
、

空
間
の
拡
が
り
が
表
せ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら



か
た
ち
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
。



子
ど
も
同
士
、子
ど
も
と
教
師
、材
料
や
用
具
。

図
画
工
作
・
美
術
は
様
々
な「
か
か
わ
る
」時
間
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

社
会
に
必
須
と
も
い
え
る「
か
か
わ
る
」力
を

こ
れ
ほ
ど
に
内
在
し
て
い
る
教
科
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？

実
際
に
子
ど
も
た
ち
は
活
動
の
中
で
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か

か
か
わ
る
こ
と
で
何
が
生
ま
れ
て
い
る
の
か
。

か
か
わ
る

特
集　

山
田
芳
明
先
生

西
村
德
行
先
生

鳴
門
教
育
大
学

筑
波
大
学
附
属
小
学
校
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現
場
の
先
生
方
が
元
気
に
な
る
研
究
会
を
と
の
思

い
か
ら
「
図
工
授
業
づ
く
り
ユ
ニ
オ
ン
」
を
立
ち

上
げ
た
二
人
。
西
村
先
生
の
授
業
に
山
田
先
生
が

参
加
し
そ
の
直
後
、
授
業
の
熱
気
が
ま
だ
残
る
図

工
室
に
て
話
し
合
っ
て
い
た
だ
い
た
。

「
見
た
い
」
気
持
ち
に
さ
せ
る
に
は

山
田　

授
業
お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た
。
す
ご
い
テ

ン
シ
ョ
ン
だ
ね
。
あ
の
テ
ン
シ
ョ
ン
で
、
の
ど
が

枯
れ
た
り
し
な
い
の
？

西
村　

前
に
野
球
部
の
監
督
を
し
て
い
た
時
、
声

を
張
り
上
げ
て
ま
し
た
か
ら
大
丈
夫
で
す
（
笑
）。

山
田　

こ
の
授
業
は
初
め
て
で
す
か
？

西
村　

た
ぶ
ん
二
回
目
で
す
ね
。
今
回
の
よ
う
に
、

紙
の
裏
に
サ
イ
ン
を
す
る
展
開
は
初
め
て
で
す
。

友
だ
ち
同
士
も
っ
と
し
っ
か
り
見
て
欲
し
い
と
い

う
の
が
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
形
に
し
ま
し
た
。

山
田　

見
て
欲
し
い
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
詳
し

く
言
う
と
ど
う
い
う
こ
と
？

西
村　

低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
は
「
見
せ
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、「
見
た
い
」

と
い
う
の
は
な
か
な
か
な
い
ん
で
す
ね
。
お
互
い

に
「
見
て
欲
し
い
」「
見
た
い
」
と
い
う
気
持
ち

に
な
る
た
め
に
は
、
今
回
の
よ
う
に
痕
跡
を
残
す

の
が
必
要
か
な
と
考
え
ま
し
た
。
ク
イ
ズ
形
式
に

す
る
と
「
見
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
増
す
し
、

友
だ
ち
と
の
か
か
わ
り
が
形
で
残
る
よ
う
に
、
裏

に
サ
イ
ン
と
答
え
を
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
答

え
を
書
い
て
も
ら
う
と
、
ほ
か
の
子
が
書
い
た
こ

と
も
見
ら
れ
る
の
で
、
発
想
を
広
げ
る
こ
と
に
も

な
り
ま
す
し
ね
。
ま
た
、
僕
に
と
っ
て
は
、
サ
イ

ン
と
答
え
が
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
姿
を
理
解

す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

山
田　

僕
が
接
し
て
み
て
面
白
い
と
思
っ
た
の
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は
、
一
発
で
当
て
ら
れ
る
の
は
ち
ょ
っ
と
嫌
、
で

も
ま
っ
た
く
当
た
ら
な
い
と
い
う
の
も
さ
み
し
い

ん
だ
よ
ね
。
あ
れ
は
子
ど
も
た
ち
の
心
理
だ
な
と

思
っ
て
。
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
と
す
ご
く
う
れ

し
そ
う
な
顔
を
し
て
、
そ
こ
で
ヒ
ン
ト
を
求
め
る

と
言
っ
て
く
れ
て
、
当
た
る
と
ま
た
す
ご
く
う
れ

し
そ
う
な
顔
を
す
る
ん
だ
よ
ね
。

西
村　

ク
イ
ズ
っ
て
す
ご
く
面
白
く
て
、
答
え
が

簡
単
す
ぎ
て
も
難
し
す
ぎ
て
も
飽
き
て
し
ま
う
ん

で
す
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

な
の
で
、
相
手
の
こ
と
を
考
え
て
問
題
を
つ
く
る

こ
と
が
す
ご
く
大
切
な
ん
で
す
ね
。

山
田　

例
え
ば
こ
の
作
品
、
猫
の
し
っ
ぽ
な
ん

だ
っ
て
。
普
通
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
形
と
考
え

ま
す
よ
ね
。
で
も
猫
の
し
っ
ぽ
っ
て
言
わ
れ
た
ら
、

色
も
形
も
そ
う
だ
よ
ね
。
部
分
だ
け
を
見
立
て
る

の
が
す
ご
く
面
白
い
な
と
思
っ
た
ね
。

西
村　

導
入
の
と
き
に
、
最
初
に
「
亀
」
と
い
う

答
え
が
出
ま
し
た
よ
ね
。
あ
の
と
き
彼
は
、
亀
の

顔
は
紙
の
外
に
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う

や
り
と
り
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
作
品
が
出
て
き

た
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

山
田　
「
本
州
」
も
す
ご
か
っ
た
！　

導
入
で
質

問
し
て
子
ど
も
を
当
て
る
と
き
、
考
え
て
当
て
る

の
？　

こ
の
子
を
当
て
た
ら
見
方
を
広
げ
て
く
れ

る
な
、
み
た
い
な
。

西
村　

そ
う
で
す
ね
。
こ
の
ク
ラ
ス
は
担
任
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
で
す
。
今
ま
で
は

専
科
だ
っ
た
の
で
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
担
任
を
し
て
い
る
と
普
段
の
教
室
で
の
様

子
が
わ
か
る
の
で
、
答
え
て
も
ら
う
子
ど
も
に
つ

い
て
は
意
識
し
ま
す
ね
。「
本
州
」
と
言
っ
た
子
は
、

け
っ
こ
う
変
化
球
を
投
げ
て
く
れ
る
ん
で
す
。

山
田　

確
か
に
あ
の
導
入
で
見
方
が
広
が
っ
た
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
子
ど
も
と
先
生
と
の
か
か

わ
り
の
中
で
出
て
き
た
活
動
で
も
あ
る
ん
で
す
ね
。

授業レポート

　見る人のことを考えて作品をつくる、友だちがつくったもの
をじっくり見る、作品について話をする――作品を媒介に人と
かかわり合い、そこから新たな発想やつくる楽しさを見つけて
いく、そんな授業が筑波大学附属小学校で行なわれた。
　図工室の机の上には、色とりどりの画用紙が山のように積
まれていた。前の時間に、はさみを使っていろいろな切り方
を試しながらつくったものだ。西村德行先生が子どもたちに声
をかけた。「前の授業では、はさみで色紙を切って、いろい
ろな切り方を楽しみましたね。この時間は、これです」と言って、
黒板に文字を書いた。〝なににみえるかな〟。
　「これをもうちょっと難しく言うとどうなるかな？」の問いに「見
立てる」という答えが出た。「見立てるという言葉が出てきたよ。
では、これは何に見える？」と言って、先生が不思議な形の
色紙を貼った画用紙を見せた。元気な声とともにたくさんの手
が上がる。「亀！」と答えた子に、先生が問いかける。「どこ
が頭でどこが体？」。「頭はこっちに隠れてて、これは体なの」。

「なるほど、これは亀全体じゃないんだ」。次の子は「海の
上に立ってる石でね、石の上におじさんが立っていそう」と答
えた。「どうして海だと思ったの？」と聞かれると、 「青いとこ
ろが水で、緑のところが石に見えたから」。「形だけじゃなく色
も見たんだね。ではもう一人」。「本州！」と元気よく答えた子。

「本州？ 青森はどっちかな？」と、ユニークな答えに先生も
驚いた様子。すると「青森はもっと向こうの方。右が千葉県
で、真ん中が東京都、それで、左端が静岡県」と得意顔で
答えてくれた。

特
集　

か
か
わ
る
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子
ど
も
と
つ
く
り
上
げ
る

山
田　

レ
ベ
ル
１
、
レ
ベ
ル
２
と
、
段
々
難
し
く

な
る
問
題
を
つ
く
っ
た
子
が
い
ま
し
た
ね
。

西
村　

こ
の
子
は
、
周
り
の
子
に
「
簡
単
す
ぎ

る
」
っ
て
言
わ
れ
て
、
多
分
自
分
で
も
わ
か
っ
た

ん
で
す
よ
。
僕
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
き
た
時
に
、

す
ご
く
恥
ず
か
し
そ
う
に「
こ
れ
な
ん
だ
？　

」っ

て
聞
く
ん
で
、「
階
段
」
と
答
え
た
ら
、
小
さ
な

声
で「
う
ん
」っ
て
。
も
っ
と
工
夫
す
れ
ば
よ
か
っ

た
と
い
う
顔
を
し
て
い
て
。
そ
れ
で
、
新
し
く
レ

ベ
ル
2
を
つ
く
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

山
田　

先
生
が
二
枚
目
つ
く
っ
て
も
い
い
よ
、
と

声
を
掛
け
た
ん
で
す
ね
。
普
段
か
ら
そ
れ
は
認
め

て
い
る
の
？

西
村　

は
い
、
思
い
つ
い
た
ら
も
っ
と
や
っ
て
い

い
よ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

山
田　

一
つ
で
き
て
終
わ
り
じ
ゃ
な
く
て
、
友
だ

ち
と
の
や
り
と
り
の
中
か
ら
レ
ベ
ル
2
の
作
品
を

生
み
出
し
た
の
が
い
い
で
す
ね
。

西
村　

普
段
だ
と
一
つ
で
納
得
す
る
子
な
ん
で
す

け
ど
、
友
だ
ち
と
か
か
わ
っ
て
い
く
中
で
、
も
う

一
つ
つ
く
ろ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う

ね
。
や
っ
ぱ
り
友
だ
ち
が
い
る
こ
と
の
意
味
が

あ
る
ん
で
す
よ
。
僕
は
レ
ベ
ル
2
を
見
て
い
な
い

で
す
か
ら
、
最
後
の
最
後
に
つ
く
っ
た
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
僕
が
見
た
時
は
レ
ベ
ル
1
し
か
な
く
て
、

