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札
幌
市
立
啓
明
中
学
校
職
場
体
験
！

　
鑑
賞
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
札
幌
お

し
ゃ
べ
り
美
術
部
」
の
第
二
回
が
令

和
六
年
十
一
月
十
五
日
（
金
）
本
郷

新
記
念
札
幌
彫
刻
美
術
館
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
美
術
作
品
の
鑑
賞
を
み

ん
な
で
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
楽
し

む
会
で
、
最
後
は
作
品
の
解
説
文
（
批

評
）
を
書
く
こ
と
に
挑
戦
す
る
も
の

で
す
。

　
今
回
は
札
幌
市
立
啓
明
中
学
校
２

年
生
の
生
徒
７
名
が
、
職
場
体
験
と

し
て
美
術
館
に
訪
問
し
ま
し
た
。「
作

品
に
つ
い
て
解
説
す
る
」
と
い
う
の

は
美
術
館
の
仕
事
の
ほ
ん
の
一
部
に

過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
と
て
も
専
門
的
で

重
要
な
仕
事
で
す
の
で
、
こ
の
機
会

を
利
用
し
て
お
し
ゃ
べ
り
美
術
部
を

敢
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
お
し
ゃ
べ
り
美
術
部
の
コ
ン
セ
プ

ト
や
方
法
論
に
つ
き
ま
し
て
は
レ

タ
ー
第
一
号
に
全
て
書
い
て
あ
り
ま

す
の
で
割
愛
し
ま
す
。
確
認
し
た
い

方
は
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

【
本
郷
新
の
言
葉
】

「
子
供
に
と
っ
て
、そ
の
生
活
環
境
か
ら
縁
の
遠
い
題
材
を
書
く
こ
と
か
ら
美
術
の
「
愛
す
る
心
」
が
生
れ
な
い
。

感
激
や
喜
び
や
、
共
感
や
そ
の
よ
う
な
も
の
と
結
び
つ
か
な
い
も
の
は
美
術
の
心
へ
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
か

ら
で
あ
る
。
…
そ
し
て
こ
れ
等
の
勉
強
が
、子
供
の
住
ん
で
い
る
土
地
、学
校
、家
、生
活
の
環
境
、日
々
の
関
心
、

学
校
で
の
日
課
、
勉
強
、
遊
び
時
間
、
そ
れ
ら
と
互
い
に
関
係
さ
せ
て
美
術
を
そ
こ
へ
置
く
こ
と
が
先
ず
第
一

に
指
導
す
る
人
の
眼
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
―
本
郷
新
「
美
術
に
つ
い
て
」『
教
育
美
術
』、
一
九
四
六
年

顧問 梅村尚幸
（本郷新記念札幌彫刻美術館学芸員）

今回は中学生の職場体験ということで、「社
会に出たら答えのない世界を泳がねばなら
ぬ…」ということを伝えました。芸術作品
を鑑賞し、それについて言語化することは、
こういう世界を生き抜くためのとてもいい
トレーニングになるでしょう。

