
Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Aug.-Sep. 2015]  │ 14

図1  ヘザー・マクソン（ホイットニー美術館教育部プログラムディレク
ター）によるワークショップ、ガイドスタッフが参加。井上絵美子（国立
新美術館）によるコーディネート（平成27年3月、東京国立近代美術館）。

は
じ
め
に

　

日
本
の
美
術
館
で
も
近
年
、
小
・
中
学
生
が

グ
ル
ー
プ
で
作
品
の
前
に
座
り
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

ク
を
受
け
る
姿
が
珍
し
い
も
の
で
な
く
な
っ
て

き
た
。
鑑
賞
学
習
の
充
実
や
博
物
館
利
用
を
奨

め
る
学
習
指
導
要
領
の
告
示
か
ら
七
年
が
経

ち
、「
ス
ク
ー
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
よ
う
や
く
定
着

し
た
感
が
あ
る
。

　

私
自
身
も
、教
育
担
当
学
芸
員（
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
）

と
し
て
、
国
立
美
術
館
の「
美
術
館
を
活
用
し
た

鑑
賞
教
育
の
充
実
の
た
め
の
指
導
者
研
修
」に
十

年
間
携
わ
り
、
鑑
賞
教
育
が
急
速
に
広
が
る
様

を
つ
ぶ
さ
に
見
て
き
た
。
し
か
し
新
し
い
分
野
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
未
だ
に
多
く
の
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ

や
教
員
が「
鑑
賞
教
育
の
指
針
や
方
法
論
が
充

分
で
は
な
い
」、「
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
美
術

館
教
育
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
」と
感
じ
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
、「
鑑
賞
教
育
で
子
ど

も
は
何
を
学
ぶ
の
か
」、「
子
ど
も
の
年
齢
に
あ
っ

た
作
品
選
択
や
鑑
賞
方
法
が
あ
る
の
か
」、「
美
術

館
な
ら
で
は
の
学
び
と
は
何
か
」な
ど
は
、
研
修

会
な
ど
で
よ
く
聞
か
れ
る
問
い
で
あ
る
。

　

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
行
っ
た
科
研
費
研
究

﹇
註
1
﹈「
美
術
館
の
所
蔵
作
品
を
活
用
し
た
鑑
賞

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
」
は
、
こ
れ
ら
の
問
い

に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
研
究
は
、
❶

国
立
美
術
館
と
博
物
館
で
行
わ
れ
て
い
る
教
育

普
及
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
広
が
り
や
特
性
を
把
握
す

る
、❷
そ
の
所
蔵
作
品
を
使
っ
て
学
校
と
の
連
携

授
業
を
行
う
、
❸
海
外
美
術
館
の
ス
ク
ー
ル
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
調
査
し
、
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
を
迎
え
て
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
す
る
、
❹

研
究
成
果
と
し
て
ウ
ェ
ブ
上
に
鑑
賞
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
公
開
す
る
、
と
い
う
4
つ
の
段
階
を
踏
ん
だ
。

本
稿
は
、
❸
の
う
ち
米
国﹇
註
2
﹈と
豪
州﹇
註
3
﹈

で
の
調
査
と
招
聘
に
よ
っ
て
得
た
知
見
を
ま
と

め
、
あ
わ
せ
て
❹
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

探
求
的
活
動
を
基
盤
と
し
た
美
術
鑑
賞

　

米
豪
の
美
術
館
で
の
鑑
賞
活
動
の
主
流
は
、

In
qu

iry based
 ap

p
reciation

（
探
求
的
活
動

を
基
盤
と
し
た
美
術
鑑
賞

│
探
究
的
な
鑑
賞
）と

呼
ば
れ
る
、
展
示
室
で
の
活
動
で
あ
る
。
探
求

的
な
鑑
賞
は
、
子
ど
も
自
身
に
よ
る
観
察
や
発

見
、
知
識
や
経
験
、
発
想
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
や
推

理
を
原
動
力
と
し
て
進
め
ら
れ
る
。
活
動
の
中

心
は
、
作
品
の
前
で
子
ど
も
と
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ

（
進
行
役
）
が
相
互
的
に
語
り
合
う
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ト
ー
ク
で
あ
る
が
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

と
呼
ば
れ
る
活
動
や
、
鑑
賞
ツ
ー
ル
、
ゲ
ー
ム
な

ど
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
こ
と
も
あ
る
。

　

