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で
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。
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日
本
に
は
四
季
が
あ
り

そ
の
移
ろ
い
を
感
じ
、
楽
し
む
文
化
が
あ
り
ま
す
。

和
歌
や
、
衣
装
、
庭
、
調
度
品
…
…
。

中
で
も
和
菓
子
は
全
身
の
感
覚
を
働
か
せ
て
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る

日
本
文
化
の
代
表
と
も
言
え
ま
す
。

歴
史
や
、
造
形
の
発
想
や
工
夫
を
知
る
こ
と
で

「
和
菓
子
の
デ
ザ
イ
ン
」
は
も
っ
と
楽
し
く
、

も
っ
と
価
値
の
あ
る
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

感
覚
を
凝
縮
し
て

photo: Tada(YUKAI)  P.6-7,12,13
text: Yusuke Koyama(ONSONO) P.12-14

特
集
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P.6「山路の錦」　P.7上から「紅葉重ね」「竜田の里」「初瀬の錦」
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和
菓
子
研
究
の
き
っ
か
け

―
中
山
さ
ん
が
和
菓
子
と
出
会
っ
た
き
っ
か

け
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

中
山　

最
初
に
和
菓
子
の
意
匠
の
面
白
さ
を

感
じ
た
の
は
高
校
生
の
時
で
す
。
友
達
に
誘

わ
れ
て
参
加
し
た
学
校
の
お
茶
会
で
紫
陽
花

の
形
の
和
菓
子
が
出
た
の
で
す
が
、
あ
ん
玉

の
ま
わ
り
に
賽
の
目
切
り
の
紫
色
の
寒
天
が

ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
、
卵
白
を
泡
立
て
た

も
の
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。「
お
菓
子
で

紫
陽
花
を
表
現
で
き
る
な
ん
て
、
す
て
き
だ

な
…
…
」
と
思
い
ま
し
た
。

　

大
学
で
は
美
術
史
を
専
攻
し
て
い
ま
し
た

が
、
研
究
者
に
な
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
で
す
か
ら
卒
業
論
文
を
書
く
と
き

も
就
職
を
考
え
て
生
活
に
関
連
す
る
こ
と
が

い
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
父
親
が
食

品
関
連
の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
日
本
料

理
の
盛
り
付
け
の
美
し
さ
な
ど
も
テ
ー
マ
と

し
て
面
白
い
か
も
と
思
っ
て
調
べ
て
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
折
、
本
屋
さ
ん
で
と
ら
や
の
江

戸
時
代
の
菓
子
絵
図
帳
が
載
っ
て
い
る
京
菓

子
の
本
を
見
つ
け
た
の
で
す
。
絵
図
帳
は
今

で
い
う
商
品
カ
タ
ロ
グ
の
よ
う
な
も
の
で
、

桜
や
山
吹
の
花
、
霜
柱
な
ど
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
お
菓
子
の
絵
図
が
載
っ
て
い
る
の
を
見
て

「
こ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
が
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ

た
ん
だ
」
と
驚
き
ま
し
た
。

―
学
生
時
代
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
研
究
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

中
山　

季
節
の
風
物
を
表
し
た
お
菓
子
が
広

ま
る
の
は
元
禄
時
代
、
つ
ま
り
活
気
あ
る
町

人
文
化
が
京
都
や
大
阪
を
中
心
に
花
開
い
た

時
代
で
す
。
最
初
に
私
が
試
み
た
の
は
、
江

戸
時
代
の
絵
図
帳
に
描
か
れ
た
お
菓
子
の
銘

と
意
匠
の
分
類
で
し
た
。
和
菓
子
に
つ
け
ら

れ
た
銘
（
菓
銘
）
を
五
十
音
別
に
し
、
ど
の

よ
う
な
傾
向
が
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
意
匠

の
特
徴
な
ど
を
調
べ
、「
和
菓
子
の
意
匠
」

和
菓
子
の
デ
ザ
イ
ン
は
季
節
や
自
然
物
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

そ
の
工
夫
は
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
日
本
の
美
意
識
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

長
年
、
和
菓
子
の
歴
史
と
意
匠
を
研
究
し
て
き
た

中
山
圭
子
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

鑑
賞　

和
菓
子
の
魅
力
を
味
わ
う
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と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
卒
論
に
ま
と
め
ま
し
た
。

　

モ
チ
ー
フ
で
言
う
と
、
や
は
り
花
鳥
風
月

が
多
い
で
す
。
特
に
植
物
の
モ
チ
ー
フ
が
多

く
、
な
か
で
も
梅
と
桜
と
菊
は
代
表
的
で
す
。

動
物
で
す
と
、
慶
事
に
欠
か
せ
な
い
鶴
や
亀
、

歌
に
詠
ま
れ
た
雁
や
千
鳥
な
ど
が
よ
く
見
ら

れ
ま
し
た
。

―
表
し
方
の
特
徴
は
あ
り
ま
す
か
。

中
山　

表
現
は
お
店
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ

あ
っ
て
、
モ
チ
ー
フ
の
何
を
強
調
す
る
か
、

何
を
表
現
し
た
い
か
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
。

例
え
ば
桜
で
す
と
、
花
の
全
体
的
な
イ
メ
ー

ジ
か
、
花
一
輪
の
美
し
さ
な
の
か
な
ど
。
ま

た
、
適
度
に
造
形
を
省
略
し
、
洗
練
さ
れ
た

美
を
考
え
ま
す
。
例
え
ば
蛍
が
写
実
的
だ
と

ち
ょ
っ
と
食
べ
に
く
い
で
す
よ
ね
。
品
が

あ
っ
て
、
お
い
し
そ
う
に
見
え
る
こ
と
は
大

切
で
す
。

　

京
都
と
江
戸
、
今
で
い
え
ば
京
都
と
東
京

で
の
表
現
の
違
い
も
あ
り
ま
す
。
朝
顔
の
お

菓
子
を
例
に
と
る
と
、
東
京
で
は
花
の
形
が

一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
つ
く
り
、
露
や
つ
る
、

葉
な
ど
を
添
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、

京
都
で
は
円
い
形
に
花
の
色
を
思
わ
せ
る
ぼ

か
し
を
入
れ
る
な
ど
、
抽
象
的
な
意
匠
を
好

む
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

見
立
て
の
面
白
さ

―
表
現
の
具
象
的
、
抽
象
的
の
違
い
は
、
使

い
分
け
な
ど
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

中
山　

具
象
的
、
抽
象
的
と
言
っ
て
も
、
食

べ
る
と
き
に
は
「
こ
れ
は
抽
象
的
だ
」
と
意

「遠桜」

「岩根のつつじ」

「初秋」

「花の王」

元禄 8 年（1695）の『御菓子之畫圖』

感覚を凝縮して特
集
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識
す
る
の
で
は
な
く
、
菓
銘
と
の
つ
な
が
り

で
見
た
目
を
楽
し
む
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
「
遠
桜
」
は
、
あ
ん
玉
に
そ
ぼ
ろ

あ
ん
を
つ
け
て
つ
く
る
き
ん
と
ん
で
す
。
紅

に
白
の
そ
ぼ
ろ
が
点
在
し
て
い
る
さ
ま
を
見
、

「
遠
桜
」
と
い
う
菓
銘
を
聞
く
と
、
遠
く
の

山
に
点
々
と
咲
く
桜
が
想
像
で
き
る
。
お
菓

子
の
色
か
た
ち
を
見
て
、
菓
銘
を
聞
い
て
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
す
る
わ
け
で
す
。

―
色
の
表
現
の
工
夫
が
大
切
に
な
り
ま
す
ね
。

中
山　

色
も
、
一
口
に
紅
と
言
っ
て
も
、「
遠

桜
」
の
紅
は
薄
め
に
、「
岩
根
の
つ
つ
じ
」

に
使
う
そ
ぼ
ろ
は
、
つ
つ
じ
の
花
を
意
識
し

て
濃
い
め
に
な
ど
、
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
お
菓
子
を
切
っ
た
と
き
、
中
に

あ
ん
が
入
っ
て
い
る
こ
と
も
魅
力
で
す
ね
。

生
地
と
あ
ん
の
配
色
に
よ
り
、
切
り
口
の
印

象
も
違
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
「
雪
餅
」
だ

と
ま
わ
り
は
白
で
中
が
黄
色
、
雪
明
り
を
思

わ
せ
ま
す
。

う
つ
ろ
い
を
楽
し
む

―
色
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
も
、
連
想
の

広
が
り
方
が
変
わ
る
の
で
す
ね
。

中
山　
「
春
隣
」
も
色
か
ら
連
想
を
楽
し
め

る
お
菓
子
で
す
。
黒
い
そ
ぼ
ろ
の
き
ん
と
ん

に
、
黄
色
い
そ
ぼ
ろ
が
ち
ょ
ん
と
つ
い
て
い

る
。「
春
隣
」
と
い
う
菓
銘
は
冬
の
季
語
で

す
が
、
春
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
の
で
、
黄
色
か
ら
は
、
福
寿
草
の

花
な
ど
が
連
想
さ
れ
ま
す
ね
。

―
あ
る
一
つ
の
季
節
を
表
す
と
い
う
よ
り
、

季
節
の
変
化
を
表
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

中
山　

二
十
四
節
気
や
七
十
二
候
と
い
う
言

葉
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
、
季
節
の
う
つ
ろ
い

を
表
し
た
和
菓
子
は
多
い
で
す
。
例
え
ば
、

緑
、
黄
、
赤
に
色
分
け
し
た
楓
形
の
お
菓
子

は
、
徐
々
に
紅
葉
し
て
い
く
さ
ま
を
思
わ
せ

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
「
初
秋
」
や
「
初
時
雨
」
な
ど
、

菓
銘
に
「
初
」
と
い
う
言
葉
が
つ
い
た
も
の

も
、
季
節
の
変
わ
り
目
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

ま
す
ね
。

―
菓
銘
を
聞
く
と
連
想
が
広
が
る
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
と
、
菓
銘
は
と
て
も
大
切
で
す

ね
。
菓
銘
の
つ
け
方
の
工
夫
は
あ
り
ま
す
か
。

中
山　

植
物
の
異
名
を
使
う
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
朝
顔
を
「
鏡
草
」、牡
丹
を
「
花