レ
ベ
ル
1
と
も
書
い
て
な
か
っ
た
ん
で
す
。

山
田　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
子
に
と
っ
て

こ
の
授
業
が
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
の
き
っ
か
け
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
も
う
一
つ
こ
の
作
品

が
面
白
い
の
は
、
ほ
か
の
子
は
色
の
面
を
表
に
出

し
て
い
る
の
に
、
こ
の
子
は
色
の
面
を
裏
に
し
て

台
紙
に
貼
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

西
村　

形
を
見
せ
た
い
か
ら
裏
に
し
た
ん
で
し
ょ

う
。
色
は
邪
魔
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

　「いま、みんながいろいろな見立てをしてくれました。今日
は見立てるだけじゃなくて、これをクイズにしようと思います」
と西村先生。クイズと聞いて子どもたちの顔が輝いた。最初
に先生が見せたように、机の上の色紙の中から好きなものを
選んで白い画用紙に貼る。そして、友だちに見せて考えても
らい、「何に見えたか」と「サイン」を書いてもらうのだ。「あと
ひとつとっても大切なこと！　答えが難しすぎても簡単すぎても
つまらないよ。どれくらいの難しさにするか、よく考えよう。では、
はじめましょう」。
　この色紙は、半年ほど前に「ローラー遊び」の題材でつくっ
たもので、にじんだり、複数の色が混ざったり重なっていたり
して、とても表情豊か。子どもたちは形だけでなく、色の具
合も見て選んでいるようだ。あっという間に一枚目のクイズが
完成し、友だちに見てもらおうと席を立つ。図工室のあちこ
ちで子どもたちは、画用紙をはさんで言葉を交わす。「これ、
な〜んだ？」。すぐに答えが出てくるものもあれば、向きを変
えて見ないとわからないものもある。答えを言ったときの子ど
もたちの反応も、ヒントをくれる子、すぐに答えを教えてくれる
子、答えが出るまでニコニコ顔で待っていてくれる子と様々だ。
友だちと床に座り込んで話したり、反対にたくさんの友だちに
見せるために急いでいたり、もう次のクイズをつくり始めてい
たり……一つの題材の中で、子どもによって多様な活動が生
まれていたのが印象的だ。
　西村先生は、終始子どもたちに取り囲まれていた。「これ
何かわかる？」と次々にクイズを出しにくる。先生が優しく答え
ると、「なんでわかったの？」　「違うよ〜！」とうれしそう。みん
な西村先生が大好きなのが伝わってくる。今日はじめて出会っ
た山田芳明先生のところにも、子どもたちが駆け寄っていく。
山田先生のチャーミングな表情とユニークな答えにキャッキャ
と笑い声を上げて会話を楽しむ子どもの姿があった。
　授業の終わりに全員で床に落ちた色紙を拾い集めた。「こ
の紙は宝物だから残しておきます」と西村先生は子どもたち
に言った。残った色紙はまた別の題材で使うのだ。先生が「形
を捉えた人と色を捉えた人がいましたね」と、今日のまとめを
話して授業は終了。つくる面白さとともに、人とかかわること
の楽しさを知った今日の図画工作の時間。子どもたちは満ち
足りた表情で図工室を後にした。

授業レポート
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山
田　

そ
れ
は
す
ご
く
子
ど
も
ら
し
い
発
想
だ
よ

ね
。
先
生
は
、
色
紙
を
つ
く
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の

授
業
を
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
色
の
面
を

使
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
見
事
に
裏

切
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
、
子
ど

も
た
ち
が
や
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
気
づ
く
と
か
、

こ
ち
ら
の
見
方
が
広
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

西
村　

授
業
を
改
善
し
て
い
く
た
め
に
、
子
ど
も

た
ち
の
声
を
受
け
取
る
の
は
重
要
で
す
ね
。

山
田　

先
生
っ
て
ど
う
し
て
も
授
業
を
つ
く
ろ
う

と
し
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。
か
か
わ
り
を
も
た
せ

る
と
な
る
と
、
そ
こ
に
意
識
が
向
き
す
ぎ
て
仕
込

み
す
ぎ
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
場
面
を
無
理
矢

理
つ
く
ろ
う
と
す
る
と
い
う
か
…
…
。

西
村　

形
式
的
な
か
か
わ
り
方
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

で
も
、
本
来
子
ど
も
は
喋
り
た
い
し
、
か
か
わ
り

た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ

う
い
う
子
ど
も
の
思
い
を
ど
う
授
業
に
し
て
い
く

か
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

山
田　

一
方
で
は
、
先
生
と
子
ど
も
の
関
係
性
が

違
う
と
、
同
じ
指
導
案
で
も
全
く
展
開
の
質
が
変

わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

西
村　

そ
う
で
す
ね
。
特
に
今
回
の
よ
う
な
授
業

は
違
う
で
し
ょ
う
ね
。

山
田　

子
ど
も
を
ど
こ
ま
で
受
け
入
れ
る
の
か
。

時
に
は
「
そ
れ
は
違
う
よ
」
と
返
さ
な
い
と
い
け

な
い
こ
と
も
あ
る
し
、
子
ど
も
と
先
生
の
関
係
性

が
ど
ん
な
形
で
成
立
し
て
い
る
か
が
大
き
く
授
業

に
影
響
し
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
西
村

先
生
と
子
ど
も
た
ち
の
い
い
関
係
性
を
感
じ
ま
し

た
よ
。

西
村　

こ
の
授
業
を
次
に
や
っ
た
ら
、
全
く
違
う

も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、
ほ
か
の
先
生
が
ほ
か

の
子
ど
も
た
ち
と
や
っ
て
も
全
く
違
う
も
の
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
僕
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
が
そ

の
場
所
で
つ
く
る
と
い
う
の
が
授
業
だ
と
思
い
ま
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す
ね
。
研
究
授
業
を
見
て
、
要
素
を
も
ち
帰
る
こ

と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
関
係
は
自
分

た
ち
で
つ
く
る
こ
と
で
す
か
ら
。

山
田　

や
っ
ぱ
り
授
業
は
ラ
イ
ヴ
だ
よ
ね
。

西
村　

そ
う
で
す
。
ラ
イ
ヴ
な
ん
で
す
よ
。

山
田　

新
し
い
題
材
を
初
め
て
実
践
す
る
と
き
は

緊
張
す
る
け
ど
、
最
初
が
一
番
面
白
い
も
ん
ね
。

今
日
も
ド
キ
ド
キ
し
た
？

西
村　

ド
キ
ド
キ
し
ま
し
た
。
今
ま
で
こ
う
い
う

形
で
は
や
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
。
今
朝
変
え
た

ん
で
す
よ
。

山
田　

西
村
先
生
は
そ
う
い
う
こ
と
す
る
よ
ね

（
笑
）。

西
村　

昨
日
の
晩
か
ら
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
て
、

や
っ
ぱ
り
ギ
リ
ギ
リ
に
降
り
て
く
る
ん
で
す
ね

（
笑
）。

山
田　

我
々
は
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
か

ら
（
笑
）。
も
う
直
前
ま
で
準
備
し
な
が
ら
ず
っ

と
考
え
て
い
る
も
の
ね
。

図
工
の
つ
く
り
か
た

山
田　

今
回
は
、
あ
る
も
の
を
何
か
に
見
立
て
る

の
と
、
つ
く
っ
た
も
の
で
人
と
か
か
わ
る
と
い
う

シ
ン
プ
ル
な
内
容
だ
け
ど
、
だ
か
ら
こ
そ
本
当
の

そ
の
子
ら
し
さ
が
出
る
の
を
感
じ
さ
せ
て
も
ら
え

た
授
業
で
し
た
。

西
村　

と
く
に
今
回
は
枠
が
あ
る
程
度
決
ま
っ
て

い
て
、
活
動
も
シ
ン
プ
ル
で
し
た
。
学
習
の
主
題

が
ぶ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
大
事
だ
と
思
い
ま

す
ね
。
つ
ま
り
私
が
や
っ
て
い
る
こ
と
と
あ
な
た

が
や
っ
て
い
る
こ
と
に
は
共
通
の
何
か
が
あ
る
と

い
う
部
分
が
な
け
れ
ば
、
今
日
の
よ
う
な
か
か
わ

り
は
生
ま
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
田　

枠
の
捉
え
方
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
、
子
ど

も
が
発
想
し
た
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
展
開
し
て
い
く

と
枠
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
活
動
で
共
通

し
て
取
り
組
む
べ
き
内
容
は
何
か
と
い
う
の
を
先

生
が
し
っ
か
り
も
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。

西
村　

力
量
が
試
さ
れ
ま
す
ね
。

山
田　

そ
う
で
す
ね
。
授
業
の
型
に
子
ど
も
を
は

め
よ
う
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
子
ど
も
た
ち
の

意
識
が
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
か
と
い
う
考
え
方

で
授
業
を
つ
く
る
よ
う
に
心
が
け
た
い
よ
ね
。

西
村　

や
っ
ぱ
り
自
分
で
そ
の
授
業
自
体
を
面
白

い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
、
原
点
と
し
て
と
て
も

大
切
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

山
田　

え
え
こ
と
言
う
ね
。

西
村　

い
え
い
え
（
笑
）。
で
も
ね
、
そ
れ
が
な

く
な
っ
た
ら
終
わ
り
か
な
。
絶
対
面
白
い
は
ず
と

思
っ
て
つ
く
っ
て
ま
す
。
授
業
は
一
方
的
な
も
の

で
は
な
く
て
、
子
ど
も
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
対
話
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
で
ど
ん
な