一
般
的
に
は
、
十
人
程
度
の
子
ど
も
を
、
エ

デ
ュ
ケ
ー
タ
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
務
め
る
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
タ
が
引
率
し
、
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
三
〜

四
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
多
い
。
開
か
れ
た

質
問 

、
つ
ま
り
イ
エ
ス
／
ノ
ー
で
答
え
る
の
で

は
な
い
、「
何
だ
ろ
う
？
」「
な
ぜ
？
」「
ど
ん
な

ふ
う
に
？
」と
い
っ
た
質
問
か
ら
始
ま
る
。
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
タ
は
子
ど
も
の
発
言
を
確
認
し
た

り
、「
ど
こ
か
ら
そ
う
思
っ
た
の
？
」
と
根
拠
を

聞
い
た
り
し
な
が
ら
会
話
を
進
め
、
タ
イ
ミ
ン

グ
を
見
計
ら
っ
て
作
品
情
報
を
提
供
し
、
話
題

を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
、
テ
ー
マ
へ
と
関
連
付
け

て
い
く
。

　

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
は
子
ど
も
の
年
齢
を
考
慮

し
て
行
わ
れ
る
。
ポ
ー
ズ
を
ま
ね
た
り
、
詩
作
や

作
文
、
素
描
や
探
し
物
を
し
た
り
、
音
楽
を
聴

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
よ
り
主
体
的
に
作

品
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
探
究
的
な
鑑
賞
は
現
在
、
子
ど

も
と
作
品
と
の
関
係
を
深
め
る
最
も
有
効
な
手

段
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
探
求
的
な
鑑
賞

に
は
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
や
ハ
ワ
ー
ド
・
ガ
ー
ド

ナ
ー
の
教
育
哲
学
や
、
構
成
主
義
の「
学
習
者
主

体
」と
い
う
考
え
方
が
影
響
し
て
い
る
と
言
わ
れ

る
。「
一
方
向
的
な
解
説
」
か
ら「
相
互
的
な
対

話
」へ
の
移
行
は
、
鑑
賞
教
育
に
お
け
る
こ
の
二

十
年
ほ
ど
の
最
も
顕
著
な
変
化
と
い
え
よ
う
。

作
品
情
報
を
ど
う
扱
う
か

　

日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
たV

isu
al T

h
in

kin
g 

S
trategies

と
い
う
教
授
法
で
は
、
批
判
的
思

考
力
の
育
成
を
優
先
し
、
最
後
ま
で
作
品
情
報

（
知
識
）を
与
え
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
探
求

的
な
鑑
賞
で
は
、作
品
理
解
の
た
め
に
外
し
て
は

な
ら
な
い「
作
品
情
報
」
が
あ
る
と
考
え
る
。
例

え
ば
、
田
中
敦
子
の
抽
象
絵
画
を
鑑
賞
す
る
と

き
、
作
者
が
電
気
服
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

行
っ
て
い
た
と
い
う
情
報
は
欠
か
せ
な
い
と
考

え
、
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
が
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
っ

て
話
す﹇
図
1
﹈。
こ
の
場
合
の
情
報
提
供
は
、
鑑

賞
の
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
鑑
賞
を
深
め
る
た
め
の

�

一
條
彰
子

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
鑑
賞
教
育

教
育
普
及
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図2  シャロン・バツスキー（グッゲンハイム美術館教育部ディレクター）に
よるエデュケータ向けのワークショップ。大高幸によるコーディネート（平成
27年1月、東京国立近代美術館）。

図3  ゲーナ・パネビエンコ（ビクトリア国立美術館教育部長）による講演。 
寺島洋子によるコーディネート（平成26年9月、国立西洋美術館）。

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
優
れ
た
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
は
、

入
念
に
下
準
備
し
た
う
え
で
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

に
臨
み
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど
の
情
報
を
与
え

る
べ
き
か
を
常
に
考
え
て
い
る
。
作
品
理
解
の
た

め
の
情
報
を
厳
選
し
て
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
通
し
た
美
術
文
化
へ
の
理
解
を

使
命
と
す
る
美
術
館
に
と
っ
て
、
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
判
断
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

美
術
館
と
学
校
を
つ
な
ぐ「
テ
ー
マ
」

　

複
数
の
鑑
賞
作
品
を
貫
く「
テ
ー
マ
」
は
、
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
と
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
繋
げ
る
も

の
で
も
あ
る
。
米
豪
の
美
術
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
の
ぞ
く
と
、
教
育
の
ペ
ー
ジ
、K