の
王
」
と
言
う
な
ど
、
優
雅
な
言
葉
の
響
き

を
楽
し
め
ま
す
。
日
本
語
再
発
見
と
い
う
感

じ
で
す
ね
。
昔
の
人
は
そ
う
し
た
遊
び
心
を

も
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

今
の
楽
し
み
方
と
し
て
は
、
自
分
で
銘
を

考
え
て
み
て
も
い
い
で
す
ね
。お
店
で
は「
初

蛍
」の
銘
で
売
っ
て
い
る
け
れ
ど
、自
分
だ
っ

た
ら
「
蛍
川
」
や
「
蛍
狩
り
」
に
し
た
い
な

ど
と
語
っ
た
り
、
旅
先
で
見
た
紅
葉
を
思
い

出
し
た
り
、
話
題
を
広
げ
ら
れ
る
の
が
和
菓

子
の
楽
し
み
方
で
し
ょ
う
。

―
楽
し
む
た
め
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
和
菓

子
の
造
形
や
菓
銘
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
感
じ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
季
節
感
を

盛
り
込
む
の
で
し
ょ
う
か
。

中
山　

季
節
の
風
物
と
い
う
の
は
、
日
本
人

の
誰
も
が
親
し
み
を
感
じ
る
し
、
共
通
の
話

題
に
な
り
ま
す
ね
。
日
本
は
四
季
の
移
り
変

わ
り
が
繊
細
で
、
文
学
や
絵
画
の
題
材
に
な

「藤の棚」

「識のみち」

「雲井の桜」

「春もよう」

「紅梅染」

「照紅葉」
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る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
。
和
菓
子
も
そ
の
一
つ
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

和
菓
子
は
伝
統
文
化
の
入
り
口

―
子
ど
も
た
ち
に
和
菓
子
の
デ
ザ
イ
ン
を
学

ぶ
際
に
注
目
し
て
ほ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
。

中
山　

学
校
の
授
業
を
き
っ
か
け
に
、
そ
の

場
限
り
で
な
く
、
長
期
に
わ
た
っ
て
、
歳
時

記
を
読
む
よ
う
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
た
ら
な

と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
近
所
の
和
菓
子
屋
さ

ん
に
行
っ
て
、
一
年
間
を
通
じ
て
四
季
折
々

に
ど
う
い
う
銘
、
デ
ザ
イ
ン
の
お
菓
子
が
つ

く
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
る
こ
と
も
よ

い
で
す
ね
。

　

実
際
に
、
小
学
校
五
年
生
の
と
き
に
虎
屋

文
庫
の
展
示
を
見
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

和
菓
子
に
興
味
を
も
ち
、
一
年
間
、
と
ら
や

の
お
菓
子
の
種
類
が
変
わ
る
た
び
に
ス
ケ
ッ

チ
し
た
と
い
う
学
生
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
と

ら
や
で
作
成
し
て
い
る
菓
銘
解
説
も
書
き
写

し
て
、
帳
面
に
ま
と
め
て
い
た
の
で
す
。
そ

の
帳
面
を
、
今
年
に
な
っ
て
文
庫
ス
タ
ッ
フ

に
見
せ
て
く
れ
た
の
で
す
よ
。
と
て
も
細
か

く
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
一
年
間
続

け
る
と
菓
銘
を
通
じ
て
い
ろ
い
ろ
な
季
節
の

言
葉
を
学
べ
ま
す
。

　

今
年
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
小
学
校
五
年
生

の
国
語
の
教
科
書
の
一
つ
に
、
和
菓
子
に
つ

い
て
の
私
の
文
章
が
載
り
ま
し
た
。
和
菓
子

を
手
始
め
に
し
て
、
ほ
か
の
和
の
文
化
、
お

茶
や
漆
、
陶
器
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
て
発
表

す
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
和
菓
子
を
通

じ
て
、
日
本
の
文
化
に
興
味
を
も
ち
、
世
界

を
広
げ
て
ほ
し
い
で
す
。

　

子
ど
も
の
と
き
に
美
し
い
と
思
っ
た
も
の

は
い
つ
ま
で
も
印
象
に
残
る
の
で
は
？　

私

も
高
校
生
の
と
き
に
紫
陽
花
の
お
菓
子
を
見

て
魅
か
れ
た
こ
と
が
ず
っ
と
心
の
片
隅
に
あ

り
ま
す
。

　

和
菓
子
は
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
で
楽
し
め

る
も
の
で
す
。
見
た
目
の
美
し
さ
（
視
覚
）、

菓
銘
の
響
き
（
聴
覚
）、
そ
し
て
、
柚
子
、
蓬
、

桜
葉
な
ど
の
素
材
の
自
然
な
香
り
（
嗅
覚
）、

製
法
に
よ
っ
て
異
な
る
「
な
め
ら
か
」「
し
っ

と
り
」「
も
っ
ち
り
」と
い
っ
た
食
感（
触
覚
）、

お
い
し
さ
（
味
覚
）
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
感

覚
を
働
か
せ
て
楽
し
ん
で
ほ
し
い
で
す
ね
。

―
中
山
さ
ん
が
考
え
る
和
菓
子
の
魅
力
と
は

何
で
し
ょ
う
か
。

中
山　

日
本
文
化
を
体
感
で
き
る
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
歌
に
詠
ま
れ
、
絵
画
に
描
か
れ

る
な
ど
、
日
本
人
が
な
じ
ん
で
き
た
自
然
風

物
が
和
菓
子
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
甘
く
お
い
し
い
も
の
と
し
て
、
味
わ

え
る
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
ま
す
ね
。
和
菓
子

を
通
し
て
、
昔
の
人
々
の
季
節
感
や
美
意
識

に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
素
晴

ら
し
い
で
す
ね
。
自
分
も
関
わ
っ
て
楽
し
め

る
の
で
す
か
ら
、
と
て
も
創
造
的
だ
と
思
い

ま
す
。

中
山
圭
子 

な
か
や
ま
け
い
こ  

東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
芸
術
学
科
卒
業
。
和
菓
子
の
デ

ザ
イ
ン
の
面
白
さ
に
ひ
か
れ
て
、
卒
論
に
「
和
菓
子
の
意

匠
」
を
選
ぶ
。 

現
在
、
虎
屋
の
菓
子
資
料
室
、
虎
屋
文

庫
の
専
門
職
、
虎
屋
取
締
役
。
著
作
に
「
江
戸
時
代
の
和

菓
子
デ
ザ
イ
ン
」（
ポ
プ
ラ
社
）、「
和
菓
子
の
ほ
ん
」（
福

音
館
書
店
）
な
ど
。

感覚を凝縮して特
集

「新更科」

「雛衣」

「新茶の雫」

「馬駆ける」

「水の宿」

「夜の梅」
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「
ら
し
さ
」を
求
め
て

特
徴
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

　

和
菓
子
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
と
き
、
決

ま
っ
た
手
順
は
な
い
の
で
す
が
、
私
の
場
合
、

モ
チ
ー
フ
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
か
ら
始
め

ま
す
。

　

例
え
ば
羊
が
モ
チ
ー
フ
で
あ
れ
ば
、
ま
ず

は
写
実
的
に
羊
を
描
い
て
み
る
。
図
鑑
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
も
使
い
ま
す
が
、
や
は

り
実
物
を
目
に
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
で
す
。

色
や
質
感
な
ど
外
見
的
な
特
徴
が
つ
か
み
や

す
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
息
づ
か
い
、
動
き
、

周
囲
の
環
境
な
ど
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
広

が
る
情
景
に
奥
行
き
が
出
て
く
る
か
ら
で
す
。

　

描
き
な
が
ら
、
よ
り
羊
ら
し
さ
を
表
現
す

る
に
は
ど
こ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
れ
ば
い
い
の

か
を
考
え
ま
す
。
毛
の
ふ
わ
ふ
わ
し
た
質
感
、

ぐ
る
っ
と
曲
が
っ
た
角
、
あ
る
い
は
視
点
を

引
い
て
、
草
原
の
中
に
い
る
群
れ
…
…
。
モ

チ
ー
フ
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
特
徴
を
数
セ

ン
チ
四
方
の
小
さ
な
立
体
に
ギ
ュ
ッ
と
凝
縮

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
た
人
に
「
想
像
す

る
楽
し
み
」
が
生
ま
れ
る
点
が
、
和
菓
子
の

面
白
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

　

素
材
や
技
法
も
考
慮
し
な
が
ら
、
モ
チ
ー

フ
の
特
徴
を
と
ら
え
、
シ
ン
プ
ル
な
表
現
に

し
た
も
の
が
最
終
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
な
り
ま

す
。
そ
の
後
は
、
試
作
を
通
し
て
頭
の
中
の

イ
メ
ー
ジ
と
実
物
を
一
致
さ
せ
る
作
業
。
例

え
ば
茶
室
で
召
し
上
が
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ

め
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
ほ
の
暗

い
空
間
で
も
映
え
る
よ
う
に
明
る
め
の
配
色

に
す
る
な
ど
、
微
調
整
も
こ
こ
で
行
い
ま
す
。

　

オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
の
お
菓
子
は
あ
く
ま

で
お
客
様
が
主
体
で
あ
る
た
め
、
菓
銘
（
お

菓
子
の
名
前
）
を
つ
け
ま
せ
ん
が
、
後
ほ
ど

お
客
様
か
ら
「
こ
ん
な
菓
銘
を
つ
け
た
よ
」

小
さ
な
世
界
に
四
季
を
織
り
込
み
、

見
る
人
、
食
べ
る
人
を
楽
し
ま
せ
る
和
菓
子
の
世
界
観
を
、

作
り
手
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

お
客
様
の
要
望
に
合
わ
せ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
和
菓
子
を
デ
ザ
イ
ン
し
、

製
造
す
る「
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
」の
経
験
が
あ
る
職
人
に
、

和
菓
子
を
形
に
す
る
た
め
の
工
夫
を
聞
き
ま
し
た
。

表
現　

和
菓
子
デ
ザ
イ
ン
の
発
想

奥：デザインの発想の種となる
ノート。スケッチや調べた季語
などがつまっている
手前：具体的なデザインを構想
するためのアイデアスケッチ



と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
一
般
的
に
は
、
お
菓
子
の
デ
ザ
イ
ン
が

具
象
的
で
あ
れ
ば
菓
銘
は
抽
象
的
に
し
ま

す
。
例
え
ば
、
植
物
の
異
名
や
和
歌
か
ら
取

り
、
言
葉
の
響
き
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
お
客
様
の
中
で
お
菓
子
―
菓
銘
―
知
識