や
り
と
り
が
起
こ
る
か
な
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

い
れ
ば
、
授
業
っ
て
ど
ん
ど
ん
う
ま
く
な
る
ん
だ

ろ
う
な
と
。

山
田　

ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
か
楽
し
み
に
し
て

い
る
っ
て
こ
と
だ
よ
ね
。

西
村　

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
日
頃
か
ら
子
ど
も

と
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
な
い
と
見
え
て
こ
な

い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

授
業
を
通
し
て
培
わ
れ
る
も
の

山
田　

今
日
み
た
い
に
自
由
に
立
ち
歩
く
の
が
許

さ
れ
る
、
ま
た
そ
れ
を
求
め
ら
れ
る
っ
て
、
図
画

工
作
以
外
で
は
な
か
な
か
な
い
こ
と
だ
よ
ね
。
こ

の
教
科
で
は
自
分
か
ら
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い

か
な
い
と
開
け
て
い
か
な
い
で
す
も
ん
ね
。

西
村　

自
分
の
中
の
生
の
と
こ
ろ
が
表
現
と
し
て

出
て
く
る
教
科
な
だ
け
に
、
す
ご
く
リ
ア
ル
な
か

か
わ
り
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
喋
ら
な
か
っ
た
ら
、

つ
く
ら
な
か
っ
た
ら
見
え
な
か
っ
た
自
分
や
友
だ

ち
の
思
い
、
そ
れ
が
も
ろ
に
「
も
の
」
と
し
て
現

れ
ま
す
か
ら
ね
。
そ
こ
を
常
に
見
な
が
ら
、
か
か

わ
り
な
が
ら
や
っ
て
い
る
の
が
図
画
工
作
で
す
の

で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
子
ど
も
も
先
生
も
い

つ
も
舞
台
に
立
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
授
業
だ
と

思
う
ん
で
す
よ
ね
。
つ
く
ら
な
い
と
始
ま
ら
な
い

し
終
わ
ら
な
い
、
そ
う
い
う
切
実
さ
を
抱
え
た
生

の
教
科
だ
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
も
ら
え
た
ら
と

思
い
ま
す
。

山
田　

そ
う
で
す
ね
。
違
う
価
値
観
と
出
会
え
る

場
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
図
画
工
作
っ
て
。
そ
れ
は

社
会
に
出
て
か
ら
も
必
要
な
こ
と
で
す
よ
ね
。
共

通
し
た
価
値
観
に
収
め
な
い
、
違
い
を
認
め
る
、

受
け
入
れ
る
こ
と
を
常
日
頃
か
ら
行
っ
て
い
る
教

科
だ
か
ら
、
自
己
を
認
め
他
者
を
受
け
入
れ
る
資

質
を
培
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
よ
。

山
田
芳
明　
や
ま
だ
よ
し
あ
き

鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
准
教
授　

平
成
二
十
二
年
度　

特
定
の
課
題
に
関
す
る
調
査
結
果
分
析
委
員

会
委
員
（
小
学
校
図
画
工
作
）　

文
部
科
学
省

図
工
授
業
づ
く
り
ユ
ニ
オ
ン　

西
地
区
代
表

西
村
德
行　
に
し
む
ら
と
く
ゆ
き

筑
波
大
学
附
属
小
学
校　

教
諭

小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
図
画
工
作
編
作
成
協
力
者　

図
工
授
業
づ
く
り
ユ
ニ
オ
ン　

東
地
区
代
表

特
集　

か
か
わ
る
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展
示
で
魅
せ
よ
う
！

　

私
た
ち
の
地
区
で
は
、《
一
ク
ラ
ス
分
作
品

研
究
》
を
三
十
年
以
上
続
け
て
い
ま
す
。
一
ク

ラ
ス
全
員
の
作
品
を
介
し
て
自
分
の
授
業
を
さ

ら
す
こ
と
で
、
自
分
の
授
業
を
鍛
え
、
地
区
の

美
術
教
育
の
充
実
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。
そ
の

成
果
を
毎
年
、「
地
区
美
術
作
品
展
」
に
展
示

し
て
い
ま
す
。
こ
の
展
示
も
皆
で
改
良
を
重
ね

て
、
共
通
認
識
を
作
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
十
年
前
か
ら
は
、
三
週
間
に
及
ぶ
美
術
館

で
の
開
催
を
実
現
し
て
い
ま
す
。

作
品
を
観
せ
る

　

作
品
が
持
つ
魅
力
を
邪
魔
せ
ず
に
、
そ
の
魅

力
を
よ
り
ひ
き
出
し
た
展
示
に
し
た
い
も
の
で

す
。
平
面
作
品
が
い
き
る
よ
う
に
、
台
紙
の
色

は
「
無
彩
色
」、
名
札
も
学
年
数
字
と
氏
名
を

入
れ
る
統
一
ス
タ
イ
ル
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、

立
体
作
品
は
、
展
示
台
に
台
紙
や
掛
け
布
を
用

い
て
よ
り
立
体
を
引
き
立
た
せ
る
工
夫
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
支
え
を
用
い
て
台
か
ら

浮
き
あ
が
ら
せ
る
工
夫
も
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん

壁
面
も
効
果
的
に
使
い
た
い
。

授
業
を
見
せ
る

　

作
品
展
示
は
そ
の
ま
ま
授
業
の
展
示
で
も
あ

り
ま
す
。
授
業
で
の
多
様
な
展
開
が
見
え
る
作

品
数
が
必
要
で
す
。
同
一
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
も
、

授
業
者
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
違
う
も
の
に
な
り

ま
す
。
ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
群
か
ら
授
業
が

見
え
、
子
ど
も
た
ち
の
、
そ
し
て
授
業
者
の
取

り
組
み
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

思
い
を
み
せ
る

　

思
い
と
、
そ
れ
を
支
え
る
表
現
技
術
と
支
持

体
に
よ
っ
て
作
品
が
成
立
し
ま
す
。
展
示
の
解

説
で
は
、
授
業
テ
ー
マ
や
材
料
・
技
法
・
時
間

数
の
情
報
の
ほ
か
に
、
そ
の
授
業
の
意
味
づ
け

と
子
ど
も
の
ワ
ク
ワ
ク
感
と
が
結
び
つ
い
た
課

題
解
説
が
有
効
で
す
。
見
や
す
い
大
き
め
の
文

字
を
用
い
、
目
の
高
さ
で
の
掲
示
を
し
ま
し
ょ

う
。
子
ど
も
と
授
業
者
の
思
い
が
一
体
と
な
っ

た
コ
ピ
ー
の
創
造
が
、
観
る
者
に
そ
の
授
業
の

内
的
な
感
動
を
届
け
ま
す
。

鑑
賞
者
の
声
を
聴
く

　

鑑
賞
者
に
展
示
が
ど
う
届
い
た
の
か
、
ま
た
、

ど
の
よ
う
な
要
望
が
あ
る
の
か
を
確
か
め
る
た

め
に
感
想
を
書
い
て
い
た
だ
く
こ
と
も
重
要
で

す
。
何
の
た
め
の
ど
の
よ
う
な
展
覧
会
な
の
か

を
説
明
す
る
開
催
趣
旨
の
掲
示
や
配
布
と
と
も

に
、
受
付
で
感
想
用
紙
を
手
渡
し
す
る
と
多
く

の
声
が
集
ま
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
私
た
ち
は
、

反
省
と
感
動
と
勇
気
を
も
ら
い
、
日
々
の
授
業

へ
の
励
み
と
次
期
展
覧
会
へ
の
指
針
を
確
か
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

地 区 展 覧 会 編
文とイラスト

山本幹雄
神奈川県茅ケ崎市立松林中学校

09 | 301 | forme



之先

ず

見

る

儿
目
儿

 

第
四
回

秋
田
に
見
た
夢

―
藤
田
嗣
治
の
壁
画

　

東
北
・
秋
田
で
四
季
折
々
、
繰
り
広
げ
ら
れ
る
祭

礼
や
年
中
行
事
を
描
き
出
し
た
藤
田
嗣
治
の
壁
画

《
秋
田
の
行
事
》。
二
〇
一
三
年
九
月
、
こ
の
作
品
は

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
移
転
し
た
秋
田
県
立
美
術
館
に
移
さ

れ
多
く
の
人
々
の
眼
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

　