●
打
つ

　
一
見
す
る
と
た
だ
の
手
、
そ
れ
も

少
し
変
わ
っ
た
ポ
ー
ズ
を
し
て
い
る

こ
の
作
品
は
、
碁
石
を
打
つ
手
を
表

現
し
て
い
る
。
囲
碁
の
対
戦
の
中
で
、

ま
さ
に
勝
敗
を
決
め
る
一
手
を
さ
す

瞬
間
な
の
だ
ろ
う
。
緊
張
し
た
小
指
、

不
自
然
な
手
の
形
か
ら
「
絶
対
に
決

め
て
み
せ
る
。」
と
い
う
強
い
意
志

を
感
じ
る
。

　
こ
の
不
自
然
な
ポ
ー
ズ
は
、
真
似

を
し
て
み
る
と
難
し
い
形
を
し
て
い

る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
特
に
小
指

だ
。
位
置
が
高
く
、
関
節
の
曲
が
り

具
合
が
普
通
で
は
な
い
。
私
は
こ
の

動
き
に
見
覚
え
が
あ
っ
た
の
で
思
い

返
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ピ
ア
ノ
の

演
奏
で
緊
張
し
た
と
き
だ
っ
た
。
た

く
さ
ん
の
時
間
と
労
力
を
費
や
し
て

こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
の

感
情
の
表
れ
が
こ
の
形
だ
と
す
る

と
、
こ
の
手
一
つ
か
ら
様
々
な
そ
の

人
物
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
浮
き

上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
作
品
は
「
手
」

単
体
で
人
に
様
々
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

与
え
て
く
れ
る
素
晴
ら
し
い
作
品

だ
。（
Ⅰ
さ
ん
）

（
参
加
者
の
批
評
・
裏
面
に
続
く
！
）

本郷新《打つ》石膏、1976 年

おしゃべり美術部
レターVol.1
（1.20MB）

①まずは作品を色々な角度か
らじっくりと観察して、お互
いの意見を交換し合います。
「作品をここまで細かく見るこ
とは学校の美術の授業では
やったことがないので新鮮で
した」という声が多数上がり
ました。

②次に自由鑑賞。自分のお
気に入りの作品を見つけて
もらい、鑑賞ノートを付け
ます。
その後、一人ずつ作品の特
徴と見どころを口頭で発表
してもらいました。

③最後に 200 ～ 400 字程
度の作品解説文を書いて
もらいました。
まるで小論文の試験を受
けているかのような真剣
な雰囲気で、50分間執筆
しました。

参
加
者
に
よ
る
批
評

開催中の展覧会
「コレクション展　2024-2025」＜記念館＞
2024.6.1-2025.5.25

彫刻家・本郷新（1905-1980）がアトリエとして
使用していた建物に、66 点の彫刻を展示中。500
件以上の本郷新の自著文献から厳選した文章とと
もに作品を鑑賞することができます。

●
駄
々
っ
子

　
暖
か
み
の
あ
る
色
合
を
し
た
オ
レ

ン
ジ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
造
ら
れ

た
男
の
子
が
す
わ
っ
て
い
る
裸
像
。

親
が
隣
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
足
を

開
き
つ
ま
先
を
遊
ば
せ
、
肩
を
落
と

し
上
を
向
い
て
い
る
。
そ
れ
は
気
を

ゆ
る
し
た
大
人
へ
の
態
度
だ
ろ
う
。

ま
た
前
に
手
を
組
み
ひ
じ
を
伸
ば
し

て
い
る
の
は
、
何
か
し
ら
の
ゆ
ず
れ

な
い
も
の
、
欲
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
、
唇
を
と

が
ら
せ
し
か
め
た
顔
を
し
て
い
る
の

は
、
な
か
な
か
欲
し
い
も
の
が
手
に

入
ら
ず
困
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
素
直

に
諦
め
ず
引
き
下
が
ら
な
い
姿
は
、

題
名
に
あ
る
「
駄
々
っ
子
」
そ
の
も

の
。（
Ｗ
さ
ん
）

大
き
い
方
の
子
供
が
母
親
を
つ
か
む

手
が
し
っ
か
り
と
強
く
に
ぎ
っ
て
い

た
の
で
、
命
が
け
で
逃
げ
て
い
る
様

子
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
母
親
の
姿
は

一
見
子
供
を
か
ば
お
う
と
し
て
下
を

向
い
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る

が
、
足
や
手
に
様
々
な
特
徴
が
あ
る
。

足
は
、
指
が
と
て
も
曲
が
っ
て
い
て
、

子
供
を
守
る
た
め
に
強
い
力
で
ふ
ん

ば
ろ
う
と
し
て
い
る
と
思
っ
た
。
手

は
、
子
供
と
離
れ
な
い
よ
う
に
強
く

に
ぎ
っ
て
い
て
、
急
い
で
い
る
感
じ

が
あ
っ
た
。
両
腕
に
子
供
を
か
か
え

て
い
て
、
必
死
に
生
き
よ
う
と
し
て

い
る
姿
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は
、

人
間
の
生
命
の
尊
厳
が
象
徴
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
私
は
考
え
た
。
こ
の
作