が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な
景
観

を
連
想
で
き
る
も
の
に
な
り
ま
す
。
逆
に
お

菓
子
が
抽
象
的
で
あ
れ
ば
菓
銘
は
具
象
的
に

す
る
こ
と
で
、
見
立
て
を
楽
し
み
、
イ
メ
ー

ジ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
複
数
の
お
菓
子
を
詰
め
合
わ
せ

に
し
て
提
供
す
る
場
合
、
全
体
で
一
つ
の
世

界
観
を
構
成
し
ま
す
。
近
景
を
表
し
た
も
の

と
遠
景
を
表
し
た
も
の
を
並
べ
る
こ
と
で
、

お
菓
子
と
し
て
さ
ら
な
る
広
が
り
が
出
ま
す
。

時
間
の
流
れ
を
表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
ほ
か
色
の
淡
い
・
濃
い
、
形
の
丸

い
・
四
角
い
と
い
っ
た
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し

て
、
一
つ
の
季
節
や
テ
ー
マ
を
多
面
的
に
味

わ
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

イ
ン
プ
ッ
ト
の
積
み
重
ね
が

デ
ザ
イ
ン
セ
ン
ス
を
磨
く

　

和
菓
子
は
特
に
季
節
感
を
大
事
に
す
る
の

で
、
四
季
の
移
ろ
い
に
は
敏
感
で
あ
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
過
去
に
は
、
十
二
か
月

そ
れ
ぞ
れ
の
季
語
や
花
と
花
言
葉
、
行
事
な

ど
を
ノ
ー
ト
に
書
き
出
し
て
み
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
今
で
も
季
節
を
感
じ
る
風
景
や

動
植
物
を
見
か
け
た
ら
、
よ
く
ス
ケ
ッ
チ
し

て
い
ま
す
。

　

秋
の
夕
日
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、
空
に

ど
う
溶
け
込
ん
で
い
る
か
。
す
す
き
は
風
に

ど
の
よ
う
に
穂
を
揺
ら
せ
て
い
る
か
。
萩
の

花
や
葉
の
付
き
方
は
。
何
と
な
く
イ
メ
ー
ジ

で
き
て
い
た
つ
も
り
で
も
、
描
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
部
分
が
見

え
て
き
ま
す
。
細
部
を
知
っ
て
い
る
ほ
ど
、

そ
ぎ
落
と
し
た
デ
ザ
イ
ン
に
し
た
後
、「
そ

の
も
の
ら
し
さ
」
が
強
調
さ
れ
る
気
が
し
ま

す
。
ま
た
「
き
ん
と
ん
」
の
よ
う
に
、
色
と

そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
花
鳥
風
月
、
情
趣

を
表
す
こ
と
も
あ
る
の
で
、
和
菓
子
の
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
さ
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

　

本
や
美
術
館
で
、
古
今
東
西
の
美
術
品
に

触
れ
る
こ
と
も
刺
激
に
な
り
ま
す
ね
。
浮
世

絵
の
金
魚
が
こ
ん
な
に
生
き
生
き
と
し
た
姿

に
見
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
か
、
日
本
と

西
洋
の
文
様
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
特
徴
が

あ
る
の
か
と
か
、
イ
ン
プ
ッ
ト
し
た
情
報
を

き
っ
か
け
に
考
え
た
こ
と
が
、
次
の
デ
ザ
イ

ン
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

季
節
を
捉
え
る
視
点
の
違
い
に

面
白
さ
を
感
じ
て
ほ
し
い

　

和
菓
子
に
は
数
百
年
の
歴
史
が
あ
る
の
で
、

一
般
的
に
使
わ
れ
る
モ
チ
ー
フ
、
そ
れ
を
引

き
立
た
せ
る
形
や
色
、
表
現
す
る
た
め
の
技

法
な
ど
に
、
あ
る
程
度
の
「
定
石
」
が
あ
り

ま
す
。

　

黄
緑
色
と
言
え
ば
、
草
木
が
芽
吹
い
て
き

た
様
子
を
表
す
色
で
、
他
の
和
菓
子
屋
さ
ん

で
も
だ
い
た
い
春
先
に
使
わ
れ
ま
す
。
ぼ
か

し
、
絞
り
、
ヘ
ラ
入
れ
と
い
っ
た
技
法
も
基

本
的
な
も
の
は
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
技
術
を

身
に
つ
け
る
た
め
、
日
々
努
力
を
し
ま
す
。

　

ひ
と
通
り
の
知
識
や
技
術
を
身
に
付
け
る

た
め
に
必
要
な
期
間
は
、
お
よ
そ
十
年
で

し
ょ
う
か
。
職
人
と
し
て
新
た
な
お
菓
子
の

感覚を凝縮して特
集

アイデアスケッチから実際につくられたオリジナル和菓子。
右：花吹雪　左：花菖蒲
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デ
ザ
イ
ン
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
定
石
」

で
あ
る
知
識
や
技
術
を
頭
の
中
で
自
在
に

組
み
立
て
る
力
が
必
要
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
和
菓
子
に
共
通
す
る
考
え

方
を
よ
り
知
っ
た
う
え
で
、
お
客
様
が
召
し

上
が
る
場
面
を
想
像
し
な
が
ら
つ
く
れ
ば
、

よ
り
深
い
味
わ
い
の
お
菓
子
が
つ
く
れ
る

と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
学
校

の
授
業
な
ど
で
和
菓
子
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

時
は
、
ま
ず
は
何
に
も
縛
ら
れ
ず
自
由
な

発
想
で
モ
チ
ー
フ
を
解
釈
し
て
ほ
し
い
と

も
思
い
ま
す
。
同
じ
紅
葉
を
見
て
、
そ
れ

ぞ
れ
が
ど
の
部
分
を
ど
う
表
現
す
る
の
か
。

感
性
の
違
い
を
楽
し
ま
れ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

　

そ
し
て
和
菓
子
が
、
身
の
回
り
の
四
季

の
変
化
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
っ

て
く
れ
た
ら
、
と
願
っ
て
い
ま
す
。
旬
を

一
か
月
ほ
ど
先
取
り
し
て
季
節
の
移
り
変

わ
り
を
知
ら
せ
る
役
割
が
和
菓
子
に
は
あ

り
ま
す
が
、
外
に
出
か
け
た
際
に
は
、
普

段
よ
り
ゆ
っ
く
り
時
間
を
と
っ
て
日
本
な

ら
で
は
の
四
季
の
美
し
さ
を
再
発
見
し
て

も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。

感覚を凝縮して特
集

和菓子のデザイン工程（例）

情報収集

スケッチ

デザイン

試作

完成

モチーフとなるものを直接観察した
り、図鑑やインターネットの画像を
見たりする。理解を深めるために関
連した文章を読むことも。

モチーフをスケッチして、細かな部
分の造形を確かめる。描きながら、
特徴を表している部分を探す。

表現したい特徴をとらえ、シンプル
ながらも端正な形のデザイン画を描
く。使用する素材、技法も同時に
考える。

実際の素材を使って、立体的な造
形をつくる。デザイン画と見比べて
修正を繰り返す。

菓銘をつける
デザインと調和した菓銘
を検討。自身がつけるこ
ともあれば、他の人がつ
けることもある。
※菓銘からデザイン案を考える
こともある。

和菓子のデザイン工程（例）

情報収集

スケッチ

デザイン

試作

完成

モチーフとなるものを直接観察した
り、図鑑やインターネットの画像を
見たりする。理解を深めるために関
連した文章を読むことも。

モチーフをスケッチして、細かな部
分の造形を確かめる。描きながら、
特徴を表している部分を探す。

表現したい特徴をとらえ、シンプル
ながらも端正な形のデザイン画を描
く。使用する素材、技法も同時に
考える。

実際の素材を使って、立体的な造
形をつくる。デザイン画と見比べて
修正を繰り返す。

菓銘をつける
デザインと調和した菓銘
を検討。自身がつけるこ
ともあれば、他の人がつ
けることもある。
※菓銘からデザイン案を考える
こともある。
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図
画
工
作
科
や
美
術
科
の
鑑
賞
学
習
に
お
い

て
、
児
童
・
生
徒
の
積
極
的
な
交
流
を
目
的
と

し
た
時
に
、
作
品
を
「
一
斉
に
見
せ
る
か
、
グ

ル
ー
プ
で
見
せ
る
か
」
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、

と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　
「
一
斉
」
鑑
賞
で
は
、
美
術
館
で
の
実
物
作

品
を
は
じ
め
、
教
室
の
前
面
に
掲
示
し
た
り
ス

ク
リ
ー
ン
に
投
影
し
た
り
し
た
、
大
き
め
の
複

製
画
や
児
童
･
生
徒
の
作
品
な
ど
を
見
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
同
じ
作
品
を
同
時
に
ク
ラ
ス

全
員
が
注
目
し
て
見
る
鑑
賞
と
な
る
た
め
、
教

師
は
児
童
･
生
徒
の
表
情
を
読
み
取
り
な
が

ら
、
全
体
に
発
問
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特

に
「
対
話
に
よ
る
鑑
賞
」
や
二
つ
の
作
品
を
比

べ
て
鑑
賞
す
る
「
比
較
鑑
賞
法
」
な
ど
に
適
し

て
お
り
、
様
々
な
感
想
や
意
見
を
全
体
の
前
で

発
表
し
て
、
交
流
を
深
め
る
の
に
適
し
た
学
習

形
態
と
い
え
ま
す
。
教
室
で
行
う
場
合
、
机
や

椅
子
の
置
き
方
や
使
用
の
有
無
、
教
室
の
照
明

に
も
気
を
遣
う
こ
と
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　

次
に
、「
グ
ル
ー
プ
」
鑑
賞
で
は
、
児
童
・

生
徒
が
四
、五
人
に
分
か
れ
て
、
一
緒
に
手
元

で
作
品
鑑
賞
す
る
方
法
が
中
心
と
な
り
ま
す
。

各
個
人
の
感
想
や
批
評
を
代
表
者
が
ま
と
め
て

発
表
し
た
り
、
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
を
取
り
入
れ
て

グ
ル
ー
プ
で
遊
び
な
が
ら
鑑
賞
す
る
学
習
に
適

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
全
体
の
前
で
発
表

す
る
よ
り
も
個
々
が
気
軽
に
話
す
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
多
様
な
見
方
で
交
流
し
あ
う
こ
と
を

目
的
に
し
た
授
業
に
向
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
鑑
賞
で
は
、
作
品
の
細
部

が
明
瞭
に
見
え
る
こ
と
が
大
前
提
に
な
り
ま
す
。

実
物
作
品
は
別
で
す
が
、
質
の
よ
い
複
製
画
の

提
示
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味

で
、
質
の
よ
い
複
製
画
の
見
ら
れ
る
教
科
書
掲

載
作
品
の
積
極
的
な
活
用
を
望
み
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

交流する鑑賞編
文

新関伸也
滋賀大学 教授

イラスト

danny
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之先

ず

見

る

儿
目
儿

 