- 1
2

（
幼
稚

園
か
ら
高
校
ま
で
）の
項
目
の
中
な
ど
にsch

ool 

visit

の
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
が
見
つ
か
る
。
こ

こ
に
、
そ
の
地
域
の
学
習
ス
タ
ン
ダ
ー
ド﹇
註
4
﹈

が
反
映
さ
れ
た「
テ
ー
マ
」
が
複
数
並
ん
で
い
る

の
で
、
教
員
は
子
ど
も
の
年
齢
と
授
業
の
目
的

に
あ
わ
せ
て
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
は
百
科
事

典
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
活
か
し
、
小
学
校
二
年

生
が
教
科
横
断
的
に
学
ぶ「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を

テ
ー
マ
に
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
集
会
所
の

板
絵
、
中
世
英
国
の
儀
式
用
武
具
、
中
世
キ
リ
ス

ト
教
絵
画
を
見
せ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
て
い

る
。
近
現
代
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
M
o
M
A
で

は
、
小
学
校
五
年
生
向
け
に「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」と

い
う
テ
ー
マ
で
、
ロ
ダ
ン
、
ウ
ォ
ー
ホ
ル
、
バ
ー
ネ
ッ

ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
三
作
品
を
鑑
賞
す
る
。
同
様

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
美
術
館
に
も

似
た
よ
う
な「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」と
い
う
テ
ー

マ
が
あ
り
、
ル
ノ
ア
ー
ル
、
ピ
カ
ソ
、
ブ
ラ
イ
ス
・

マ
ー
デ
ン
を
、
九
十
分
か
け
て
対
話
的
に
鑑
賞
す

る
。
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
で
は「
女
性
」を
テ
ー

マ
に
ジ
ュ
デ
ィ
・
シ
カ
ゴ
の
大
作
を
鑑
賞
し
、
小

学
校
高
学
年
向
け
の
美
術
科
ま
た
は
社
会
科
の

授
業
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鑑
賞
教
育
に
関
連
す
る
科
目

は
、
実
は
美
術
科
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
ビ
ク
ト
リ
ア
国
立
美
術
館
で
は
、

哲
学
の
授
業
と
し
て
高
校
二
年
生
が
ロ
ス
コ
の

作
品
を
探
求
的
に
鑑
賞
す
る
。
社
会
、
国
語
、
外

国
語
、
科
学
、
音
楽
な
ど
、
美
術
以
外
の
教
科
に

ま
た
が
る
、
ま
た
は
多
教
科
を
統
合
す
る
鑑
賞

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
に
は
、
多
く
の
美
術
館
が
意

欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

地
域
や
国
家
の
教
育
方
針
が
、
探
求
的
な
鑑

賞
の
テ
ー
マ
に
反
映
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
全
国
共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
、

国
民
が
学
ぶ
べ
き
現
代
的
課
題
と
し
て
、
ア
ボ

リ
ジ
ニ
な
ど
先
住
民
族
の
歴
史
と
文
化
、
ア
ジ

ア
と
の
か
か
わ
り
、
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
、
と

い
う
三
事
項
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
シ
ド
ニ
ー

や
メ
ル
ボ
ル
ン
の
美
術
館
で
は
こ
の
三
事
項
に

対
応
す
る
テ
ー
マ
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

美
術
館
な
ら
で
は
の
学
び

　

こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
の
は
、
美
術
館
で
の
学
び

が
、
す
で
に「
美
術
を
学
ぶ
」こ
と
を
超
え
て「
美

術
を
通
し
て
学
ぶ
」こ
と
へ
と
拡
大
し
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
が
美
術
館
で
学
ぶ
の
は
、

作
家
や
技
法
や
歴
史
と
い
っ
た
教
科
的
知
識
だ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
鑑
賞
の
プ
ロ
セ
ス
で

養
わ
れ
る
、
見
る
こ
と
へ
の
好
奇
心
、
作
品
世
界

に
入
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
想
像
力
や
共
感
、
自

分
の
考
え
や
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
の
言
語

力
、
描
か
れ
て
い
る
も
の
か
ら
推
測
し
て
い
く
論

理
的
思
考
力
、
友
達
の
意
見
を
自
分
な
り
に
受

け
止
め
る
た
め
の
批
判
的
思
考
力
な
ど
が
、
鑑

賞
の
学
び
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
が
、
リ
ア
ル
な「
実
物
に
よ
る
学
び
」と