品
を
通
し
て
、
戦
争
の
つ
ら
さ
と
命

の
重
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と

思
う
。
本
郷
は
こ
の
作
品
を
「
と
こ

と
ん
生
き
よ
う
と
す
る
母
子
の
像
を

通
じ
て
人
間
の
生
命
の
尊
厳
を
象
徴

づ
け
た
」
と
語
る
。（
Ｓ
さ
ん
）



実
践
を
終
え
て

　
全
員
の
批
評
を
載
せ
る
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
味
の
あ
る

文
章
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。

　
芸
術
作
品
に
つ
い
て
書
く
、

と
い
う
の
は
大
人
に
と
っ
て

も
決
し
て
簡
単
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
ポ
イ
ン

ト
を
押
さ
え
て
い
け
ば
中
学

生
で
も
そ
れ
な
り
の
も
の
が

書
け
る
と
い
う
こ
と
が
証
明

で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
最
近
、
高
校
の
美
術
の
先

生
が
「
お
し
ゃ
べ
り
美
術
部

を
参
考
に
鑑
賞
の
授
業
を
や

り
た
い
」
と
言
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
私
が
レ
タ
ー
を
書
い

て
活
動
を
報
告
し
て
い
る
狙

い
が
は
ま
り
始
め
て
い
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。
今
後
も

ど
ん
ど
ん
お
し
ゃ
べ
り
美
術

部
の
方
法
論
が
広
が
っ
て

い
っ
て
、
鑑
賞
好
き
の
人
が

増
え
て
い
っ
た
ら
面
白
い
で

す
ね
。

（
編
集
・
執
筆
：
梅
村
尚
幸
）

●
氷
雪
の
門

　
こ
の
作
品
は
、
戦
争
で
自
分
の
故

郷
が
な
く
な
り
北
海
道
に
移
住
し
た

人
へ
の
な
ぐ
さ
め
の
像
で
す
。
手
は

何
か
を
持
ち
上
げ
て
い
る
よ
う
で
、

足
は
外
向
き
で
ふ
ん
ば
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
ま
す
。
顔
は
上
を
向
い