第
十
一
回

感
じ
と
袋
小
路
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー 

　

い
ま
ぼ
く
の
目
の
前
に
は
象
の
形
の
貯
金
箱
と
マ

グ
カ
ッ
プ
が
置
い
て
あ
っ
て
、
卓
上
ラ
イ
ト
の
光
に

照
ら
さ
れ
て
、
け
っ
こ
う
い
い
感
じ
で
す
。
色
合
わ

せ
か
、
形
の
バ
ラ
ン
ス
か
、
そ
れ
と
も
ぼ
く
の
気
分

に
よ
る
の
か
、
と
も
か
く
、
い
い
感
じ
で
す
。
し
か

し
こ
の
い
い
感
じ
っ
て
、
な
ん
な
の
で
し
ょ
う
。

　

と
、
こ
う
い
う
具
合
に
美
術
も
楽
し
め
る
と
思
う

の
で
す
。
意
味
の
な
い
気
ま
ぐ
れ
な
机
上
の
配
置
に

ふ
と
見
入
る
と
き
の
よ
う
に
、
目
に
見
え
て
い
る
調

子
と
い
う
か
、
雰
囲
気
と
い
う
か
、
い
い
感
じ
の
「
感

じ
」
に
あ
た
る
と
こ
ろ
を
、
て
い
ね
い
に
目
の
中
で

転
が
し
て
ほ
し
い
わ
け
で
す
。
今
回
は
、
こ
の
あ
い

ま
い
な
「
感
じ
」
の
、
ご
く
微
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

観
測
方
法
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

美
術
を
見
る
と
い
う
、
刺
激
が
と
て
も
小
さ
い
感

覚
を
味
わ
う
こ
と
は
、
人
に
よ
っ
て
は
な
か
な
か
耐

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
正
座
で
足
が
し
び
れ
る
み
た
い

に
、
目
は
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
。
モ
ン
ド
リ
ア

ン
の
「
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
・
ブ
ギ
ウ
ギ
」
は
、
む
し

ろ
そ
ん
な
せ
っ
か
ち
な
目
に
は
あ
り
が
た
い
作
品
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
何
し
ろ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
た
く
さ
ん

あ
る
の
で
す
。
ま
ず
、
こ
れ
は
作
者
の
人
生
最
後
の

完
成
作
。
三
年
前
の
一
九
四
〇
年
、
戦
火
を
逃
れ
て

米
国
に
亡
命
し
て
き
た
七
一
歳
の
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
都
市
風
景
と
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
大

衆
音
楽
に
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の

集
大
成
が
こ
の
作
品
。
タ
イ
ト
ル
も
わ
か
り
や
す
い
。

縦
横
の
ラ
イ
ン
は
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
街
並
み
、
彩
り

ブロードウェイ・ブギウギ　［油彩・キャンヴァス／ 127 × 127cm］1942 〜 43　ピエト・モンドリアン［1872 〜 1944］　ニューヨーク近代美術館
photo:UNIPHOTO PRESS
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は
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
に
輝
く
電
飾
で
し
ょ
う
か
。
限

ら
れ
た
色
の
反
復
は
も
ち
ろ
ん
ブ
ギ
ウ
ギ
の
リ
ズ
ム

で
し
ょ
う
。

　

け
れ
ど
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
こ
の
絵
を
見
た
と
き

の
「
明
る
い
感
じ
」「
楽
し
い
感
じ
」
を
も
う
一
段
深

く
す
る
の
に
充
分
で
し
ょ
う
か
？　

背
景
の
知
識
は
、

む
し
ろ
目
の
し
び
れ
を
加
速
し
か
ね
ま
せ
ん
。「
感

じ
」
の
袋
小
路
を
、
い
か
に
回
避
す
る
か
。
そ
し
て
、

い
か
に
見
る
時
間
を
持
続
さ
せ
る
か
。
こ
こ
に
知
恵

を
働
か
せ
る
余
地
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　

こ
の
絵
の
ダ
イ
ゴ
ミ
は
、
や
は
り
画
家
が
ほ
れ
た

ブ
ギ
ウ
ギ
と
、
色
と
形
の
リ
ズ
ム
の
シ
ン
ク
ロ
具
合

で
す
。
な
ら
ば
い
っ
そ
、
こ
の
絵
を
見
な
が
ら
ブ
ギ

ウ
ギ
を
鳴
ら
し
て
み
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
手
拍

子
と
ス
テ
ッ
プ
を
加
え
れ
ば
い
っ
そ
う
愉
快
。
歌
詞

も
つ
け
ま
し
ょ
う
。「
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
・
ブ
ギ
ウ

ギ 

リ
ズ
ム
ウ
キ
ウ
キ 

心
ズ
キ
ズ
キ
ワ
ク
ワ
ク
…
…
」

い
や
こ
れ
は
「
東
京
ブ
ギ
ウ
ギ
」
か
ら
の
拝
借
で
す

が
、
そ
も
そ
も
、
リ
ズ
ム
や
響
き
の
組
合
せ
が
何
よ

り
大
切
な
歌
詞
な
ど
の
韻
文
は
、
相
性
が
抜
群
で
当

然
。
美
術
館
で
も
、
ほ
ん
と
は
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り

呑
ん
だ
り
し
な
が
ら
見
れ
ば
き
っ
と
わ
か
り
や
す
く

な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
（
類
推
）
を
つ
な
げ
て
微

弱
な
「
感
じ
」
を
増
幅
さ
せ
た
わ
け
で
す
。
左
の
図
は
、

詩
人
の
新
国
誠
一
に
よ
る
こ
の
方
法
の
実
践
例
。
新

国
は
、「
触
る
」
と
い
う
感
覚
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
、
文

字
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
よ
っ
て
増
幅
さ
せ
ま
し
た
。
さ

あ
み
な
さ
ん
も
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
俳
句
は
ど
ん

な
形
で
、
盆
踊
り
は
ど
ん
な
色
で
し
ょ
う
？

成
相 

肇　

な
り
あ
い
・
は
じ
め

東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
学
芸
員
。
一
九
七
九
年
生
ま
れ
。

府
中
市
美
術
館
学
芸
員
を
経
て
、
二
〇
一
二
年
か
ら
現
職
。
主
な
企

画
展
に
「
石
子
順
造
的
世
界
」、「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
、
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・

ジ
ャ
パ
ン
」
な
ど
。

触る　1972　新国誠一［1925 〜 77］
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は
じ
め
に

　
「（
彫
刻
作
品
を
見
て
）
ね
え
ね
え
、
こ

れ
何
で
で
き
て
い
る
の
？
」「（
油
絵
を
見

て
）
こ
れ
っ
て
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
絵

の
具
と
い
っ
し
ょ
？
」「（
リ
ト
グ
ラ
フ
の

作
品
を
見
て
）
こ
れ
も
版
画
な
の
？ 

ど

ん
な
イ
ン
ク
を
使
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」

　

図
画
工
作
の
指
導
で
、
美
術
作
品
の
図

版
を
使
っ
て
ア
ー
ト
・
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
、

話
し
合
っ
た
り
し
て
い
る
と
聞
こ
え
る
子

ど
も
た
ち
の
発
言
で
す
。
興
味
深
く
作
品

を
鑑
賞
し
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
美

術
作
品
は
ど
こ
か
非
日
常
の
も
の
で
あ
り
、

特
別
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
気
が

し
て
い
ま
す
。
特
別
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ

意
欲
的
に
「
見
る
」
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
が
、
特
別
な
も
の
故
に
学
ん
だ
こ
と
と

子
ど
も
た
ち
の
日
常
が
繋
が
り
に
く
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
も
あ
り
ま
す
。

授
業
の
中
で
見
た
美
術
作
品
と
、
廊
下
に

飾
ら
れ
た
自
分
た
ち
の
作
品
や
教
室
に
飾

ら
れ
て
い
る
花
、
使
っ
て
い
る
筆
箱
の
デ

ザ
イ
ン
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
別
物
で

あ
る
こ
と
が
多
そ
う
で
す
。

授
業
実
践

導
入
で

　

本
題
材
は
、
与
え
ら
れ
た
四
角
形
の

カ
ー
ド
（
は
が
き
１
／
３
程
度
）
を
、
自

分
で
選
ん
だ
場
所
と
同
じ
色
に
着
色
し
た

り
、
同
じ
模
様
を
そ
の
形
や
色
な
ど
を
慎

重
に
見
な
が
ら
か
き
込
ん
だ
り
し
て
隠
し

て
し
ま
う
と
い
う
活
動
を
楽
し
む
、
表
現

と
一
体
化
し
た
鑑
賞
の
題
材
で
す
。
カ
ー

ド
を
隠
す
た
め
に
絵
の
具
や
コ
ン
テ
、
色

鉛
筆
な
ど
を
工
夫
し
て
使
い
な
が
ら
表
現

す
る
中
で
、
何
度
も
形
や
色
な
ど
の
造
形

要
素
と
対
峙
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

活
動
内
容
を
提
案
し
た
後
、
絵
の
具
と

コ
ン
テ
、
色
鉛
筆
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を

話
し
合
い
し
つ
つ
、
子
ど
も
が
気
づ
い
て

い
な
い
点
に
つ
い
て
は
指
導
し
ま
す
。

　

話
し
合
い
が
終
わ
る
と
部
屋
の
中
や
廊

下
を
慎
重
に
見
て
ま
わ
り
、
場
所
選
び
を

し
ま
す
。
建
物
の
中
で
す
か
ら
人
工
的
に

着
色
さ
れ
た
場
所
が
多
い
の
で
す
が
、
そ

こ
に
付
い
て
い
る
模
様
や
汚
れ
、
傷
な
ど

も
じ
っ
く
り
と
見
て
い
ま
し
た
。

　

場
所
が
決
ま
っ
た
子
ど
も
か
ら
、
パ

レ
ッ
ト
に
絵
の
具
を
出
し
始
め
ま
す
。
そ

し
て
ま
る
で
「
挑
む
」
よ
う
に
絵
の
具
を

混
色
し
て
い
き
ま
し
た
。

活
動
の
様
子

　
「
白
だ
と
思
っ
た
け
ど
、
少
し
黄
色
っ

ぽ
い
な
」「
凸
凹
が
あ
る
か
ら
そ
の
影
で

少
し
暗
く
な
る
ん
だ
な
」

　