し
て
行
わ
れ
る
だ
け
で
も
、
美
術
館
に
出
向
く
価

値
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
ホ
ン
モ
ノ
で
あ
る

こ
と
だ
け
が
価
値
な
の
で
は
な
く
、
複
数
の
作
品

が
、
あ
る
文
脈
の
も
と
に
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
、文
化
や
多
様
性
を
学
ぶ
う
え
で
大
切
な
こ
と

で
、
そ
れ
は
ま
た
美
術
館
で
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能

な
こ
と
と
い
え
る
。
体
系
化
さ
れ
た
教
科
教
育
と

い
う
学
校
的
学
び（
フ
ォ
ー
マ
ル
な
学
び
）
が
、
探

求
的
な
鑑
賞
を
通
じ
て
統
合
さ
れ
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
な
学
び
と
な
る
こ
と
に
、
美
術
館
で
鑑
賞
教
育

を
行
う
べ
き
理
由
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

鑑
賞
教
育
キ
ー
ワ
ー
ドm

ap

　

こ
こ
ま
で
で
取
り
上
げ
た
米
豪
の
事
例
に
つ

い
て
は
、
そ
の
ま
ま
応
用
で
き
る
も
の
ば
か
り
で

な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
日
本
に
多
く
の
影
響

を
与
え
き
た
国
の
現
状
と
し
て
参
考
に
な
る
点

が
多
い
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
学
習
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

を
結
ぶ
テ
ー
マ
の
設
定
、
作
品
選
択
の
よ
り
ど
こ

ろ
、
作
品
情
報
の
伝
え
方
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
、
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表紙：山下菊二《あけぼの村物語》1953年
油彩・ドンゴロス  137.0× 214.0cm  東京国立近代美術館蔵

オ
ン
ラ
イ
ン
の
活
用
な
ど
を
、
日
本
の
状
況
に
照

ら
し
合
わ
せ
、
研
究
成
果
と
し
て
ウ
ェ
ブ
に
公
開

し
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が「
鑑
賞
教
育

キ
ー
ワ
ー
ドm

ap

」﹇
図
4
﹈
で
あ
る
。
主
に
小
・

中
学
校
の
教
員
が
、「
ど
の
学
年
に
」、「
ど
の
作

品
を
」、「
ど
の
よ
う
に
」鑑
賞
授
業
す
れ
ば
よ
い

か
考
え
る
た
め
の
サ
イ
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
、
探
求
的
な

鑑
賞
で
い
う
と
こ
ろ
の
テ
ー
マ
に
代
わ
る
機
軸

で
あ
る
。
日
本
の
学
習
指
導
要
領
は
、
学
習
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
の
よ
う
に
学
年
横
断
的
で
具
体
的

な
学
習
テ
ー
マ
が
示
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
発
達
段

階
別
に
学
習
課
題
が
記
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
鑑
賞
す
る
際
に
子
ど
も

が
み
せ
る
姿
を「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
と
し
て
学
年
別

に
整
理
し
、
そ
こ
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
当
て
は
め

て
い
く
方
法
を
と
っ
た
。
例
え
ば
、
小
学
校
低
学

年
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
は
、
ポ
ー
ズ
を
と
る

な
ど
し
て
す
ぐ
に
作
品
と
一
体
化
し
よ
う
と
す

る「
身
体
性
」
で
あ
り
、
ロ
ダ
ン
の「
考
え
る
人
」

や
高
村
光
太
郎
の「
手
」
が
紐
づ
け
ら
て
い
る
、

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

　