藤
田
の
三
十
年
代
を
代
表
す
る
こ
の
作
品
は
、
地

元
秋
田
の
豪
商
・
平
野
政
吉
と
の
交
友
か
ら
生
ま
れ

た
。
平
野
か
ら
「
世
界
一
の
画
家
な
ら
世
界
一
の
絵

を
」
と
求
め
ら
れ
描
い
た
作
品
は
、
画
面
の
高
さ
が

三
・
六
五
ｍ
、
幅
が
二
〇
・
五
ｍ
に
も
及
ぶ
。
画
面
右

か
ら
、
置
山
を
背
景
に
お
囃
子
の
賑
わ
い
が
響
き
渡

る
日
吉
八
幡
神
社
の
山
王
祭
、
巨
大
な
梵
天
が
ひ
し

め
く
太
平
山
三
吉
神
社
の
梵
天
奉
納
、
そ
し
て
民
衆

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
渦
巻
く
年
中
行
事
の
竿
灯
…
こ
れ

ら
秋
田
に
伝
わ
る
民
俗
伝
承
の
祭
礼
行
事
が
、
横
長

の
画
面
に
絵
巻
物
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
祭
の
情
景
だ
け

で
は
な
い
。
画
面
左
に
眼
を
向
け
れ
ば
、
祭
の
喧
騒

と
対
照
を
成
す
静
穏
な
冬
の
情
景
。
そ
れ
は
、
長
い

冬
、
深
い
雪
に
覆
わ
れ
る
秋
田
の
日
常
そ
の
も
の
で

あ
り
、
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
解
き
放
た
れ
る
非
日

常
的
な
祭
礼
と
、
厳
冬
に
耐
え
る
人
々
の
日
常
と
が

鮮
や
か
に
対
比
さ
れ
て
い
る
。
背
景
に
は
秋
田
杉
や

油
田
の
櫓
、
手
前
に
見
え
る
橋
は
、
秋
田
城
の
あ
っ

た
高
清
水
丘
陵
に
か
か
る
秋
田
の
歴
史
を
象
徴
す
る

「
香
櫓
木
橋
」
で
あ
る
。
人
々
が
纏
う
秋
田
伝
統
の

絣
や
縞
木
綿
、
米
ど
こ
ろ
を
象
徴
す
る
米
俵
や
酒
樽
、

そ
し
て
藤
田
得
意
の
動
物
描
写
の
筆
が
冴
え
る
犬
た
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ち
。
画
家
は
祭
礼
行
事
だ
け
で
な
く
、
秋
田
の
産
業

や
物
産
ま
で
描
き
尽
く
そ
う
と
し
た
。

　
こ
の
絵
を
描
い
た
頃
の
藤
田
は
、
名
声
を
得
た
パ

リ
で
の
生
活
に
区
切
り
を
つ
け
、
二
十
年
ぶ
り
に
故

国
日
本
に
定
住
し
て
新
た
な
制
作
の
方
向
を
模
索
し

て
い
た
。
時
代
は
、
欧
米
風
の
近
代
的
生
活
様
式

が
暮
ら
し
を
大
き
く
変
え
る
一
方
、
軍
国
主
義
を
背

景
に
高
揚
す
る
国
粋
主
義
が
日
本
固
有
の
風
土
や
民

族
性
を
称
揚
す
る
風
潮
を
生
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た

日
本
の
国
土
に
備
わ
る
美
質
を
自
国
民
だ
け
で
な
く
、

広
く
世
界
に
向
け
て
訴
え
か
け
る
手
段
と
し
て
壁
画

は
最
も
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
政
府
機
関
、
劇

場
、
デ
パ
ー
ト
、
街
頭
、
物
産
陳
列
場
な
ど
に
当
地

の
風
俗
、
祝
祭
、
産
物
等
を
壁
画
と
し
て
表
す
こ
と

は
、
観
光
客
に
対
す
る
日
本
固
有
の
知
識
や
美
術
紹

介
の
最
良
策
で
あ
る
」
と
語
る
藤
田
は
、
秋
田
と
い

う
地
方
の
残
る
風
土
や
文
化
を
壁
画
の
モ
ニ
ュ
メ
ン

タ
ル
な
大
画
面
に
描
き
留
め
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
制
作
の
前
年
、
秋
田
･
角
館
町
を
訪
れ
た
藤
田
は

後
に
こ
う
記
し
て
い
る
。「
吾
が
国
の
伝
統
の
美
し

さ
、
郷
土
の
素
朴
さ
、
清
く
澄
み
透
す
こ
の
人
々
の

心
は
、
戸
外
の
一
丈
に
も
余
る
雪
の
肌
の
様
に
純
で

あ
り
貴
い
の
で
あ
る
」
藤
田
が
秋
田
の
風
土
に
見
た

の
は
、
明
治
維
新
以
降
、
ひ
た
す
ら
近
代
国
家
を
目

指
す
日
本
で
次
第
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
民
族
の

故
郷
と
し
て
の
地
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
欧
米
で

国
際
的
画
家
と
し
て
活
躍
し
、
中
南
米
各
地
を
巡
っ

て
広
く
未
知
の
文
化
を
体
験
し
た
藤
田
の
深
い
思
念

が
あ
っ
て
初
め
て
描
き
得
た
作
品
だ
っ
た
と
い
え
よ

う
。

佐
藤
幸
宏　

さ
と
う
･
ゆ
き
ひ
ろ

一
九
五
九
年
新
潟
市
生
ま
れ
。
北
海
道
立
文
学
館
学
芸
主
幹
。
成
城

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
修
了
。
企
画
し
た
展
覧
会

に
「
没
後
四
〇
年 

レ
オ
ナ
ー
ル
･
フ
ジ
タ
展
」（
二
〇
〇
八
）、「
藤

田
嗣
治
と
愛
書
都
市
パ
リ
」（
二
〇
一
二
）、「
壁
画
《
秋
田
の
行
事
》

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ　

藤
田
嗣
治
の
一
九
三
〇
年
代
」（
二
〇
一
三
）

な
ど
。

秋田の行事
［油彩・キャンバス／ 365 × 2050cm］　
1937　藤田嗣治［1886‐1968］
公益財団法人　平野政吉美術財団

©Fondation Foujita / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2013  E0836
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ね
ら
い
と
子
ど
も
の
学
び

　

豊
か
な
自
然
の
中
で
生
活
し
て
い
る
と
、

か
え
っ
て
そ
の
美
し
さ
や
面
白
さ
に
気
づ

か
な
い
と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

日
本
は
四
季
の
変
化
に
恵
ま
れ
た
美
し
い

国
で
す
。
田
舎
の
自
然
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
都
市
部
の
街
路
樹
や
公
園
の
植
栽
も

四
季
が
演
出
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
恵
ま
れ
た
そ
の
環
境
を
生
か
し

て
造
形
活
動
の
中
に
取
り
入
れ
る
と
、
子

ど
も
の
感
性
へ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
表

現
の
可
能
性
が
広
が
り
ま
す
。

　

自
然
材
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
を
、
た

だ
の
「
材
料
」
か
ら
「
自
然
が
く
れ
た
宝

物
」
へ
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て

以
下
の
題
材
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

自
然
は
ア
ー
ト　

―
三
つ
の
授
業
実
践
―

①
ア
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
と
の
出
会
い　

―
鑑
賞
す
る
活
動
―

　

鑑
賞
と
し
て
、
ア
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の
作

品
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。「
ア
ー
ス
ワ
ー

カ
ー
」
と
は
、
そ
の
名
の
示
す
通
り
自
然

を
材
料
と
し
て
造
形
活
動
を
し
て
い
る

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
こ
と
で
す
。
作
品

パ
ネ
ル
と
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
自

然
材
の
よ
さ
や
面
白
さ
に
引
き
つ
け
ら
れ
、

や
が
て
、
自
分
も
や
っ
て
み
た
い
と
い
う

欲
求
が
わ
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。
作
品
の

葉
一
枚
、
枝
一
本
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の

思
い
を
感
じ
取
る
こ
の
鑑
賞
活
動
は
、
落

ち
葉
一
枚
を
も
宝
物
に
変
え
て
い
き
ま
し

た
。

②「
ち
び
っ
こ
ア
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
」に
な
っ

ち
ゃ
お
う
！ 

―
造
形
遊
び
を
す
る
活
動
―

　

校
庭
へ
飛
び
出
し
て
い
っ
た
子
ど
も
た

ち
は
、
思
い
思
い
に
自
然
材
と
向
き
合

い
ま
す
。
色
に
こ
だ
わ
る
子
ど
も
、
形
に

こ
だ
わ
る
子
ど
も
、
ひ
と
り
で
、
集
団
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
な
り
の
こ
だ
わ
り
や
物

語
を
表
現
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で

に
も
自
然
材
を
使
っ
て
の
表
現
活
動
は

行
っ
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
一
枚

の
葉
で
も
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
も
の

を
さ
が
し
、
大
切
に
扱
う
様
子
が
見
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
の
心
の
変
化
を
見

取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
の
表
現
活
動
は
実
に
様
々

で
、
見
立
て
遊
び
を
楽
し
む
姿
や
、
風
景

を
利
用
す
る
姿
、
箒
や
熊
手
の
掃
き
目
を

利
用
す
る
姿
、
二
階
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
見

る
こ
と
を
想
定
し
て
つ
く
る
姿
な
ど
、
自

分
な
り
の
表
現
活
動
を
十
分
に
楽
し
ん
で

い
ま
し
た
。

　

教
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
見
守
り

な
が
ら
、「
今
、
こ
の
子
は
ど
ん
な
こ
と

を
し
た
い
の
か
」「
何
に
こ
だ
わ
っ
て
活

動
し
て
い
る
の
か
」「
何
に
共
感
し
て
ほ

し
い
の
か
」
を
常
に
意
識
し
て
、
評
価
す

る
ま
な
ざ
し
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

あ
く
ま
で
も
、
活
動
の
主
役
は
子
ど
も
で

す
。
決
し
て
教
師
（
大
人
）
の
価
値
観
で

評
価
し
な
い
よ
う
、
子
ど
も
の
心
に
寄
り

添
う
こ
と
を
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

　

図
工
の
時
間
が
終
わ
っ
た
後
も
休
み
時

間
ま
で
活
動
は
続
き
、
大
が
か
り
な
も
の

は
放
課
後
に
な
っ
て
か
ら
材
料
の
片
づ
け

を
し
ま
し
た
。
そ
の
際
も
、
材
料
に
対
す

る
扱
い
の
丁
寧
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

③
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」を

つ
く
ろ
う
！ 

―
工
作
に
表
す
活
動
―

　