子
ど
も
た
ち
は
場
所
の
色
や
模
様
を
見

な
が
ら
材
料
を
選
び
、
工
夫
し
な
が
ら
表

現
を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。

①
場
所
の
色
や
模
様
な
ど
を
見
る

②
パ
レ
ッ
ト
の
絵
の
具
の
色
を
見
る

③
混
色
し
て
で
き
た
絵
の
具
を
付
け
た
筆

先
を
見
る

④
筆
先
を
選
ん
だ
場
所
に
近
付
け
交
互
に

見
る

⑤
決
心
し
た
よ
う
に
カ
ー
ド
を
着
色
す
る

⑥
カ
ー
ド
を
場
所
に
あ
て
が
い
、
に
っ
こ

り
笑
っ
た
り
首
を
か
し
げ
た
り
、
ま
た
そ

ば
に
い
る
私
や
友
だ
ち
に
意
見
を
求
め
た

り
す
る

と
い
っ
た
様
子
が
見
て
取
れ
ま
す
。
こ
れ

が
、
絵
の
具
で
な
く
コ
ン
テ
で
あ
れ
ば

削
っ
た
り
す
り
込
ん
だ
り
し
て
、
同
じ
よ

う
な
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
す
。
ど
う
し
て

も
選
ん
だ
場
所
の
様
子
に
近
付
け
な
い
と

き
に
は
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
て
く
る
子

ど
も
も
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
私
も
一

緒
に
考
え
ま
す
。
ま
た
、
よ
く
似
た
場
所

カ
ー
ド
を
か
く
せ
！

京
都
光
華
女
子
学
園　

光
華
小
学
校　

宮
川
紀
宏

授業実践
学びのフロンティア
5・6 年向き

表
現
と
一
体
化
し
た
鑑
賞
の
ス
ス
メ
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を
選
ん
で
い
る
友
だ
ち
と
の
交
流
の
中
で

解
決
し
て
い
く
児
童
も
多
く
い
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　

活
動
の
ま
と
め
と
し
て
自
分
の
カ
ー
ド

を
選
ん
だ
場
所
に
か
く
し
、
お
互
い
に
鑑

賞
し
合
い
ま
し
た
。

　
「
こ
れ
、
言
わ
れ
な
い
と
気
づ
か
な
い

ね
」「
こ
れ
は
少
し
赤
す
ぎ
か
な
」「
本
物

の
チ
ョ
ー
ク
を
使
う
な
ん
て
、
思
い
つ

か
な
か
っ
た
よ
」「
柱
の
錆
の
カ
サ
カ
サ

し
た
感
じ
が
色
鉛
筆
で
も
で
る
ん
だ
な
」

「
か
か
れ
て
あ
っ
た
絵
の
具
の
汚
れ
が
本

物
の
汚
れ
の
よ
う
で
び
っ
く
り
し
た
」
な

ど
、
経
験
し
た
か
ら
こ
そ
の
感
想
が
生
ま

れ
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
、
徹
底
的
に

見
る
と
い
う
活
動
を
終
え
ま
し
た
。

　
「
思
っ
て
い
た
色
と
全
然
違
っ
た
色
だ

と
い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
」「
何
度

も
繰
り
返
し
色
を
塗
り
直
し
て
い
る
と
、

愛
着
が
わ
き
ま
し
た
」「
う
ま
く
か
く
せ

な
か
っ
た
け
ど
、
色
っ
て
奥
が
深
い
な
あ

と
思
い
ま
し
た
」
と
い
っ
た
感
想
の
言
葉

か
ら
も
「
身
近
な
美
術
」
に
気
付
く
機
会

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

photo: Kazue Kawase(YUKAI)

指 導 計 画

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

3 時間

Ｂ鑑賞

画用紙、水彩絵の具、コンテ、色
鉛筆など

自分で選んだ身近な場所に擬態する
ようカードを着色する活動を通して、
形や色などをとらえる。

●カードをかくしたい場所を選ぶ。
●複合的に材料を工夫して活動をす
すめ、カードをかくそうとする活動か
ら選んだ場所の形や色、テクスチャー
などを積極的にとらえる。
●友人の作品を見たり、もらったア
ドバイスなどを参考にしたりしながら、
さらに隠れるように表現を続ける。　
●互いに隠したカードを探しあい鑑賞
する。

●選んだ身近な場所と同じようにカー
ドを着色する活動を通して形や色な
どの面白さを味わおうとしている（造
形への関心・意欲・態度）
●選んだ場所の形や色などの特徴を
とらえている（鑑賞の能力）　　
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は
じ
め
に

　

美
術
の
授
業
で
生
徒
は
自
分
な
り
の
イ

メ
ー
ジ
を
も
っ
て
活
動
に
取
り
組
み
ま
す
。

し
か
し
そ
の
際
、
自
分
だ
け
で
完
結
せ
ず
、

他
者
と
か
か
わ
り
、
互
い
に
感
性
を
刺
激

し
合
う
こ
と
で
、
徐
々
に
自
尊
感
情
も
高

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
し
て
使
用
す

る
場
面
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
感
性

を
刺
激
し
合
う
た
め
の
仕
掛
け
と
す
る
こ

と
を
考
え
ま
し
た
。

　

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
は
、
カ
メ
ラ
、
録

音
機
能
が
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
毎

回
の
授
業
で
生
徒
に
制
作
途
中
の
作
品
を

撮
影
さ
せ
て
、
そ
の
画
像
を
基
に
、
毎
回

の
振
り
返
り
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て

練
り
合
う
時
間
を
設
け
た
の
で
す
。
話
し

合
い
を
録
音
す
る
こ
と
で
、
生
徒
に
は
発

表
す
る
と
い
う
意
識
が
備
わ
り
ま
す
。
個

人
で
の
制
作
が
中
心
に
な
る
活
動
に
お
い

て
も
、
他
者
に
伝
え
る
こ
と
を
前
提
に
タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
う

ま
く
使
え
る
と
考
え
ま
し
た
。

手
立
て
と
子
ど
も
の
学
び

　

こ
の
「
マ
イ
・
オ
リ
ジ
ナ
ル
カ
レ
ン

ダ
ー
」
の
題
材
で
は
、
何
年
の
何
月
を
デ

ザ
イ
ン
す
る
の
か
は
自
由
で
す
。「
な
ぜ

こ
の
月
に
す
る
の
？
」
と
聞
く
と
、「
自

分
が
二
十
歳
に
な
る
年
の
月
だ
か
ら
」「
自

分
が
生
ま
れ
た
年
の
月
を
選
ん
だ
」
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
思
い
入
れ
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら

主
題
が
生
ま
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

一
年
生
で
の
デ
ザ
イ
ン
の
基
本
の
学
習

を
生
か
し
て
、
自
然
物
を
モ
チ
ー
フ
に

デ
ザ
イ
ン
化
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
モ

チ
ー
フ
選
び
も
、
カ
レ
ン
ダ
ー
の
機
能
を

考
え
、
選
ん
だ
月
の
季
節
感
な
ど
が
表
れ

る
よ
う
に
考
え
ま
す
。
こ
こ
で
も
う
ま
く

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
活
用
で
き
ま
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
画
像
検
索
で
す
。
例
え

ば
タ
マ
ネ
ギ
を
調
べ
る
に
し
て
も
、
タ
マ

ネ
ギ
が
一
つ
だ
け
写
っ
て
い
る
画
像
も
あ

れ
ば
、
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
し
、
断
面
が
わ
か
る
も
の
も
あ
り

ま
す
。
同
じ
も
の
で
も
多
様
な
画
像
が
一

挙
に
見
ら
れ
る
の
は
便
利
で
す
。

　

モ
チ
ー
フ
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
と
ら

え
る
の
か
、
画
面
の
中
心
に
一
つ
だ
け
置

く
の
か
、
反
復
さ
せ
る
の
か
な
ど
、
具
体

的
な
構
想
に
発
展
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

　

表
現
方
法
は
ポ
ス
タ
ー
カ
ラ
ー
で
の
彩

色
が
基
本
で
す
が
、
表
し
た
い
こ
と
に
合

わ
せ
て
方
法
を
工
夫
す
る
よ
う
に
伝
え
ま

す
。
モ
チ
ー
フ
を
反
復
す
る
デ
ザ
イ
ン
な

ら
、
コ
ピ
ー
を
し
て
も
よ
い
で
す
し
、
モ

チ
ー
フ
を
切
り
抜
い
て
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ

う
に
表
現
し
て
も
よ
い
で
す
。

　

生
徒
に
は
、
工
夫
し
た
と
こ
ろ
、
つ
ま

ず
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
撮
影
し
て
記
録
す

る
よ
う
に
伝
え
ま
す
。
撮
影
す
る
タ
イ
ミ

マ
イ
・
オ
リ
ジ
ナ
ル
カ
レ
ン
ダ
ー

タ
ブ
レ
ッ
ト
で
進
む「
協
働
」の
学
び

愛
媛
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校　

大
川
博
司

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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ン
グ
は
、
毎
回
の
授
業
開
始
時
だ
っ
た
り
、

制
作
の
途
中
だ
っ
た
り
、
生
徒
の
判
断
に

任
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
必
ず
授
業
の
最
後

に
は
四
人
の
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、
考
え

た
こ
と
な
ど
を
共
有
す
る
時
間
を
設
け
ま

す
。
こ
の
時
、
話
し
合
い
を
必
ず
録
音
さ

せ
る
こ
と
で
、
後
で
教
師
が
評
価
な
ど
に

生
か
せ
る
の
も
利
点
で
す
。

お
わ
り
に

　

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
は
、
恒
常
的
に
活
用

す
る
こ
と
で
、
積
極
的
に
自
己
を
開
い
て

他
者
に
働
き
か
け
る
姿
勢
を
、
生
徒
に
身

に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
す
。
話

し
合
い
の
活
動
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
で
、

少
し
ず
つ
自
分
の
表
現
意
図
に
つ
い
て
自

信
を
も
っ
て
説
明
し
た
り
、
互
い
の
ア
イ

デ
ア
を
認
め
合
っ
た
り
す
る
雰
囲
気
が
育

ち
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

個
人
で
の
活
動
が
主
に
な
る
制
作
活
動

に
お
い
て
も
、
振
り
返
り
を
共
有
＝
「
協

働
」
す
る
こ
と
で
、
互
い
に
刺
激
し
合
い
、

作
品
の
完
成
と
い
う
大
き
な
目
標
の
た
め

に
前
向
き
に
努
力
を
す
る
よ
う
に
さ
せ
た

い
で
す
。

指 導 計 画

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

12 時間

A 表現（2）（3）

タブレット型パソコン、画用紙、鉛筆、
ポスターカラー、定規など

カレンダーとしての機能を踏まえて季
節感のある画面を構成し、色彩を工
夫して表現する。

アイデアスケッチや配色計画を通し
て季節感のあるカレンダーのイメージ
を固め、ポスターカラーで彩色する。
表現活動を振り返り、相互評価及
び自己評価を行う。

●生活に潤いを与える視覚伝達デザ
インに関心をもち、自分らしい表現
を工夫しようと主体的に取り組もうと
する（美術への関心・意欲・態度）
●形や色彩などの効果を生かしてわ
かりやすさや美しさなどを考え、表現
の構想を練り深める（発想や構想の
能力）
●自分の表現意図に合う表現方法
を工夫するなどして創造的に表現する