て
い
て
天
に
す
が
る
よ
う
に
も
見
え

ま
し
た
。
移
住
し
て
故
郷
が
な
く

な
っ
た
人
々
は
悲
し
い
思
い
が
残
る

か
ら
そ
の
マ
イ
ナ
ス
な
思
い
を
こ
の

像
が
持
ち
上
げ
て
な
ぐ
さ
め
よ
う
と

し
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
顔
を
上

に
あ
げ
て
い
る
の
は
故
郷
が
な
く

な
っ
た
と
し
て
も
、
生
き
て
い
る
の

だ
か
ら
明
る
く
前
を
向
い
て
い
こ
う

と
い
う
は
げ
ま
し
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
多
く
の
人
が

こ
の
作
品
を
見
て
、
苦
し
み
か
ら
解

放
さ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た

り
、
過
去
の
事
を
ず
っ
と
引
き
ず
ら

な
い
で
新
し
い
土
地
で
の
生
活
を
は

じ
め
よ
う
と
切
り
替
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

人
を
な
ぐ
さ
め
る
と
き
は
、
た
だ
単

に
は
げ
ま
す
だ
け
で
は
な
く
、
相
手

の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
が
大
事

な
の
だ
と
作
品
か
ら
学
ん
だ
。

（
Ｏ
さ
ん
）

●
駄
々
っ
子

　
暖
か
み
の
あ
る
色
合
を
し
た
オ
レ

ン
ジ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
造
ら
れ

た
男
の
子
が
す
わ
っ
て
い
る
裸
像
。

親
が
隣
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
足
を

開
き
つ
ま
先
を
遊
ば
せ
、
肩
を
落
と

し
上
を
向
い
て
い
る
。
そ
れ
は
気
を

ゆ
る
し
た
大
人
へ
の
態
度
だ
ろ
う
。

ま
た
前
に
手
を
組
み
ひ
じ
を
伸
ば
し

て
い
る
の
は
、
何
か
し
ら
の
ゆ
ず
れ

な
い
も
の
、
欲
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
、
唇
を
と

が
ら
せ
し
か
め
た
顔
を
し
て
い
る
の

は
、
な
か
な
か
欲
し
い
も
の
が
手
に

入
ら
ず
困
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
素
直

に
諦
め
ず
引
き
下
が
ら
な
い
姿
は
、

題
名
に
あ
る
「
駄
々
っ
子
」
そ
の
も

の
。（
Ｗ
さ
ん
）

大
き
い
方
の
子
供
が
母
親
を
つ
か
む

手
が
し
っ
か
り
と
強
く
に
ぎ
っ
て
い

た
の
で
、
命
が
け
で
逃
げ
て
い
る
様

子
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
母
親
の
姿
は

一
見
子
供
を
か
ば
お
う
と
し
て
下
を

向
い
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る

が
、
足
や
手
に
様
々
な
特
徴
が
あ
る
。

足
は
、
指
が
と
て
も
曲
が
っ
て
い
て
、

子
供
を
守
る
た
め
に
強
い
力
で
ふ
ん

ば
ろ
う
と
し
て
い
る
と
思
っ
た
。
手

は
、
子
供
と
離
れ
な
い
よ
う
に
強
く

に
ぎ
っ
て
い
て
、
急
い
で
い
る
感
じ

が
あ
っ
た
。
両
腕
に
子
供
を
か
か
え

て
い
て
、
必
死
に
生
き
よ
う
と
し
て

い
る
姿
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は
、

人
間
の
生
命
の
尊
厳
が
象
徴
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
私
は
考
え
た
。
こ
の
作

品
を
通
し
て
、
戦
争
の
つ
ら
さ
と
命

の
重
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と

思
う
。
本
郷
は
こ
の
作
品
を
「
と
こ

と
ん
生
き
よ
う
と
す
る
母
子
の
像
を

通
じ
て
人
間
の
生
命
の
尊
厳
を
象
徴

づ
け
た
」
と
語
る
。（
Ｓ
さ
ん
）

●
泉

　
３
人
の
踊
り
子
が
モ
チ
ー
フ
と

な
っ
て
い
る
、
手
の
先
ま
で
が
美
し

く
な
め
ら
か
に
表
現
さ
れ
た
作
品
。

一
人
の
女
性
は
手
を
振
り
、
も
う
一

人
は
手
で
バ
ツ
を
作
っ
て
い
て
、
さ

ら
に
一
人
は
手
の
甲
で
拍
手
を
し
て

い
る
。
こ
う
見
る
と
何
を
暗
示
し
て

い
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
ス
ト
ー

リ
ー
と
し
て
考
え
て
み
る
と
手
を
振

る
女
性
は
「
待
ち
合
わ
せ
し
て
い
た

大
好
き
な
人
と
や
っ
と
合
流
で
き
た

う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
手
を
振
る
」、

手
で
バ
ツ
を
作
る
女
性
は
「
何
か
に

無
念
が
残
っ
て
い
て
そ
れ
を
反
対
し

続
け
る
」、
裏
拍
子
を
す
る
女
性
は

「
感
動
の
あ
ま
り
泣
き
崩
れ
、
手
の

裏
で
拍
手
」
と
い
う
よ
う
に
、
顔
の

表
情
で
は
な
く
身
体
を
使
う
表
現
を

し
て
い
て
、
様
々
な
視
点
か
ら
物
を

見
る
こ
と
で
新
た
な
考
え
が
生
ま
れ

る
と
い
う
本
郷
新
の
想
い
を
伝
え
て

い
る
の
で
あ
る
。（
Ｋ
さ
ん
）

●
嵐
の
中
の
母
子
像

　
こ
の
作
品
は
広
島

の
惨
禍
を
テ
ー
マ
に

し
た
母
子
像
で
、
母

親
と
二
人
の
子
供
の

様
子
が
表
現
さ
れ
て

い
る
。
母
親
は
赤

ち
ゃ
ん
を
下
に
抱
い

て
、
大
き
い
方
の
子

供
は
手
で
引
っ
張
っ

て
逃
げ
て
い
る
様
子

か
ら
、
大
変
さ
と

焦
っ
て
い
る
よ
う
な

気
持
ち
を
感
じ
た
。

本郷新《泉》ブロンズ、1959 年

本郷新《駄々っ子》コンクリー
ト、1955 年

本郷新《嵐の中の母子像》樹脂、1953 年

本郷新《氷雪の門》石膏、1963 年


