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概要

子
供
が
絵
に
表
す
意
味
と
指
導
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究

―

量
的
な
基
礎
研
究
を
根
拠
と
し
た
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
法
の
検
討

―

教
育
美
術

佐
武
賞　

本
研
究
は
、
高
田
利
明
「
人
物
描
画
等
の
発
達

に
み
る
児
童
画
の
『
形
』
と
『
意
味
』」（
教
育
美
術

1
9
8
9
年
8
月
号
掲
載
、
第
24
回
佐
武
賞
受
賞
）
を

先
行
研
究
と
し
て
取
り
上
げ
、
現
代
の
小
学
生
を
対
象

と
し
た
約
2
，4
0
0
枚
に
及
ぶ
人
物
描
画
調
査
結
果

の
比
較
・
検
討
と
と
も
に
、
同
時
に
実
施
し
た
子
供
の

描
画
に
対
す
る
満
足
感
の
構
成
要
素
検
討
の
た
め
の
質

問
紙
に
よ
る
調
査
結
果
を
根
拠
と
し
、「
法
則
化
に
よ

る
描
画
指
導
法
」i
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
、
子
供

が
絵
に
表
す
意
味
と
そ
れ
に
応
じ
た
指
導
の
あ
り
方
に

関
す
る
知
見
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

量
的
な
基
礎
研
究
か
ら
は
、
以
下
の
五
点
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

①�

積
極
的
・
消
極
的
に
よ
ら
ず
、
様
式
的
・
記
号
的

な
表
現
を
す
る
児
童
が
ど
の
学
年
で
も
一
定
の
割

合
で
出
現
す
る
こ
と
か
ら
、
子
供
の
描
画
類
型
は

増
加
し
て
い
る
。

②��

高
学
年
で
も
観
面
混
合
ⅱ
が
一
定
の
割
合
で
出
現

す
る
こ
と
か
ら
、
児
童
期
後
期
で
の
再
現
的
で
形

態
模
写
的
表
し
方
へ
の
移
行
の
過
程
に
は
遅
延
が

あ
る
。

③�

物
語
性
や
ポ
ー
ズ
を
伴
っ
た
「
表
し
た
い
こ
と
」

や
「
表
現
上
の
工
夫
」
を
描
く
子
ど
も
が
学
年
進

行
と
共
に
増
加
し
て
い
る
。

④�

６
年
生
男
子
の
「
表
し
た
い
こ
と
」
の
改
善
は
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
。

⑤�

描
画
の
満
足
感
は
、
表
し
た
い
こ
と
と
表
現
上
の

工
夫
の
一
体
化
が
鍵
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
を
根
拠
と
し
、
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導

法
は
子
供
が
「
表
し
た
い
こ
と
を
絵
に
表
す
」
た
め

の
指
導
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
、
更
に
は

子
供
の
画
期
や
発
達
の
段
階
と
関
係
な
く
実
施
さ
れ

た
り
、
表
現
内
容
そ
の
も
の
や
表
現
方
法
を
教
師
が

与
え
た
り
す
る
よ
う
な
一
斉
描
画
指
導
の
根
本
的
な

意
義
や
指
導
に
至
る
考
え
方
、
指
導
法
に
は
是
正
が

必
要
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

　

最
後
に
研
究
の
総
括
と
し
て
、
子
供
が
「
表
し
た

い
こ
と
を
絵
に
表
す
」
た
め
の
指
導
の
具
体
策
を
以

下
の
四
点
に
わ
た
り
提
案
し
た
。

１
．�

子
供
の
自
己
内
対
話
を
想
定
し
た
授
業
づ
く
り

２
．
子
供
の
思
考
に
働
き
か
け
る
発
問
の
精
査

３
．�

行
為
か
ら
発
想
を
思
い
つ
く
機
会
・
人
間
関
係

の
保
障

４
．
再
現
的
表
現
の
価
値
観
の
再
考
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Ⅰ 

は
じ
め
に

１
．
問
題
の
所
在

　

図
画
工
作
科
や
美
術
科
は
、
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
可

視
化
、
ま
た
は
実
在
と
し
て
表
現
し
た
り
、
造
形
的

な
行
為
か
ら
自
ら
の
感
覚
を
働
か
せ
て
新
た
な
活
動

を
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
造
形
的
な
よ
さ
や
美
し
さ
な

ど
を
感
じ
取
っ
た
り
す
る
活
動
を
中
核
と
す
る
。
そ

れ
ら
の
活
動
の
具
体
化
に
は
「
題
材
」ⅲ
の
検
討
が
必

須
で
あ
り
、
そ
の
精
度
を
高
め
る
に
は
、
学
び
の
主

体
者
と
し
て
の
子
供
の
実
態
把
握
を
欠
く
こ
と
は
で

き
な
い
。
特
に
、
描
画
の
発
達
に
お
い
て
は
ケ
ロ
ッ

グ
、
ロ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド
、
リ
ー
ド
ら
の
児
童
画
研

究
者
に
よ
る
も
の
が
代
表
的
で
あ
り
、
子
供
の
画
期
の

発
達
や
そ
の
特
徴
な
ど
へ
の
示
唆
は
、
我
が
国
の
図

画
工
作
・
美
術
教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
研
究
か
ら
は
半
世
紀
以
上
が
経
過