（創造的な技能）
●デザインの目的や機能と調和のと
れた表現の工夫を感じ取り、自分
の価値観をもって刺激し合うことで、
美意識を高め幅広く味わう（鑑賞の
能力）

Photo: Kazue Kawase (YUKAI)21 | 308 | forme
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曽
谷
朝
絵

第
十
一
回

文 : 田野隆太郎
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初
め
て
見
た
彼
女
の
作
品
は
、
白
い
壷

の
よ
う
な
も
の
を
真
上
か
ら
捉
え
た
小
さ

な
油
絵
だ
っ
た
。
壷
の
中
に
は
水
が
張
ら

れ
て
い
る
。
表
面
に
あ
る
波
紋
は
大
小
重

な
り
あ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
を

崩
さ
な
い
。
画
面
全
体
は
、
大
き
く
わ
け

て
青
か
ら
黄
、
そ
し
て
緑
へ
と
変
化
す
る

色
の
つ
ら
な
り
が
あ
り
、
暖
色
の
ア
ク
セ

ン
ト
が
入
っ
て
い
る
。
波
は
独
立
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
色
を
持
つ
が
、
そ
れ
ら
が
混
じ

り
、
濁
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

　

壷
や
水
と
い
っ
た
具
体
的
な
モ
チ
ー
フ

は
あ
る
。
静
物
画
に
仕
上
げ
る
こ
と
も
可

能
だ
。
だ
が
、
そ
う
し
な
い
。
モ
チ
ー
フ

の
個
別
の
形
や
色
を
一
旦
整
理
し
、
そ
れ

ら
を
単
純
化
し
た
上
で
描
き
だ
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
は
み
た
が
、
こ
れ
は

絵
の
前
に
立
ち
、
目
に
映
っ
た
そ
の
ま
ま

の
こ
と
だ
。
構
造
を
説
明
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
で
も
対
象
が
魅
力
的
な
ら
、
ま
だ
発

見
さ
れ
て
い
な
い
特
長
を
見
つ
け
、
そ
れ

に
拮
抗
で
き
る
言
葉
で
表
し
て
み
た
い
と

思
う
。
だ
か
ら
、
作
品
の
前
で
意
識
を
集

中
さ
せ
て
み
る
。
だ
が
、
頭
で
は
簡
単
に

解
釈
さ
せ
て
く
れ
な
い
。
ど
う
も
こ
の
絵

は
、
自
分
の
感
覚
と
い
う
も
の
に
ダ
イ
レ

ク
ト
に
訴
え
か
け
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

　

絵
の
前
に
立
っ
て
た
だ
感
じ
れ
ば
い
い
。

解
釈
す
る
よ
り
も
、
見
る
こ
と
、
そ
れ
自

体
を
続
け
れ
ば
い
い
…
…
自
分
の
悩
み
を

尻
目
に
、
絵
が
そ
う
言
っ
て
い
る
気
が
す

る
。
ゆ
る
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
こ
の
絵
に

は
、
言
葉
で
の
修
飾
を
拒
む
ほ
ど
の
強
さ

が
潜
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

作
者
の
名
は
、
曽
谷
朝
絵
。
彼
女
が
生

み
だ
す
作
品
に
は
、
ど
ん
な
特
長
が
あ
る

の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
一
旦
絵
か

ら
離
れ
て
み
る
と
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

卑
近
な
例
だ
が
、
先
日
ラ
ジ
オ
の
音
楽
番

組
に
自
分
が
リ
ク
エ
ス
ト
し
た
時
の
こ
と

を
記
し
た
い
。

　

そ
の
番
組
は
リ
ク
エ
ス
ト
の
テ
ー
マ
を

定
め
ず
、
リ
ス
ナ
ー
に
任
意
で
曲
を
募
る
。

横
浜
の
局
な
の
で
、自
分
が
日
頃
「
横
浜
っ

ぽ
い
」
と
感
じ
て
い
る
曲
を
送
っ
た
。
外

国
人
歌
手
が
歌
う
ソ
ウ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
。

詞
に
は
、
横
浜
に
触
れ
た
個
所
は
な
い
が
、

聞
く
た
び
に
な
ぜ
か
横
浜
を
連
想
す
る
曲

だ
っ
た
。　

　

Ｄ
Ｊ
は
「
ど
こ
が
横
浜
っ
ぽ
い
の
か
教

え
て
ほ
し
い
」
と
一
言
添
え
、
リ
ク
エ
ス

ト
を
流
し
た
。
曲
を
聞
き
な
が
ら
わ
か
っ

た
の
は
、
自
分
で
言
い
だ
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
を
こ
れ
ま
で
考
え
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

自
問
し
つ
つ
ネ
ッ
ト
を
眺
め
て
い
て
、

驚
い
た
。
番
組
リ
ス
ナ
ー
が
次
々
に
反
応

し
て
い
た
か
ら
だ
。「
言
葉
で
は
表
現
し
づ

ら
い
け
ど
、
た
し
か
に
横
浜
っ
ぽ
い
」「
横

浜
と
い
う
よ
り
、
カ
タ
カ
ナ
の
ヨ
コ
ハ
マ

か
な
」「
何
と
な
く
本
牧
あ
た
り
だ
よ
な
」

…
…
意
外
だ
っ
た
。
勝
手
な
先
入
観
が
、

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
賛
同
さ
れ
た
の
か
。

　

曲
と
町
に
、
目
に
見
え
る
関
係
性
は
な

い
。
ゆ
え
に
、
リ
ス
ナ
ー
た
ち
は
、
曲
か

ら
連
想
し
た
あ
る
「
感
覚
」
だ
け
で
つ
な

が
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
よ
う

だ
っ
た
。
自
分
も
実
際
そ
う
だ
っ
た
。

　

曽
谷
の
絵
の
周
辺
に
も
、
こ
れ
と
似
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。
描
か
れ
た
絵
の
意
図
を
、
鑑
賞
者
が

改
め
て
言
葉
に
置
き
換
え
な
く
て
も
、
絵

を
見
て
受
け
た
「
感
覚
」
だ
け
で
理
解
で

き
て
し
ま
う
…
…
そ
ん
な
関
係
。
鮮
烈
に

デ
ビ
ュ
ー
し
た
バ
ス
タ
ブ
の
作
品
に
し
て

も
そ
う
だ
。

　
「
絵
っ
て
平
面
だ
け
ど
、
た
と
え
ば
お
風

呂
に
入
っ
た
時
の
感
じ
…
…
水
に
触
れ
た

り
、湯
気
を
感
じ
て
血
の
循
環
が
よ
く
な
っ

た
り
、
心
臓
が
鼓
動
し
た
り
。
そ
う
い
う

触
覚
を
も
っ
て
、
見
て
い
る
人
を
包
む
装

置
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ

た
ん
で
す
」

　

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
絵
画
で
は
触
れ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
領
域
の
話
を
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
日
常
生
活
で
気
に
か
か
っ
て

い
た
こ
と
や
、
意
識
の
下
に
隠
れ
、
取
り

立
て
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。
自
分

で
は
説
明
し
づ
ら
か
っ
た
感
覚
が
、
一
枚

あ
え
て
言
葉
に
し
な
い
が
、
日
常
生
活
で
気
に
な
る
“
あ
の
感
覚
”。

そ
れ
は
、
自
分
の
深
い
と
こ
ろ
で
何
か
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
。

絵
は
、
感
覚
を
伝
え
る
た
め
の
装
置
。

な
ら
ば
、
装
置
が
結
ぶ
何
か
と
は
、
鑑
賞
す
る
わ
た
し
た
ち
。

こ
の
絵
が
静
か
に
覚
醒
さ
せ
る
の
は
、
鈍
り
ゆ
く
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
だ
。

カラーインクを用いたドローイング。
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の
絵
と
し
て
目
の
前
に
現
れ
た
こ
と
に
わ

た
し
た
ち
は
驚
く
。
尚
か
つ
そ
れ
が
、
見

る
こ
と
の
快
感
と
共
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

だ
か
ら
、
鑑
賞
者
の
中
に
感
動
が
膨
ら
み

続
け
る
。
好
き
な
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
は
、
い

つ
ま
で
も
聞
い
て
い
た
い
。
彼
女
の
絵
の

前
に
立
つ
こ
と
は
、
音
楽
を
聞
く
行
為
に

近
い
の
で
は
な
い
か
。

　
「
な
ぜ
バ
ス
タ
ブ
を
描
い
た
の
か
と
い
う

と
、
そ
れ
は
自
分
の
よ
く
知
っ
て
い
る
こ

と
で
な
い
と
人
を
説
得
で
き
な
い
と
思
っ

た
か
ら
で
す
。
人
の
顔
も
描
い
て
み
た
け

ど
、
家
族
で
あ
っ
て
も
よ
く
知
ら
な
い
。

一
番
実
感
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
は
錯

覚
で
あ
っ
て
も
自
分
の
身
体
で
直
接
感
じ

と
っ
た
情
報
だ
と
思
う
ん
で
す
。
普
段
の

生
活
で
は
わ
ざ
わ
ざ
人
に
説
明
し
た
り
し

な
い
け
ど
も
、
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
」

　

そ
う
実
際
に
聞
い
て
も
、
彼
女
が
“
感

覚
を
表
現
す
る
”
と
い
う
難
題
に
挑
戦
し

続
け
て
い
る
こ
と
が
不
思
議
だ
。
い
く
ら

実
感
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
感
覚
と
い

う
も
の
は
個
人
の
主
観
で
し
か
な
い
。
絵

を
見
る
だ
け
で
、
作
者
と
同
じ
よ
う
な
感

覚
が
得
ら
れ
る
…
…
そ
ん
な
高
度
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
一
か
ら
つ
く
り

だ
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
か
ら
だ
。

　

彼
女
は
、
実
際
の
バ
ス
タ
ブ
や
、
そ
の

写
真
を
見
な
が
ら
描
い
て
い
な
い
と
い
う
。

こ
れ
は
、個
人
的
な
も
の
で
し
か
な
い
「
感

覚
」
に
普
遍
性
を
も
た
せ
る
た
め
の
仕
掛

け
だ
ろ
う
。

　