ア
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の
作
品
鑑
賞
、
自
然

材
を
使
っ
て
の
造
形
遊
び
を
経
て
、
最
後

は
工
作
に
表
す
活
動
と
し
て
、
自
然
材
を

扱
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
体
験
や
経
験

が
生
き
た
技
能
と
な
っ
て
子
ど
も
た
ち
の

身
に
つ
い
て
い
れ
ば
、
材
料
を
見
つ
め
る

目
が
養
わ
れ
視
覚
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
図
れ
る
は
ず
で
す
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
自
分
の
作
り
た
い

テ
ー
マ
を
決
め
、
箱
の
中
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
を
構
想
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の

材
料
収
集
を
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。

ド
ン
グ
リ
一
粒
や
、
小
さ
な
枝
一
本
の
形
、

木
の
葉
一
枚
の
色
に
も
こ
だ
わ
る
姿
や
、

イ
メ
ー
ジ
に
合
う
材
料
を
探
し
て
友
だ
ち

と
物
々
交
換
す
る
姿
に
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
さ
な
が
ら
の
こ
だ
わ
り
が
十
分
感
じ
ら

れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
も
、
つ
く
っ
て
い
る
過
程
で
新

た
な
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
、
最
終
的
に
は

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
か
ら
ど
ん
ど
ん
イ
メ
ー
ジ

が
広
が
り
、
迷
路
に
な
っ
た
り
不
思
議
な

世
界
が
出
来
上
が
っ
た
り
し
ま
し
た
。
大

自
然
材
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し

三
つ
の
実
践
を
通
し
て

千
葉
県
香
取
市
立
佐
原
小
学
校
　
玉
井
弥
生

授業実践
学びのフロンティア
小学校 3・4 年向き
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切
に
す
べ
き
こ
と
は
、
自
分
の
思
い
を
形

に
す
る
た
め
に
い
か
に
材
料
を
使
い
こ
な

せ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
、
一
つ
一

つ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
工
夫
を

見
取
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

は
材
料
と
の
対
話
を
十
分
に
楽
し
み
、
材

料
を
生
か
し
た
作
品
を
つ
く
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

授
業
を
終
え
て

　

年
間
を
通
し
て
指
導
計
画
の
中
に
「
自

然
材
」
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
段
階

を
踏
ん
で
徐
々
に
視
覚
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
図
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
然
が

身
近
な
存
在
に
な
り
ま
し
た
。「
こ
ん
な

き
れ
い
な
落
ち
葉
が
あ
っ
た
よ
」「
こ
の

実
は
何
だ
ろ
う
」
と
、
子
ど
も
た
ち
が
大

切
に
握
り
し
め
て
き
た
「
お
宝
」
で
朝
か

ら
教
室
は
大
賑
わ
い
の
毎
日
で
す
。「
さ

て
、
今
日
は
何
を
持
っ
て
来
る
か
な
」
と
、

私
も
図
鑑
片
手
に
楽
し
い
毎
日
で
す
。

　
「
先
生
、
佐
原
っ
て
自
然
が
た
く
さ
ん

あ
っ
て
い
い
ね
」。
こ
の
言
葉
が
聞
け
た

と
き
、
体
験
し
て
得
た
こ
と
は
、
確
か
に

感
性
の
豊
か
さ
に
つ
な
が
る
の
だ
と
実
感

し
ま
し
た
。

指 導 計 画

※②のみの指導案。①、③の活動についてはWebにて公開予定です。

「ちびっこアースワーカー」になっちゃおう！

時間

領域

材料・用具

学習目標

主な
学習内容

主な
評価の観点

2 時間

Ａ表現（1）

自然材・箒・熊手など

身近な自然材に愛着を持ちながら
活動することで、形や色といった
特徴やよさに気付く

●自然材を並べたり組み合わせた
りしながら、自分なりの表現活動
を楽しむ

●自然材の特徴やよさを感じ取り、
自分の表現に生かそうとしている
（造形への関心・意欲・態度）
●自然材を生かして、どのような
ことができるか思いつき、思いを
巡らせている（発想・構想の能力）
●自然材を自分のイメージに合う
ように工夫して使っている（創造的
な技能）
●自分や友だちの表現のよさを味
わっている（鑑賞の能力）
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は
じ
め
に

「
こ
の
絵
は
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
と
い

う
画
家
の
『
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
Ⅲ
（
コ

ン
サ
ー
ト
）』
と
い
う
作
品
で
す
。
カ
ン

デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
一
九
一
一
年
、
作
曲

家
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
演
奏
会
に
行
き
、

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
作
曲
し
た
『
三
つ
の

ピ
ア
ノ
曲
』
を
聞
き
そ
の
衝
撃
的
な
音
楽

に
感
激
し
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
す
ぐ
さ

ま
絵
画
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
シ
ェ
ー
ン

ベ
ル
ク
が
作
曲
し
た『
三
つ
の
ピ
ア
ノ
曲
』

と
は
、
ど
ん
な
曲
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、

想
像
し
て
み
て
下
さ
い
」

　

こ
ん
な
投
げ
か
け
か
ら
始
ま
る
美
術
の

授
業
で
は
、
生
徒
が
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

の
絵
画
を
鑑
賞
し
、
絵
解
き
ク
イ
ズ
の
よ

う
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
は
い
っ
た

い
ど
ん
な
音
楽
だ
っ
た
の
か
を
想
像
し
ま

す
。
生
徒
た
ち
は
、
画
面
の
中
に
、
音
楽

に
聞
き
入
る
聴
衆
の
頭
部
ら
し
き
も
の
や
、

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
を
想
起
さ
せ
る
黒
い
三

角
形
を
見
つ
け
、
黄
色
や
青
色
、
橙
色
な

ど
の
色
か
ら
、
い
く
つ
か
の
音
が
混
ざ
り

あ
っ
た
曲
で
は
な
い
か
と
想
像
を
め
ぐ
ら

せ
ま
す
。
意
見
を
交
わ
す
言
語
活
動
を
通

じ
て
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
絵
画
と

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
の
有
機
的
な
つ

な
が
り
を
紡
ぎ
出
し
て
い
き
ま
す
。

手
立
て
と
子
ど
も
の
学
び

　
「
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
Ⅲ
（
コ
ン
サ
ー

ト
）」
と
い
う
一
枚
の
絵
画
の
鑑
賞
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
授
業
で
は
、
そ
の
過

程
で
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
を
鑑
賞

し
、
一
生
か
け
て
音
楽
と
絵
画
の
関
係
を

探
究
し
た
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
つ
い
て

学
び
、
生
徒
た
ち
に
も
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

の
音
楽
を
聞
い
て
受
け
た
印
象
を
色
鉛
筆

で
表
現
さ
せ
ま
す
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
新

た
な
音
源
を
聴
い
て
自
分
だ
っ
た
ら
ど
ん

な
表
現
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活

動
に
返
し
て
い
き
ま
す
。

　

制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
多
彩
な
リ
ズ
ム

を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
、
刺
激
の
強
い
表
現
、

音
の
強
弱
な
ど
、
様
々
な
風
景
や
イ
メ
ー

ジ
が
引
き
出
し
や
す
い
こ
と
か
ら
ム
ソ
ル

グ
ス
キ
ー
の
交
響
詩
「
禿
山
の
一
夜
」
リ

ム
ス
キ
ー
＝
コ
ル
サ
コ
フ
版
を
音
源
と
し

ま
し
た
（
冒
頭
部
と
終
結
部
に
分
け
て
聞

か
せ
る
）。
ま
た
、
音
源
か
ら
感
じ
取
っ

た
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
学

習
指
導
要
領
の〔
共
通
事
項
〕
か
ら
導
き

出
し
た
「
色
あ
い
・
形
・
明
る
さ
・
全
体

の
感
じ
」
の
四
つ
の
視
点
を
設
け
ま
し
た
。

そ
し
て
、
全
身
を
使
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
活
動
を
期
待
し
、
表
現
手
段
と
し
て
ハ

ン
ド
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
選
択
し
ま
し
た
。

　

生
徒
た
ち
は
、
そ
の
直
感
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
縦
十
㎝
×
横
四
十
五
㎝
の
白
ボ
ー
ル

紙
（
冒
頭
部
、
終
結
部
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し

各
一
枚
ず
つ
計
二
枚
）
を
横
に
使
っ
て
ハ

ン
ド
ペ
イ
ン
ト
し
て
い
き
ま
す
。

　

続
い
て
、
ハ
ン
ド
ペ
イ
ン
ト
し
た
白

ボ
ー
ル
紙
の
帯
を
、
ハ
サ
ミ
を
使
っ
て
自

分
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
形
に
細
か
く
切
っ

て
台
紙
に
貼
っ
て
い
き
ま
す
。
音
源
か
ら

受
け
た
直
感
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
大
切
に

し
な
が
ら
も
、
構
成
の
原
理
を
考
慮
し
て

作
品
作
り
を
す
る
よ
う
指
示
し
、
特
に
、

今
回
の
カ
ラ
ー
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
構

成
で
使
用
頻
度
の
高
い「
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
・

ア
ク
セ
ン
ト
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
」
の
三
つ

の
構
成
美
の
要
素
に
つ
い
て
具
体
的
な
例

を
挙
げ
説
明
し
ま
し
た
。

　
「
冒
頭
部
」
と
「
終
結
部
」
を
同
時
に

流
し
、
二
つ
の
音
楽
が
融
合
し
た
第
三
の

音
楽
か
ら
受
け
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
「
構
成

美
の
要
素
」
を
考
慮
し
な
が
ら
台
紙
に

貼
っ
た
カ
ラ
ー
ピ
ー
ス
の
上
か
ら
、
さ
ら

に
ハ
ン
ド
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
施
し
て
い

き
ま
す
。

　

作
品
鑑
賞
で
は
、
友
だ
ち
の
色
彩
や
形

に
よ
る
表
現
の
良
さ
、
友
だ
ち
の
主
題
と

カ
ラ
ー
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

音
を
聞
き
、音
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
発
想
し
て
、心
の
形
を
描
こ
う
！