し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
子
供
を
取
り
巻
く
視
覚
文

化
や
時
代
背
景
も
現
代
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
こ

で
、
現
代
の
子
供
の
描
画
傾
向
に
関
す
る
基
礎
研
究
が

僅
少
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
現
代
の
子
供
の
描
画
傾

向
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
こ
れ
ま
で
村
瀬
１
、
高
田
２ 

を
先
行
研
究
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
追
試
及
び

考
察
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

本
研
究
の
予
備
調
査
か
ら
は
「
子
供
が
絵
を
描
く
こ

と
の
意
味
」
に
つ
い
て
、
記
号
化
の
出
現
や
多
様
化
と

と
も
に
、
文
脈
（
物
語
性
）
を
伴
う
傾
向
が
浮
か
び
上

が
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
教
師
が
子
供
に
絵

を
描
か
せ
る
こ
と
の
意
味
」
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
れ

ら
れ
る
事
例
に
出
会
っ
た
。

　

２
０
１
９
年
の
あ
る
児
童
画
展
で
の
こ
と
で
あ
る
。

Ｎ
小
学
校
５
年
１
組
の
児
童
作
品
全
て
が
法
則
化
さ
れ

た
描
画
指
導
法
の
シ
ナ
リ
オ
通
り
に
描
か
れ
て
い
た

が
、
２
組
や
３
組
の
児
童
作
品
に
は
そ
れ
と
わ
か
る
傾

向
は
あ
る
も
の
の
、
あ
る
程
度
の
自
由
度
が
あ
り
限
ら

れ
た
中
に
も
多
様
な
表
現
が
見
ら
れ
た
。
各
教
師
の
指

導
の
構
え
に
つ
い
て
は
複
数
の
解
釈
が
可
能
だ
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
２
組
や
３
組
の
児
童
作
品
の
方
が
一
人

一
人
の
子
供
の
思
い
や
願
い
が
表
出
さ
れ
て
い
た
と
判

断
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
１
組
の
子
供

た
ち
は
２
組
や
３
組
の
子
供
た
ち
の
作
品
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
、
児
童
画
展
な
ど
で
一
つ
の
学
級
・
学
校

か
ら
画
一
化
さ
れ
た
児
童
作
品
が
数
多
く
出
展
さ
れ
る

こ
と
や
、
学
校
・
地
域
が
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
同
じ

よ
う
な
作
品
を
描
か
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
児
童
作
品
に

違
和
感
を
覚
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
と
の
出

会
い
に
よ
っ
て
、本
来
の
子
供
の
思
い
は
ど
う
な
の
か
、

子
供
の
気
持
ち
と
教
師
の
指
導
に
乖か
い
り離

は
な
い
の
か
と

い
っ
た
更
な
る
疑
問
が
生
じ
、
子
供
の
絵
の
指
導
に
対

す
る
教
師
の
構
え
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
だ
と
考
え

た
。
果
た
し
て
、
教
師
が
思
い
描
く
指
導
法
は
本
当
に

子
供
の
実
態
に
即
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
子
供
の
絵

に
対
す
る
気
持
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の

か
、
更
に
は
こ
の
よ
う
な
事
例
が
全
国
的
・
国
際
的
に

発
生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
が
、
本

研
究
の
着
想
に
至
っ
た
経
緯
で
あ
る
。

２
．
研
究
の
背
景
及
び
目
的

　

法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
僅

少
で
あ
り
、
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
は
肯
定
派
と
否
定
派
の
対
立
３

が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
主
張
も
感
情
論
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
く
、
論
理
的
な
議
論
と
は
言
い
難
い
。
肯

定
派
は
教
師
に
と
っ
て
の
有
用
性
、
作
品
に
対
す
る
子

供
の
自
信
や
保
護
者
の
喜
び
の
事
実
を
論
拠
と
し
、
否

定
派
は
教
師
の
強
い
指
導
に
よ
る
画
一
性
と
と
も
に
、

子
供
の
学
齢
や
発
達
の
段
階
の
無
視
、
描
画
経
験
に
よ

る
気
付
き
の
積
み
上
げ
を
論
拠
と
し
て
お
り
、
両
者
の

議
論
は
噛か

み
合
っ
て
い
な
い
。

　

島
田
４
は
、
キ
ミ
子
方
式
や
酒
井
式
描
画
指
導
法
を

取
り
上
げ
、
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
法
の
検
討
を
通

し
て
、
描
画
指
導
の
苦
手
な
保
育
者
・
教
師
に
と
っ
て

の
魅
力
や
そ
の
利
点
、
学
校
教
育
に
適
さ
な
い
理
由
な

ど
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
子
供
の
思
い
や
考
え

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
に
止
め
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
簡
単
な
人
物
を
モ
チ
ー
フ
と