バ
ス
タ
ブ
の
作
品
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は

入
浴
時
の
記
憶
か
ら
、
身
体
全
体
で
受
け

取
っ
た
「
感
覚
」
を
た
ぐ
り
よ
せ
る
。
そ

こ
か
ら
気
に
か
か
っ
た
断
片
を
取
り
出
し
、

自
分
で
納
得
が
い
く
ま
で
咀
嚼
す
る
。
そ

う
し
て
混
ざ
り
合
っ
た
「
実
感
」
と
呼
べ

る
も
の
を
、
改
め
て
キ
ャ
ン
バ
ス
に
構
成

す
る
。
あ
く
ま
で
も
、
鑑
賞
者
を
“
包
む

よ
う
な
装
置
”
を
つ
く
る
た
め
に
、
個
人

的
な
感
覚
を
他
人
が
頷
け
る
も
の
へ
と
慎

重
に
変
換
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

描
い
た
ら
、
一
旦
絵
か
ら
離
れ
、
遠
く

か
ら
眺
め
る
。
そ
の
作
業
を
、
彼
女
は
必

要
以
上
に
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
。
描

く
時
間
よ
り
も
、
離
れ
て
見
る
時
間
の
方

が
長
い
。
独
り
よ
が
り
に
な
ら
な
い
よ
う
、

第
三
者
と
し
て
厳
し
く
見
て
い
る
わ
け
だ
。

　
「
感
覚
」
を
伝
え
る
方
法
は
わ
か
っ
た
。

し
か
し
、
ま
だ
疑
問
が
残
る
。

　

彼
女
は
、
社
会
へ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の

た
め
に
絵
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
現
代
美
術
の
時
流
に
乗
っ
た

商
業
的
な
作
品
で
も
な
い
。
い
わ
ば
テ
ー

マ
に
し
や
す
い
も
の
を
選
ば
ず
、“
あ
る
感

覚
を
伝
え
た
い
”
と
い
う
内
的
な
発
露
か

ら
出
発
し
、
軸
を
ぶ
ら
さ
ず
貫
徹
さ
せ
て

い
る
。
は
た
し
て
、
そ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
だ
け
で
、
長
年
、
絵
を
描
き
続
け
ら
れ

る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。

　
「
絵
を
描
き
は
じ
め
る
と
、
作
品
の
中
に

“
命
”
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
命
が
『
こ
う
し
て
く
れ
た

ら
も
っ
と
素
敵
に
な
る
の
よ
』
と
い
う
声

を
発
し
は
じ
め
る
。
そ
れ
が
も
の
凄
く
強

い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
そ
の
命
の
た
め

に
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
を
考
え
る
ん
で

す
」

　

幼
い
頃
か
ら
、
こ
う
し
て
絵
と
話
を
続

け
て
き
た
。
い
つ
も
両
親
が
ク
レ
ヨ
ン
や

広
告
チ
ラ
シ
を
机
に
置
い
て
く
れ
て
い
た

の
で
自
然
と
描
き
は
じ
め
た
。
幼
稚
園
か

ら
帰
る
バ
ス
の
中
で
も
絵
と
対
話
し
て
い

た
と
い
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
絵
だ
け
で
は
な
く
ピ
ア
ノ

や
水
泳
も
や
っ
た
。
で
も
、
彼
女
が
や
め

た
い
と
言
え
ば
、
両
親
は
意
志
を
尊
重
し

て
く
れ
た
。
だ
か
ら
習
い
事
で
時
間
を
埋

め
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
自
分
が
何
を

好
き
で
、
何
を
や
り
た
い
の
か
を
考
え
る

た
め
の
時
間
が
持
て
た
と
い
う
。
そ
の
時

間
の
中
で
、
も
の
を
つ
く
る
こ
と
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
育
ま
れ
て
い
っ
た
。
芸
大

受
験
の
た
め
予
備
校
に
入
り
、
技
術
に
長

け
た
浪
人
生
を
見
て
も
慌
て
な
か
っ
た
。

　
「
も
ち
ろ
ん
、
上
手
い
人
の
技
術
を
取
り

入
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
そ
れ

よ
り
も
自
分
が
描
い
て
い
る
絵
や
、
描
く

対
象
そ
の
も
の
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
の

方
が
強
い
ん
で
す
よ
ね
。
人
の
真
似
を
し

よ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
の
人
の
中
で
続
い

て
き
た
ス
ト
ー
リ
ー
と
私
の
ス
ト
ー
リ
ー

は
違
う
の
で
、
そ
の
ま
ま
真
似
し
て
も
無

駄
。
結
局
は
、
自
分
と
の
対
話
が
な
い
と

強
い
作
品
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
」

　

一
貫
し
た
姿
勢
は
、
大
学
入
学
後
、
自

分
の
テ
ー
マ
を
見
つ
け
出
す
必
要
に
迫
ら

れ
た
時
に
活
き
て
き
た
。
絵
に
、
そ
し
て

自
分
に
向
き
合
え
ば
取
り
組
む
べ
き
課
題

は
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
彼
女
が
自
覚

的
に
行
っ
た
の
は
、“
い
ま
実
感
し
て
い
る
”

そ
の
感
覚
に
向
き
合
う
こ
と
だ
っ
た
。

　
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
は
、
周
囲
を
見

て
、
自
分
が
で
き
る
こ
と
は
何
か
と
い
う

こ
と
は
考
え
ま
す
。
で
も
、
つ
く
っ
て
い

て
実
感
が
あ
る
も
の
、
こ
れ
は
自
分
が
や

る
べ
き
こ
と
な
ん
だ
、と
い
う
こ
と
を
や
っ

て
い
る
時
の
感
覚
は
、
仮
の
も
の
を
や
る

時
と
は
ち
が
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
、
自
分

は
実
感
が
あ
る
も
の
を
選
ん
で
き
た
っ
て

い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
仕

事
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
絵
と

対
話
し
続
け
て
い
る
ん
で
す
」

　

曽
谷
は
若
く
し
て
多
く
の
賞
を
取
り
、

脚
光
を
浴
び
た
。
近
年
は
絵
画
だ
け
に
安

住
せ
ず
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
パ
ブ

リ
ッ
ク
ア
ー
ト
へ
も
創
作
の
場
を
拡
げ
て

い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
い
く
ら
メ
デ
ィ

ア
が
変
わ
ろ
う
が
、
一
度
生
ま
れ
た
“
命
”

は
消
え
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の
中
に
現

れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
命
を
育
て
続

け
て
い
く
こ
と
が
、
作
家
と
し
て
の
存
在

理
由
に
も
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い

い
状
態
を
維
持
す
る
に
は
、
一
時
の
感
覚

に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
、
確
か
な
感
覚
を

見
極
め
、
対
話
を
続
け
る
努
力
が
必
要
に

な
る
。

　

だ
が
、
対
話
の
際
、
自
分
の
意
に
沿
う

感
覚
だ
け
を
抽
出
し
て
い
て
は
作
品
が
非

常
に
浅
薄
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
色
が
綺
麗
。
形
が
美
し
い
。
そ

う
一
言
で
表
せ
る
絵
が
あ
っ
て
も
い
い
。

で
も
、
技
術
に
長
け
た
だ
け
の
絵
な
ら
、

百
年
後
、
千
年
後
の
世
に
残
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。
残
る
の
は
、
後
世
の
人
々
も

納
得
で
き
る
、
あ
る
普
遍
の
感
覚
が
宿
る

作
品
だ
。
曽
谷
は
筆
を
握
る
時
、
自
分
に

正
直
に
、
い
ま
実
感
し
て
い
る
こ
と
に
向

き
合
っ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ

ま
な
記
憶
を
も
呼
び
起
こ
し
て
い
る
の
で

1
126,991,255

 forme | 308 | 24



は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
過
去
の
後
悔
や
判

断
に
悩
ん
だ
こ
と
に
も
思
い
を
馳
せ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

　

心
か
ら
嬉
し
い
と
感
じ
た
出
来
事
を
、

迷
っ
た
末
に
自
分
の
中
だ
け
に
押
し
と
ど

め
て
し
ま
っ
た
こ
と
。誰
か
に
伝
え
た
か
っ

た
が
、
結
局
は
そ
れ
が
些
細
な
こ
と
だ
と

諦
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
…
…
そ
ん
な
言
葉

に
で
き
な
い
感
覚
。
彼
女
は
、
感
覚
の
負

の
面
に
、
他
人
が
頷
け
る
普
遍
性
が
あ
る

の
を
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

彼
女
の
絵
の
前
に
立
っ
た
時
、
言
葉
が

出
な
か
っ
た
の
は
、
人
生
の
陰
影
が
垣
間

見
え
た
か
ら
だ
と
思
う
。
無
類
の
色
彩
感

覚
で
わ
た
し
た
ち
を
魅
了
す
る
絵
の
深
層

に
は
、
曽
谷
の
中
で
納
得
し
て
き
た
さ
ま

ざ
ま
な
感
覚
、
い
わ
ば
、
生
き
た
証
の
よ

う
な
も
の
が
刻
ま
れ
て
い
る
。“
感
覚
を
表

現
す
る
”
と
い
う
こ
と
は
、
片
手
間
の
余

技
な
ど
で
は
な
く
、
自
分
が
日
々
を
生
き

る
中
で
感
じ
て
き
た
一
瞬
一
瞬
を
肯
定
し

た
い
と
い
う
強
い
意
志
の
現
れ
な
の
だ
ろ

う
。

　

彼
女
の
姿
勢
を
学
び
た
い
と
思
う
。
わ

た
し
た
ち
は
、
気
づ
く
と
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ホ
を
ネ
ッ
ト
に
つ
な
げ
、
未
来
の
こ
と

ば
か
り
予
想
し
て
い
る
。
自
分
を
省
み
る

時
間
が
極
端
に
少
な
い
。
生
活
に
手
ご

た
え
を
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
信
頼
で
き

る
思
考
回
路
を
持
て
て
い
な
い
か
ら
だ
と

思
う
。
な
ら
ば
、
彼
女
の
よ
う
に
、
そ
の

瞬
間
そ
の
瞬
間
に
自
分
が
全
身
で
感
覚
し

た
情
報
を
直
視
し
て
み
れ
ば
い
い
。
そ
れ

は
メ
デ
ィ
ア
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
よ
り
も
、

実
は
は
る
か
に
複
雑
で
重
層
的
で
あ
り
、

そ
の
な
か
に
は
も
ち
ろ
ん
、
心
地
い
い
だ

け
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の

中
か
ら
実
感
で
き
る
感
覚
を
探
す
こ
と
は
、

こ
れ
か
ら
の
人
生
を
前
進
さ
せ
る
回
路
を

つ
く
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

　