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
立
北
中
学
校
　
夏
目
幸
弘

授業実践
学びのフロンティア
中学校 2・3 年生向き
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そ
の
工
夫
に
つ
い
て
「
色
あ
い
・
形
・
明

る
さ
・
全
体
の
感
じ
」
の
四
つ
の
視
点
に

沿
っ
て
説
明
し
合
い
、
今
後
の
自
分
の
表

現
に
生
か
す
よ
う
示
唆
し
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　

今
回
の
題
材
で
は
、
ま
ず
「
鑑
賞
と
表

現
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
」
を
軸
に
指
導

計
画
を
立
て
ま
し
た
。
鑑
賞
の
活
動
が
そ

の
後
の
表
現
活
動
に
生
き
る
よ
う
な
組
み

立
て
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
音
源
を
聞
い

て
受
け
た
印
象
を
、
直
感
的
な
感
覚
を
大

事
に
し
な
が
ら
自
分
の
色
と
形
で
表
現
す

る
創
造
的
な
自
己
表
現
を
目
指
し
ま
し
た
。

制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
フ
ィ
ン
ガ
ー
ペ
イ

ン
テ
ィ
ン
グ
を
選
択
し
、
指
か
ら
ダ
イ
レ

ク
ト
に
伝
わ
っ
て
く
る
感
覚
（
触
覚
）
や

手
や
腕
を
通
し
て
紙
の
上
に
独
自
の
世
界

を
直
に
伝
え
て
い
く
感
覚
を
生
徒
に
は
感

じ
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
こ
う
し
た
聴
覚
や
触
覚
と

い
っ
た
全
身
の
感
覚
を
通
し
た
経
験
が
生

徒
一
人
一
人
の
感
性
を
呼
び
覚
ま
し
、「
カ

ラ
ー
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
―
音
の
風
景

―
」
の
活
動
を
通
じ
て
、
表
現
す
る
こ
と

の
喜
び
を
知
り
色
彩
と
形
に
よ
る
「
総
合

的
な
造
形
力
」
が
少
し
で
も
培
う
こ
と
が

で
き
れ
ば
と
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

指 導 計 画

時間

領域

材料

学習目標

主な
学習内容

主な
評価の観点

7時間

Ａ表現（1）（3）　Ｂ鑑賞

白ボール紙、絵の具、ハサミ、のり

音楽を聞いて感じた印象を全身の感
覚を使って表すことを通じ、聴覚、
触覚などを活用した「総合的な造形
力」を養う

●元になったシェーンベルクの「三
つのピアノ曲」を想像しながらカン
ディンスキーの「インプレッションⅢ（コ
ンサート）」を鑑賞する
●「禿山の一夜」を聞いて感じたこ
とをフィンガーペインティングで表し
たものを、再構成する

●音楽を聞きながら感じたことを絵に
表すことに取り組もうとしている（造
形への関心・意欲・態度）
●音楽のイメージをもとに、「色合い・
形・明るさ・全体の感じ」などを意
識し構想を練っている（発想や構想
の能力）
●ハンドペインティングの形や色彩
の感情効果を意識して表し方を工夫
している（創造的な技能）
●作品を見合いながら、友達の思い
やよさ、違いを感じとっている（鑑
賞の能力）
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1
127,338,621

社
会
に
無
用
な
も
の
だ
け
を
作
っ
て
い
る
。

そ
う
胸
を
張
り
宣
言
す
る
作
り
手
が
ネ
ッ
ト
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
。

名
を
２
０
３
ｇ
ｏ
ｗ
。
専
門
は
編
み
も
の
だ
。

従
来
の
手
芸
観
を
く
つ
が
え
す
奇
抜
な
作
品
群
。

そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
有
り
難
く
受
け
取
っ
て
き
た

ア
ー
ト
の
牙
城
を
揺
る
が
す
力
を
秘
め
て
い
る
。

2
0
3
g
ow

第
四
回

文 : 田野隆太郎　 写真 : 新井卓

ギャラリー『パラボリカ・ビス』にて撮影。
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1
127,338,621

　

美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
、
絵
や
彫
刻

と
向
か
い
あ
う
。自
宅
や
カ
フ
ェ
の
ソ
フ
ァ

で
く
つ
ろ
ぎ
な
が
ら
、
画
集
を
ペ
ラ
ペ
ラ

と
め
く
る
。
数
百
年
前
の
作
品
も
、
今
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
歩
き
な
が
ら
眺
め
る

こ
と
も
で
き
る
。
そ
ん
な
風
に
ア
ー
ト
を

消
費
し
な
が
ら
、
は
た
と
思
い
直
す
こ
と

が
あ
る
。
ア
ー
ト
は
、
社
会
に
と
っ
て
本

当
に
有
用
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

そ
れ
ら
は
洗
濯
機
や
掃
除
機
と
い
っ
た
日

常
的
に
使
う
も
の
と
は
ち
が
う
。
も
ち
ろ

ん
食
器
や
花
器
の
よ
う
な
工
芸
分
野
で

は
、
生
活
に
応
用
で
き
る
も
の
だ
っ
て
あ

る
。
し
か
し
日
常
を
彩
る
だ
け
の
要
素
な

ら
、
そ
れ
が
こ
の
世
に
無
く
な
っ
た
っ
て

わ
た
し
た
ち
は
生
き
て
い
け
る
。
そ
う
言

う
と
、
ア
ー
ト
を
至
上
の
も
の
と
考
え
て

き
た
方
々
に
こ
う
諭
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
芸
術
は
日
常
生
活
で
抑
圧
さ
れ
が
ち

な
人
生
の
機
微
を
救
い
と
り
、
わ
た
し
た

ち
を
非
日
常
の
世
界
へ
と
解
放
し
て
く
れ

る
必
要
不
可
欠
な
も
の
だ
。
し
か
し
、
あ

え
て
反
論
し
て
み
た
い
。
金
銭
と
引
き
換

え
に
ア
ー
ト
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

そ
ん
な
好
事
家
だ
け
に
許
さ
れ
る
よ
う
な

贅
沢
な
ら
、
い
っ
そ
無
く
し
て
し
ま
え
ば

い
い
の
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
た
ち
鑑
賞

者
は
芸
術
作
品
を
あ
り
が
た
く
享
受
し
な

が
ら
も
、
深
層
心
理
で
は
そ
れ
ら
を
無
用

な
も
の
だ
と
感
じ
て
い
る
。
不
況
の
世
を

忙
し
く
生
き
る
人
た
ち
な
ら
、
な
お
さ
ら

そ
う
考
え
る
。

ネ
ッ
ト
発
信
さ
れ
た

“
新
し
い
作
り
手
”

　

こ
こ
に
無
用
な
も
の
だ
け
を
作
る
と
宣

言
す
る
ク
リ
エ
イ
タ
ー
が
い
る
。
２
０
３

ｇ
ｏ
ｗ
。
に
い
ま
る
さ
ん
ご
う
、
と
読
む
。

も
ち
ろ
ん
本
名
で
は
な
い
し
、
そ
の
名
に

特
別
な
由
来
も
な
い
。
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
の

ひ
と
り
の
女
性
だ
。「
編
み
も
の
」
と
い
う

日
常
生
活
に
密
着
し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い

て
、
ま
っ
た
く
必
要
の
な
い
と
思
わ
れ
る

も
の
ば
か
り
を
作
っ
て
い
る
。
水
道
の
蛇

口
、
糸
ノ
コ
ギ
リ
、
缶
の
プ
ル
タ
ブ
…
…

彼
女
が
好
ん
で
取
り
上
げ
て
き
た
モ
チ
ー

フ
だ
。
作
品
を
公
表
し
た
の
は
十
年
近
く

前
。
コ
ン
テ
ス
ト
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
な

い
、
自
身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
ア
ッ
プ
し
た
の
が

最
初
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
発
表
の
意
識

な
し
に
編
ん
で
い
た
。
溜
ま
る
だ
け
の
作

品
に
み
か
ね
た
知
人
が
、
ネ
ッ
ト
に
載
せ

て
み
た
ら
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た

の
だ
。
そ
し
て
、
い
ざ
ネ
ッ
ト
の
ふ
た
を

開
け
る
と
多
く
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
き

た
。
地
域
や
年
齢
、
国
籍
ま
で
も
異
な
る
、

独
特
の
臭
覚
を
持
つ
人
た
ち
だ
っ
た
。
彼

ら
は
面
白
が
り
、
頼
ま
れ
も
し
な
い
の
に

作
品
写
真
を
そ
れ
ぞ
れ
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
貼
り

直
し
た
。
結
果
、
そ
れ
が
彼
女
が
周
知
さ

れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。今
で
は
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド
の
店
舗
装
飾
や
、
著
名

音
楽
家
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
舞
い

込
む
ほ
ど
だ
。

　

彼
女
は
そ
ん
な
状
況
を
「
ネ
ッ
ト
の
へ

ん
な
人
た
ち
に
引
っ
か
け
ら
れ
て
、
こ

こ
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
」
と
笑
う
。

そ
の
「
来
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
言
葉
に
、

作
り
手
が
理
想
的
な
か
た
ち
で
社
会
に
受

容
さ
れ
た
幸
運
と
当
惑
、
両
面
が
垣
間
見

え
る
。
名
誉
や
商
業
性
に
傾
き
が
ち
な
業

界
に
あ
っ
て
突
然
変
異
種
の
よ
う
な
佇
ま

い
。
作
者
自
身
そ
し
て
作
品
自
体
も
、
過

去
の
芸
術
家
の
よ
う
に
大
上
段
に
は
構
え

ず
、
気
負
っ
て
い
な
い
の
だ
。

  