基
本
設
計
図
と
し
て
ま
ず
作
成
し
た
の
が
、

「
鑑
賞
学
習
と
発
達
の
関
連
表
」﹇
註
5
﹈
で
あ

る
。
学
習
指
導
要
領
や
解
説
書
、
教
科
書
等
が

基
に
な
っ
て
お
り
、
発
達
や
学
習
課
題
と
作
品

選
択
の
関
係
性
を
捉
え
や
す
く
し
て
い
る
。
表

の
横
軸
に
は
小
学
校
低
・
中
・
高
学
年
、
中
学
一

年
、
中
学
二
・
三
年
の
五
つ
の
発
達
段
階
が
、
縦

軸
に
は「
子
ど
も
の
姿（
発
達
の
特
性
）」、「
鑑
賞

対
象
」、「
鑑
賞
の
方
法
」、「
学
習
課
題
」、「
キ
ー

ワ
ー
ド
」、「
用
語
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
並
ぶ
。

　
「
鑑
賞
教
育
キ
ー
ワ
ー
ドm

ap
」
に
ア
ク
セ
ス

す
る
と
、
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
東
京
国
立
近
代
美
術

館（
本
館
・
工
芸
館
）、
国
立
西
洋
美
術
館
、
東
京

国
立
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
四
十
九
点
の
ア
イ

コ
ン
が
配
さ
れ
る
。「
学
年
」を
選
ん
で
ク
リ
ッ
ク

す
る
と
、
そ
の
発
達
段
階
に
適
し
た
作
品
が
抽

出
さ
れ
る
。
15
個
の「
キ
ー
ワ
ー
ド
」の
ど
れ
か
を

ク
リ
ッ
ク
し
て
作
品
を
絞
る
こ
と
も
で
き
る
。
作

品
毎
の
ペ
ー
ジ
に
は
、
解
説
や
鑑
賞
ポ
イ
ン
ト
と

と
も
に
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
事
例
、
ア
ク
テ
ィ
ビ

テ
ィ
、
子
ど
も
の
発
言
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

特
長
と
し
て
、
時
代
・
地
域
・
技
法
な
ど
の
分

野
の
異
な
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
幅
広
く
カ
バ
ー
し

て
い
る
こ
と
、
各
美
術
館
で
蓄
積
さ
れ
た
鑑
賞

方
法
が
作
品
ご
と
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
拡

大
に
耐
え
う
る
高
精
彩
画
像
な
の
で
電
子
黒
板

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
活
用
し
て
授
業
に
使
え

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
活
用
し
た
美
術
館
教
育
に

関
し
て
、
今
回
の
海
外
調
査
で
確
認
で
き
た
こ

と
は
、
美
術
館
な
ら
で
は
の「
実
物
資
料
に
よ
る

学
び
」
の
特
性
を
活
か
し
、「
探
求
的
な
鑑
賞
」

「
学
習
者
中
心
」
を
活
動
理
念
と
し
て
、「
ク
リ

テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
」、「
美
術
を
通
し
て
の

学
び
」、「
美
術
以
外
の
教
科
教
育
へ
の
つ
な
が

り
」
が
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
対

話
的
な
鑑
賞
を
実
践
で
き
る
ス
タ
ッ
フ
の
養
成

や
、
教
員
研
修
な
ど
の
学
校
教
育
へ
の
サ
ポ
ー

ト
も
十
全
で
あ
る
。
さ
ら
に
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用

し
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
画
像
や
最
新
の
研
究
な
ど

教
育
事
業
の
あ
ら
ゆ
る
リ
ソ
ー
ス
が
提
供
さ
れ

て
い
る
さ
ま
は
、
す
べ
て
の
人
に
芸
術
に
親
し
ん

で
も
ら
お
う
と
す
る
、
社
会
教
育
機
関
と
し
て
の

強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
顕
れ
と
受
け
取
っ
た
。

　

研
究
成
果
の
公
開
は
、
平
成
二
十
六
年
度
末

の
数
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
ウ
ェ
ブ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

公
開
で
い
っ
た
ん
区
切
り
を
つ
け
た
が
、
現
在
、

研
究
期
間
を
一
年
間
延
長
し
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
内
容

の
掲
載
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
・
検
証
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

（
企
画
課
主
任
研
究
員
）

註1  

平
成
二
十
四
〜
二
十
六
年
度
基
盤
研
究（
B
）

24300315

、一
條
彰
子（
代
表
）、
今
井
陽
子
、
上
野
行

一
、
奥
村
高
明
、
岡
田
京
子
、
寺
島
洋
子
、
藤
田
千
織
、

藤
吉
祐
子
、
細
谷
美
宇
、
室
屋
泰
三
。

2  

平
成
二
十
五
年
二
月
〜
三
月
、
大
髙
幸
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
に
よ
る
。

3  

平
成
二
十
六
年
三
月
。

4  

日
本
の
学
習
指
導
要
領
に
あ
た
る
も
の
。
米
国
で
は

ス
タ
ン
ダ
ー
ド（
市
、
州
、
全
国
共
通
）、
豪
州
で
は
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム（
全
国
共
通
）ま
た
は
シ
ラ
バ
ス（
州
）。

5  http://kanshokyoiku.jp/keym
ap/keyw

ord_

m
ap.pdf  

原
案
：
奥
村2015

図4  「鑑賞教育キーワードmap」http://kanshokyoiku.jp/keymap/index.
html  設計：室屋泰三
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