彼
女
が
感
覚
に
こ
だ
わ
る
理
由
は
、
日

常
に
沸
き
起
こ
る
数
多
あ
る
感
覚
か
ら
、

ひ
と
つ
で
も
多
く
の
実
感
を
見
つ
け
た
い

と
い
う
欲
求
が
強
い
か
ら
だ
ろ
う
。
彼
女

に
と
っ
て
は
、
実
感
を
伴
う
充
実
し
た
人

生
に
導
い
て
く
れ
る
最
良
の
方
法
が
、
絵

を
描
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
シ
ン

プ
ル
だ
が
奥
の
深
い
作
業
を
彼
女
は
今
日

も
続
け
て
い
る
。

曽
谷
朝
絵　

そ
や
あ
さ
え　

二
〇
〇
六
年
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
美

術
研
究
科
に
て
博
士（
美
術
）取
得
。絵
画
、イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
、映
像
な
ど
を
制
作
。
二
〇
〇
一
年
「
昭
和
シ
ェ

ル
石
油
現
代
美
術
賞
」
グ
ラ
ン
プ
リ
、二
〇
〇
二
年
「
Ｖ

Ｏ
Ｃ
Ａ
展
二
〇
〇
二
」
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ａ
賞
、二
〇
一
三
年
「
横

浜
文
化
賞
文
化
・
芸
術
奨
励
賞
」、「
神
奈
川
文
化
未
来

賞
」
他
、
受
賞
多
数
。
主
な
個
展
に
、
二
〇
一
〇
年
『
鳴

る
色
』
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｄ
Ｏ 

Ｇ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
／
東
京
、

二
〇
一
三
年
『
宙
色
（
ｓ
ｏ
ｒ
ａ 

ｉ
ｒ
ｏ
）』
水
戸
芸

術
館
／
茨
城
、
二
〇
一
五
年
『
虹
』
Ａ
ｋ
ｉ 

Ｇ
ａ
ｌ
ｌ

ｅ
ｒ
ｙ
／
台
北
、
な
ど
が
あ
る
。
平
成
二
五
年
度
文
化

庁
新
進
芸
術
家
海
外
研
修
員
と
し
て
Ｎ
Ｙ
の
Ｉ
Ｓ
Ｃ
Ｐ

に
て
滞
在
制
作
。

http://w
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orning-picture.com

Bathtub ［油彩、キャンヴァス／ 164×226cm］2001 第一生命保険株式会社蔵

25 | 308 | forme



● 

子
ど
も
の
言
葉
か
ら

「
先
生
の
あ
の
授
業
お
も
し
ろ
か
っ
た
な
あ
。

あ
れ
を
超
え
る
の
は
、
ま
だ
な
い
ね
ん
」

　

そ
の
授
業
を
し
て
一
年
後
に
、
あ
る
子
ど
も

に
言
わ
れ
た
言
葉
で
し
た
。

　

こ
の
子
ど
も
は
図
画
工
作
の
授
業
が
あ
る

と
、
最
後
、
図
工
室
を
出
る
と
き
に
「
今
日

の
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
か
「
こ
れ
は
い
ま

い
ち
だ
っ
た
」
な
ど
、
い
つ
も
授
業
に
つ
い
て

感
想
を
言
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
簡
単
な

言
葉
で
し
た
が
、「
そ
ん
な
こ
と
思
っ
て
い
た

の
か
」
と
授
業
を
ふ
り
返
り
、
見
つ
め
直
す

よ
い
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
最

後
の
振
り
返
り
が
、
最
初
に
書
い
た
あ
の
言

葉
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
な
と
き
に
お
も
し
ろ

い
と
感
じ
る
の
か
、
逆
に
い
ま
い
ち
と
感
じ
る

の
か
を
、
子
ど
も
の
活
動
中
の
様
子
や
会
話

を
分
析
し
て
、
次
か
ら
の
授
業
に
生
か
し
て

い
く
こ
と
を
大
切
に
し
、
こ
れ
か
ら
も
ど
の

子
ど
も
た
ち
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
授
業

を
め
ざ
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
子
ど
も
の
よ
う
に
一つ
で
も
心
に
残
る
授

業
が
で
き
れ
ば
教
師
と
し
て
幸
せ
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。大

阪
府
堺
市
立
野
田
小
学
校 

中
野
貴
之

● 

一
人
ひ
と
り
の

 　

意
欲
で
張
り
つ
め
た
教
室

　

中
三
の
美
術
の
授
業
、
透
視
図
法
を
用
い

た
平
面
構
成
の
色
塗
り
の
時
間
。
美
術
室
に

は
、
筆
洗
器
で
筆
を
洗
う
カ
ラ
カ
ラ
と
い
う

音
の
み
が
心
地
よ
く
響
い
て
い
ま
す
。
一
様
に

背
を
丸
め
、
黙
々
と
色
塗
り
に
取
り
組
ん
で

い
る
四
十
名
の
生
徒
た
ち
。
そ
の
中
で
、
曲

面
を
分
割
し
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
て

円
柱
形
の
立
体
感
を
表
現
し
て
い
る
生
徒
が
、

し
ば
し
手
を
止
め
、
目
を
細
め
て
自
分
の
作

品
を
眺
め
て
い
ま
す
。
近
く
に
よ
り
「
ど
げ

ん
ね
？
」と
声
を
か
け
る
と
、嬉
し
そ
う
に
に
っ

こ
り
。
次
の
瞬
間
に
は
、
ま
た
、
画
面
に
向

か
い
色
塗
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
、
一
人
ひ
と
り
の
意
欲
で
張
り
つ

め
た
教
室
に
い
る
と
，
美
術
の
教
師
で
い
る
こ

と
の
喜
び
が
込
み
上
げ
て
き
ま
す
。

　

授
業
が
終
わ
り
、
片
付
け
の
時
間
。
先
ほ

ど
の
生
徒
の
作
品
を
囲
っ
て
、
小
さ
な
鑑
賞

会
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。「
す
ご
ー
い
。
き
れ
ー

い
」
と
い
う
声
に
誘
わ
れ
、
鑑
賞
者
の
数
が

増
え
る
中
、
照
れ
く
さ
そ
う
に
、
満
足
げ
に

に
っ
こ
り
笑
う
作
者
の
生
徒
の
笑
顔
に
、
ま
た

喜
び
が
込
み
上
げ
て
き
ま
す
。

福
岡
県 

Ｐ
．
Ｎ
．
美
術
の
せ
ん
せ
い

● 

私
と
美
術
と
生
徒

　
「
人
は
、
こ
の
世
界
を
美
し
い
と
感
じ
る

時
、
生
き
る
喜
び
や
生
命
の
大
切
さ
を
感
じ

る
。
一
方
、
美
し
い
も
の
は
、
そ
れ
を
感
じ
と

る
心
が
あ
る
分
だ
け
、
存
在
す
る
。
だ
か
ら
、

美
し
い
と
感
じ
る
心
を
も
ち
た
い
」

　

こ
れ
が
、
私
が
美
術
を
学
び
、
美
術
教
師

に
な
っ
た
理
由
で
す
。
そ
し
て
、
今
、
退
職

を
前
に
振
り
返
る
と
、
美
術
と
生
徒
か
ら
学

ん
だ
こ
と
が
自
分
と
い
う
人
間
の
多
く
を
形

づ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
美
術
は
、

答
え
や
正
解
が
予
め
決
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
面

白
い
の
で
す
。
生
徒
が
ど
ん
な
答
え
を
出
し

て
く
る
の
か
考
え
な
が
ら
教
材
研
究
を
す
る

の
も
ワ
ク
ワ
ク
し
て
き
ま
す
。
出
会
わ
せ
た

い
題
材
、
出
会
わ
せ
た
い
材
料
や
技
法
を
見

つ
け
、
生
徒
が
た
ど
り
つ
く
答
え
を
私
自
身
が

一
番
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、
作
品
に
喜
び
や
生
き
生
き
し
た
も
の

が
感
じ
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
描

か
さ
れ
た
も
の
、
つ
く
ら
さ
れ
た
も
の
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
作
品
の
優
劣
を
評
価
し

て
も
虚
し
い
だ
け
で
す
。

　

美
術
教
師
は
、
存
在
意
義
と
生
徒
が
美
術

学
ぶ
意
味
を
問
い
な
が
ら
指
導
に
当
た
り
た

い
も
の
で
す
。

神
奈
川
県
厚
木
市
立
睦
合
中
学
校 

校
長 

小
川
朋
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
。
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出
会
い
、
語
り
、
考
え
る

　

本
研
究
会（
略
称A

E
L:A

rt 
E

ducation L
aboratory

）

は
、

美
術
や
教
育
を
め
ぐ
る
様
々
な
か

た
ち
の
議
論
を
通
し
て
、
こ
れ
か

ら
の
美
術
教
育
の
在
り
方
を
デ
ザ

イ
ン
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し

た
研
究
会
で
す
。

　

第
一
回
は
本
学
О
Ｂ
の
水
島
尚

喜
先
生
（
聖
心
女
子
大
学
教
授
）

を
ゲ
ス
ト
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
に
お

招
き
し
「
美
術
教
育
の
方
舟
〜
何

を
残
す
の
か
〜
」
を
テ
ー
マ
に
、

活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
回
は
、
さ
い
た
ま
市
大
宮

盆
栽
美
術
館
を
会
場
に
開
催
し
ま

し
た
。
テ
ー
マ
は
「
美
術
教
育
の

こ
れ
か
ら
〜
つ
く
る
を
か
ん
が
え

る
〜
」
で
す
。
自
然
で
あ
り
、
か

つ
人
の
手
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ

た
盆
栽
を
鑑
賞
し
た
後
、「
盆
栽
の

仲
間
」
を
探
す
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
に
出
か
け
ま
し
た
。
成
果
報
告

会
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

見
つ
け
た
「
盆
栽
の
仲
間
」
の
画

像
と
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
報
告
が

あ
り
、
つ
く
る
こ
と
の
今
日
的
意

義
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
機
会
と

な
り
ま
し
た
。
Ａ
Ｅ
Ｌ
は
「
出
会
い
、

語
り
、
考
え
る
」
こ
と
で
、
美
術

教
育
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
き

ま
す
。

東
京
学
芸
大
学
美
術
教
育
研
究
会

文　

西
村
德
行
（
東
京
学
芸
大
学
）

次回は 9 月 26 日（土）東京学芸大学美術棟にて。問い合わせは
E-mail:nishimur@u-gakugei.ac.jp まで
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