彼
女
は
、
北
海
道
の
日
高
地
方
に
生
ま
れ

た
。
隣
家
ま
で
は
数
キ
ロ
の
大
自
然
。
気

づ
い
た
ら
、
ひ
と
り
遊
び
の
多
い
子
供
に

成
長
し
て
い
た
。木
片
を
カ
ッ
タ
ー
で
削
っ

た
り
、
お
も
ち
ゃ
の
弓
矢
も
竹
で
自
作
。

工
夫
し
て
作
る
こ
と
は
当
た
り
前
で
、
衣

服
が
ほ
つ
れ
た
ら
繕
い
、
ド
ア
ノ
ブ
の
カ

バ
ー
も
作
っ
た
。
編
み
も
の
が
得
意
な
祖

母
が
、
い
つ
も
脇
に
い
て
く
れ
た
こ
と
も

大
き
か
っ
た
。
高
校
は
隣
町
ま
で
列
車
で

通
っ
た
。
今
度
は
、
高
校
近
く
の
書
店
で

見
つ
け
た
日
本
や
海
外
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

雑
誌
に
の
め
り
こ
ん
だ
。
始
め
は
個
性
的

な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
自
体
に
魅
了
さ
れ
た
の

だ
が
、
次
第
に
紙
面
作
り
に
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
。

　

広
告
や
デ
ザ
イ
ン
を
学
ぶ
た
め
、
札
幌

の
専
門
学
校
へ
進
学
し
た
。
当
時
、
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
界
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

で
の
制
作
が
ま
だ
一
般
的
で
な
い
時
代
。

若
い
ク
リ
エ
イ
タ
ー
に
と
っ
て
、
現
在
の

よ
う
に
ネ
ッ
ト
で
発
表
で
き
る
よ
う
な
場

は
な
く
、
名
の
知
れ
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
だ
け

が
活
躍
す
る
世
界
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
デ

ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
進
路
を
選
ば
ず
、
反

対
に
広
告
業
界
に
発
注
す
る
仕
事
を
し
た

い
と
思
い
、
企
業
の
企
画
宣
伝
部
に
就
職

し
た
。従
事
し
た
の
は
ブ
ラ
イ
ダ
ル
や
デ
ィ

ナ
ー
シ
ョ
ー
の
制
作
。
代
理
店
と
の
打
合

せ
か
ら
、
チ
ラ
シ
や
ポ
ス
タ
ー
撮
影
に
か

か
わ
る
一
切
を
経
験
し
た
。
だ
が
そ
の
間
、

今
へ
と
続
く
編
み
も
の
も
始
め
て
い
た
。

当
初
か
ら
マ
フ
ラ
ー
や
手
袋
な
ど
の
実
用

的
な
も
の
に
は
興
味
は
な
く
、
彼
女
曰
く

「
海
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
網
の
よ
う
な
形

に
な
ら
な
い
も
の
」
ば
か
り
を
編
ん
で
い

た
。
編
み
方
も
わ
か
ら
ず
、
た
だ
闇
雲
に

糸
と
格
闘
し
て
い
た
の
だ
。

　

自
分
の
可
能
性
を
試
す
た
め
に
課
題
を

課
し
、
手
を
動
か
し
続
け
る
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、彼
女
は
編
む
こ
と
が
自
分
に
と
っ

て
夢
中
に
な
れ
る
こ
と
な
の
だ
と
わ
か
っ

た
。
な
ぜ
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
そ
う
し
て

し
ま
う
。
そ
の
「
な
ぜ
だ
か
わ
か
な
い
」

が
重
要
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
目
的

と
い
う
も
の
が
な
い
か
ら
。
も
し
ニ
ッ
ト

デ
ザ
イ
ナ
ー
に
な
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ

た
な
ら
、
普
通
な
ら
上
京
し
て
服
飾
の
専

門
学
校
に
入
り
直
そ
う
と
考
え
た
か
も
し

れ
な
い
。
無
駄
と
も
思
え
る
も
の
を
盲
目

的
に
作
る
。
そ
こ
に
は
、
わ
た
し
た
ち
が

通
常
考
え
る
上
昇
志
向
と
、
作
品
そ
れ
自

体
に
お
い
て
の
作
為
性
を
生
ま
な
か
っ
た
。

ゆ
え
に
、
注
目
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
た
と

い
え
る
。
評
価
さ
れ
て
い
な
い
、
手
垢
の

つ
い
て
い
な
い
生
（
レ
ア
）
な
も
の
を
面

白
が
っ
て
く
れ
る
層
が
ネ
ッ
ト
の
中
に
い

た
の
だ
か
ら
。「
ネ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
、
そ

の
ま
ま
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
彼
女

は
正
直
に
述
懐
す
る
。
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ひ
と
り
で
作
る
こ
と
の

“
楽
し
み
と
悩
み
”

　

最
近
の
仕
事
を
紹
介
し
た
い
。
全
長
八

メ
ー
ト
ル
の
イ
カ
、
足
一
本
が
二
メ
ー
ト

ル
の
タ
コ
を
編
ん
だ
。
イ
カ
を
ア
ー
ト
イ

ベ
ン
ト
、
タ
コ
を
子
供
服
企
業
の
イ
ベ
ン

ト
で
飾
っ
た
。
公
共
性
の
あ
る
イ
ベ
ン
ト

と
商
業
的
な
イ
ベ
ン
ト
、
相
反
す
る
分
野

で
同
様
の
シ
リ
ー
ズ
を
展
開
で
き
る
と
い

う
自
由
は
な
か
な
か
獲
得
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。
オ
ー
ダ
ー
の
多
く
は
「
こ
の
空

間
を
埋
め
て
欲
し
い
。
そ
れ
だ
け
な
の
」

と
彼
女
は
笑
う
。
し
か
し
、
悩
み
も
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
広
い
空
間
で
の
展
示
に

な
れ
ば
、
作
品
自
体
も
大
き
く
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
彼
女
は
い
つ
も
ひ
と
り
で
編

ん
で
い
る
。
設
計
図
が
出
来
た
も
の
を
わ

ざ
わ
ざ
作
り
た
く
は
な
い
の
で
、
編
み
図

は
描
か
な
い
主
義
だ
。
だ
か
ら
、
助
っ
人

に
任
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
女
自
身
、

他
の
何
よ
り
も
編
む
こ
と
自
体
を
楽
し
み

た
い
と
い
う
思
い
が
強
い
の
だ
。

　

自
分
ひ
と
り
で
作
る
場
合
、
途
中
失
敗

し
て
も
、
そ
れ
を
今
後
ど
う
変
化
さ
せ
る

か
と
い
う
偶
然
性
を
楽
し
む
方
向
に
進
む
。

し
か
し
、
皆
は
一
度
ほ
ど
き
直
し
、
見
本

通
り
に
作
ろ
う
と
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
受
講
生
と
対
す

る
時
に
感
じ
る
ジ
レ
ン
マ
だ
。「
自
分
の
イ

メ
ー
ジ
を
人
に
伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
ん

で
す
よ
」。
彼
女
は
根
っ
か
ら
の
作
り
手
で
、

自
分
ひ
と
り
で
編
む
こ
と
が
好
き
な
の

だ
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
何
よ
り

も
夢
中
に
な
れ
る
こ
と
な
の
だ
。
も
ち
ろ

ん
簡
単
に
商
い
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な

い
。
だ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
彼
女
を
見
て
、

そ
の
打
算
の
な
い
仕
事
に
驚
き
、
感
動
す

る
の
だ
と
い
え
る
。
冒
頭
の
説
、
あ
れ
は

逆
説
な
の
だ
。
ア
ー
ト
は
、
社
会
に
と
っ

て
無
用
な
も
の
を
作
る
か
ら
こ
そ
価
値
が

あ
る
。
そ
う
言
い
た
い
。
し
か
し
、
自
分

の
作
品
が
社
会
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
だ
、

そ
う
思
い
た
い
作
り
手
の
傲
慢
が
顔
を
出

す
こ
と
が
多
い
の
も
事
実
だ
。
ど
れ
く
ら

い
の
作
り
手
が
、
社
会
に
と
っ
て
必
要
の

な
い
も
の
を
作
っ
て
い
る
と
胸
を
張
っ
て

言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
日
常
生
活
と
と
も
に
編
ん
で
い
る
わ
け

だ
か
ら
、
途
中
で
手
を
と
め
る
時
も
あ
る

の
。
再
開
し
た
ら
、ま
た
見
え
方
が
ち
が
っ

て
き
て
新
鮮
に
思
え
た
り
。
完
成
形
を
想

像
し
て
編
ん
で
も
、
思
わ
ぬ
方
向
に
勝
手

に
進
ん
で
い
く
場
合
が
あ
っ
て
、
そ
っ
ち

を
生
か
し
て
編
み
進
め
る
こ
と
も
あ
る
ん

で
す
。
要
は
、
糸
の
行
き
た
い
方
向
へ
進

む
時
に
、
わ
た
し
に
し
か
わ
か
ら
な
い
面

白
さ
と
お
か
し
さ
が
あ
る
ん
で
す
」

　

２
０
３
ｇ
ｏ
ｗ
は
「
編
み
師
」
を
名
乗
っ

て
い
る
。
時
に
は
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
ニ
ッ

ト
職
人
、
手
芸
作
家
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は

変
化
す
る
も
の
で
い
い
と
彼
女
も
考
え
て

い
る
。
し
か
し
自
分
の
仕
事
に
は
、
制
作

か
ら
会
場
設
営
ま
で
一
貫
し
て
責
任
を
持

ち
、「
編
み
師
」
と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
い
幅

広
い
活
動
だ
。
最
後
に
自
作
を
再
度
考
察

し
て
も
ら
っ
た
。

　
「
展
示
さ
れ
た
期
間
中
は
必
要
と
さ
れ

て
い
て
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
る
が
、
終
わ
っ

た
ら
完
全
な
廃
棄
物
で
す
よ
ね
。
依
頼
が

あ
る
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
…
…
で
も
そ
れ
は
企
業
向
け
で
す
よ
。

