
理
由
を
見
出
し
、
主
題
を
生

み
出
し
て
い
く
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
題
材
で
あ
る
。

　

授
業
の
導
入
で
は
、「
社
会
問
題
を
描
く
＝
日
本
の

現
状
報
告
レ
ポ
ー
ト
を
制
作
す
る
」
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
伝
え
、
生
徒
一
人
一
人
に
対
し
、「
今
の

自
分
は
ど
ん
な
社
会
問
題
に
興
味
を
も
ち
、
ど
ん
な
こ

と
を
社
会
に
向
け
て
伝
え
て
い
き
た
い
の
か
」
と
投
げ

し
て
完
成
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。

　
今
回
は
自
分
の
設
定
し
た
主
題
に
対
す
る
ふ
り
返

り
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
コ
ン
セ
プ
ト
を
書

い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
も
作
品
の
一
部
と
し
て
、
絵
に

合
わ
せ
た
装
飾
や
加
工
を
施
し
、作
品
に
添
付
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
理
想
的
な
答
え
よ
り
も
、
現
時

点
で
の
自
分
の
率
直
な
意
見
を
書
い
た
ほ
う
が
、
絵

の
解
説
と
し
て
自
然
な
も
の
に
な
る
と
思
い
、
あ
ま

り
問
題
の
実
態
に
つ
い
て
興
味
が
も
て
な
か
っ
た
生

徒
に
は
、
正
直
に
今
の
自
分
の
心
境
を
書
か
せ
る
よ

う
に
し
た
。

　
完
成
後
は
、
校
内
に
作
品
を
掲
示
し
、
互
い
の
表

現
の
工
夫
を
鑑
賞
し
合
う
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
問
題
へ
の
理
解
を
深
め
た
。
生
徒
の
中
に
は
、

日
本
の
社
会
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
を
視
野
に

入
れ
、
人
権
、
性
、
暴
力
、
高
齢
化
社
会
な
ど
の
問

題
を
扱
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
も

あ
っ
た
。

　

本
題
材
を

き
っ
か
け
に
、

世
の
中
の
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を

身
近
な
も
の
と

し
て
捉
え
て
も

ら
え
る
と
う
れ

し
い
と
思
う
。

か
け
た
。
次
に
い
く
つ
か
の
作
家
作
品
を
紹
介
し
、
生

徒
た
ち
の
平
面
作
品
に
対
す
る
見
方
や
考
え
方
を
広
げ

る
よ
う
に
努
め
た
。

　
ま
ず
紹
介
し
た
の
は
、
余
白
の
美
を
感
じ
さ
せ
る
作

品
群
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ワ
イ
エ

ス
「
１
９
４
６
年
の
冬
」
は
、
父
を
失
っ
た
悲
し
み
の

中
で
制
作
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
人
の
少
年
が

坂
を
駆
け
下
り
て
い
る
周
囲
に
は
草
原
が
広
が
っ
て
い

る
。
画
面
の
余
白
に
注
目
さ
せ
、
そ
こ
に
作
者
の
心
情

や
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
。

そ
の
後
、
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
キ
ー
フ
ァ
ー
や
三
瀬
夏
之
介

の
作
品
の
よ
う
に
、
支
持
体
に
意
図
的
な
傷
や
硬
い
物

質
が
盛
ら
れ
た
作
品
は
鑑
賞
者
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を

与
え
る
の
か
に
つ
い
て
話
を
し
た
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

教 材 研 究
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　展覧会のコンセプトを図工専科の福岡先生にお聞

きしたところ、「展覧会は、子どもたちの巧拙の比較

や、先生の指導の結果としての会場の華やかさでは

なく、普段の子どもの姿を想像して見てもらえるよ

うなものにしたいです。昨今は、アートなムードを画

一的に模倣させた作品が評価されがちです。参観さ

れる方には、子ども自身が生成した価値を大切にし

ながら作品を見ていただき、表現されたものを作品

の多様性としてそれぞれに共感してもらいたいと考

えています。」とお話されていました。

子どもたちが作品を
製作している様子を
入り口近くの大きい
スクリーンに映し出
しました。

学年を越えて作品を見ると、いろいろな発
見があります。

会場づくりにあたっては、学年担当の先生方や子どもたちにでき
るだけ任せて、子どもたち自身でつくりあげるようにしています。

東京都目黒区立上目黒小学校
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