自
分
で
こ
っ
そ
り
作
る
の
は
、
い
ら
な
い

も
の
で
す
。
で
も
、
わ
た
し
が
わ
た
し
を

喜
ば
せ
る
た
め
の
も
の
だ
か
ら
、
必
要
な

も
の
で
す
け
ど
ね
」。
周
囲
と
一
定
の
距
離

を
取
り
つ
つ
も
、
自
分
に
充
足
を
感
じ
て

い
る
。
こ
れ
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
関
わ
ら

ず
、
現
代
社
会
に
暮
ら
す
わ
た
し
た
ち
自

身
に
と
っ
て
も
な
か
な
か
取
れ
な
い
ス
タ

ン
ス
な
の
だ
。

２
０
３ｇ
ｏｗ　

に
い
ま
る
さ
ん
ご
う

風
変
わ
り
な
編
み
物
作
品 

“
へ
ん
な
あ
み
も
の
” 

を
作
る
編

み
師
。
街
中
を
編
み
物
で
埋
め
尽
く
す
ゲ
リ
ラ
集
団
『
編

み
奇
襲
団
』
を
立
ち
上
げ
る
。
大
手
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン

ド
の
店
舗
展
示
や
、美
術
館
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
多
数
。

1
127,338,621

思い立ったらすぐに編み始める。フットワークの良さとスピード感も持ち味。
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●
思
わ
ぬ
方
向
へ

　図
画
工
作
の
授
業
で
、
子
ど
も
た
ち
が
思

わ
ぬ
方
向
に
進
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
失
敗
談
の一つ
で
す
。

　六
年
生
の
授
業
で
ス
チ
レ
ン
ボ
ー
ド
版
画
を

し
ま
し
た
。
本
番
の
前
に
、
練
習
用
の
版
を

使
っ
て
刷
り
の
表
現
を
試
す
時
間
を
設
定
し

ま
し
た
。
活
動
が
始
ま
る
と
子
ど
も
た
ち
は

我
先
に
と
ロ
ー
ラ
ー
を
使
い
始
め
ま
し
た
。
一

枚
刷
っ
て
は
違
う
色
の
イ
ン
ク
の
場
所
に
行
き
、

「
お
お
っ
」「
す
ご
い
」「
き
れ
い
」
な
ど
の
声

を
発
し
な
が
ら
、
ど
ん
ど
ん
刷
っ
て
い
き
ま
し

た
。
確
か
に
版
画
と
言
え
ば
ロ
ー
ラ
ー
が
思
い

浮
か
び
ま
す
が
、
私
と
し
て
は
絵
の
具
を
使
っ

た
に
じ
み
、
刷
り
重
ね
や
、
版
の
分
割
・
再

構
成
な
ど
、
ス
チ
レ
ン
ボ
ー
ド
版
画
な
ら
で
は

の
様
々
な
技
法
を
試
し
て
欲
し
か
っ
た
の
で
す
。

人
気
の
色
に
は
行
列
が
で
き
、
他
の
用
具
を

使
う
子
ど
も
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

ロ
ー
ラ
ー
以
外
の
技
法
も
試
す
よ
う
に
呼
び

か
け
ま
し
た
が
、
も
う
止
ま
り
ま
せ
ん
。
恐

る
べ
き
ロ
ー
ラ
ー
の
魔
力
に
と
り
つ
か
れ
た
子

ど
も
た
ち
は
、
手
や
服
を
イ
ン
ク
だ
ら
け
に

し
な
が
ら
夢
中
で
刷
り
続
け
て
い
ま
し
た
。

　活
動
が
終
わ
り
、
山
の
よ
う
に
試
し
刷
り

を
し
た
子
ど
も
た
ち
に
「
楽
し
か
っ
た
か
い
」

と
聞
く
と
、
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
て
「
は

い
！
」
と
答
え
ま
し
た
。
彼
ら
の
目
の
輝
き

に
、
造
形
教
育
の
原
点
を
見
た
気
が
し
ま
し

た
。
…
も
ち
ろ
ん
も
う
一
度
、今
度
は
ロ
ー
ラ
ー

以
外
の
こ
と
も
試
す
時
間
を
設
け
ま
し
た
が
。

群
馬
県
沼
田
市
立
沼
田
小
学
校

　
川
端
郁
男

●
「
と
も
に
つ
く
る
」
を
「
つ
く
る
」

　合
唱
の
よ
う
に
、
あ
る
一
点
の
空
間
と
時
間

に
向
け
、
練
習
し
準
備
し
て
、
そ
の
瞬
間
に

み
ん
な
で
つ
く
り
あ
げ
る
、
そ
ん
な
体
験
を

美
術
で
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　そ
ん
な
漠
然
と
し
た
ア
イ
デ
ア
に
光
を
く

れ
た
の
は
ト
ー
チ
カ
と
い
う
現
代
美
術
作
家
で

し
た
。
そ
の
作
品
は
多
様
で
、
長
時
間
露
光

さ
せ
た
画
像
を
一
枚
の
絵
や
物
語
や
抽
象
作

品
に
昇
華
さ
せ
、
参
加
者
が
一つ
の
ア
イ
デ
ア

を
共
有
し
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
全
く
バ

ラ
バ
ラ
の
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
は
音
楽
や
映

画
の
よ
う
で
あ
り
、
ア
ニ
メ
の
よ
う
に
も
感
じ

ま
し
た
。
光
は
色
と
な
り
、
動
き
が
形
と
な

り
、
ネ
オ
ン
管
の
よ
う
な
独
特
な
質
感
を
持
っ

て
い
ま
す
。

　歌
を
歌
う
よ
う
に
、
音
を
奏
で
る
よ
う

に
、
発
想
を
地
球
上
の
あ
る
一
点
に
集
結
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
素
材
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

学
級
、
学
年
、
学
校
と
い
う
単
位
で
、「
と

も
に
つ
く
る
」
体
験
を
「
つ
く
る
」
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　全
校
生
徒
で
制
作
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た

時
、
職
員
は
不
安
に
、
生
徒
は
期
待
に
包
ま

れ
て
い
ま
し
た
。
一
枚
目
を
撮
っ
た
瞬
間
、
生

徒
た
ち
の
歓
声
が
あ
が
り
ま
す
。「
つ
く
る
」

こ
と
の
よ
ろ
こ
び
は
、「
と
も
に
つ
く
る
」
と

化
学
反
応
を
起
こ
し
ま
す
。
そ
の
瞬
間
に
消

え
去
る
感
動
を
共
有
し
、
形
に
残
す
こ
と
が
、

美
術
に
は
で
き
ま
す
。

　学
校
に
一
人
し
か
い
な
い
美
術
教
師
、
私
が

や
ら
な
き
ゃ
、
誰
も
や
り
ま
せ
ん
。

山
形
県
山
形
市
立
第
七
中
学
校

　
池
野
吉
洋

●
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
関
わ
る

　今
、
新
任
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
、

不
器
用
な
指
導
に
恥
ず
か
し
く
な
る
ば
か
り

で
す
（
そ
の
時
は
必
死
だ
っ
た
の
で
す
が
…
）。

「
な
ぜ
、
こ
れ
く
ら
い
の
こ
と
が
で
き
な
い
の

か
」「
な
ぜ
、
こ
れ
く
ら
い
の
こ
と
が
理
解
で

き
な
い
の
か
」、
自
分
の
中
で
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
た
こ
と
を
こ
と
ご
と
く
崩
さ
れ
て
し

ま
う
毎
日
で
し
た
。
自
分
自
身
に
余
裕
が
な

く
、
若
さ
と
情
熱
だ
け
の
指
導
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
と
に
か
く
作
品
を
仕
上
げ
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
た
時
期
や
、
自
分
の
指
導
の
型

に
は
め
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

う
ま
く
い
く
は
ず
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
時

は
自
己
満
足
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　美
術
を
苦
手
と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
興
味

や
関
心
、
意
欲
を
引
き
出
す
こ
と
は
本
当
に

難
し
い
こ
と
で
す
。
教
科
書
通
り
に
い
く
は
ず

は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
子
ど
も
た
ち
と
ぶ
つ

か
り
ま
す
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
の
「
中

学
校
美
術
」
に
関
わ
る
の
は
自
分
な
ん
だ
と

い
う
信
念
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。
試
行

錯
誤
し
な
が
ら
関
わ
る
こ
と
で
、
や
が
て
卒

業
生
か
ら
「
先
生
に
よ
う
怒
ら
れ
た
な
あ
。

で
も
、
楽
し
か
っ
た
で
」
と
い
う
言
葉
が
返
っ

て
き
ま
す
。
教
師
と
し
て
何
よ
り
の
ほ
め
言

葉
だ
と
思
い
ま
す
。

　教
科
指
導
が
一
番
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て

い
な
が
ら
、
他
の
指
導
が
優
先
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
幾
度
と
な
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
原
点
は
美
術
の
教
師
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
ず
に
取
り
組
ん
で
き
た
つ
も
り
で
す
。

　時
代
は
変
わ
り
、
指
導
方
法
や
教
材
が
ど

ん
ど
ん
新
し
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
変
わ

ら
な
い
も
の
は
、
子
ど
も
た
ち
と
の
ふ
れ
あ
い

で
す
。
今
日
も
美
術
室
か
ら
明
る
い
笑
い
声

が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
次
の
作
品
の
仕
上
が

り
が
楽
し
み
で
す
。

大
阪
府
大
阪
市
立
田
島
中
学
校

　
校
長

　
石
川
文
子

● 

と
も
に
学
ぶ

図
工
・
美
術
の
先
生
と
子
ど
も
が
、と
も
に
つ
く
り
だ
す
学
び
の
日
々
。



、

空
間
の
拡
が
り
が
表
せ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
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