し
た
指
示
文
を
も
と
に
描
画
調
査
を
実
施
し
、
現
代
の

小
学
生
の
描
画
傾
向
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
質
問
紙

を
用
い
て
子
供
の
描
画
に
対
す
る
満
足
感
の
構
成
要
素

を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら

の
基
礎
研
究
を
根
拠
と
し
て
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導

法
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
供
が
絵
に

表
す
意
味
と
そ
れ
に
応
じ
た
指
導
の
あ
り
方
に
関
す
る

知
見
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
定
し
た
。
な
お
、

人
物
の
描
画
傾
向
に
関
す
る
調
査
の
仮
説
は
以
下
の
と

お
り
と
し
た
。

【
仮
説
Ａ
】�

現
代
の
小
学
生
の
人
物
描
画
の
傾
向
は
高

田
の
調
査
と
比
べ
て
、
画
期
の
移
行
の
遅
延

や
様
式
的
・
記
号
的
な
表
現
と
と
も
に
、
描

画
類
型
の
増
加
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

【
仮
説
Ｂ
】�

本
調
査
に
お
い
て
子
供
の
描
画
へ
の
満
足

度
は
、
子
供
が
表
そ
う
と
し
た
こ
と
や
表

現
上
の
工
夫
の
記
述
件
数
と
相
関
が
見
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
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調
査
協
力
の
実
現
性
を
考
え
る
と
、
子
供
自
身
が
法

則
化
に
よ
る
描
画
指
導
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
ま

で
を
本
研
究
の
射
程
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

し
か
し
、
上
記
の
仮
説
検
証
の
過
程
で
子
供
の
描
画

の
発
達
傾
向
と
と
も
に
、
表
そ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
の

思
い
や
願
い
、
表
現
上
の
工
夫
が
描
画
に
対
す
る
満
足

感
の
構
成
要
素
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、

子
供
の
画
期
や
発
達
の
段
階
と
関
係
な
く
実
施
さ
れ
た

り
、
子
供
の
気
持
ち
に
関
係
な
く
表
現
内
容
そ
の
も
の

や
描
き
方
な
ど
の
表
現
方
法
を
教
師
が
与
え
た
り
す
る

よ
う
な
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
の
根
本
的
な
意
義
や

指
導
に
至
る
考
え
方
、
そ
し
て
指
導
法
の
是
正
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
た
。

３
．
研
究
の
方
法

　

本
研
究
で
は
、
前
掲
の
村
瀬
の
追
試
５
に
お
い
て
、

人
物
描
画
に
特
徴
的
な
傾
向
を
見
た
こ
と
か
ら
、
高
田

の
追
試
に
関
す
る
予
備
調
査
で
人
物
描
画
を
射
程
と
し

て
取
り
組
ん
で
き
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究

で
は
以
下
の
手
続
き
で
研
究
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

①�

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
経
緯
と
仮
説
設
定
の
理
由
に

つ
い
て
述
べ
る
。

②�

現
代
の
小
学
生
の
人
物
描
画
の
傾
向
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
高
田
か
ら
人
物
描
画
に
関
す
る
項

目
を
抽
出
し
、
２
０
１
９
年
２
月
〜
３
月
に
か
け

て
研
究
協
力
校
で
あ
る
Ｈ
市
立
Ｏ
小
学
校
（
北
海

道
）、�

Ｋ
市
立
Ｔ
小
学
校
（
近
畿
地
方
）、
Ｉ
市
立

Ｋ
小
学
校
（
中
国
地
方
）
の
児
童
５
９
３
名
を
対

象
と
し
た
描
画
調
査
を
実
施
し
、
先
行
研
究
と
の

比
較
分
析
を
試
み
る
。

③�

②
描
画
調
査
と
同
時
に
、
子
供
が
表
そ
う
と
し
た

こ
と
や
表
現
上
の
工
夫
を
自
由
記
述
で
問
う
と
と

も
に
、
そ
れ
ら
の
記
述
件
数
と
描
画
に
対
す
る
満

足
度
が
相
関
関
係
に
あ
る
か
質
問
紙
に
よ
る
調
査

を
実
施
し
、
分
析
を
試
み
る
。

④�

②
③
の
調
査
結
果
を
根
拠
と
し
て
、
法
則
化
に
よ

る
描
画
指
導
法
の
検
討
を
す
る
。
仮
説
Ａ
及
び
Ｂ

の
検
証
に
至
っ
た
場
合
は
、
批
判
的
検
討
を
可
能

と
す
る
。

⑤�

子
供
が
絵
を
描
く
こ
と
の
意
味
と
今
後
の
子
供
の

絵
の
指
導
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

描
画
調
査
及
び
質
問
紙
調
査
は
以
下
の
手
続
き
で
進

め
る
。

　

人
物
描
画
調
査
は
、
短
文
を
読
ん
で
５
分
〜
10
分
程

度
で
所
定
の
描
画
用
紙
に
短
文
の
内
容
を
鉛
筆
で
線
描

す
る
も
の
と
し
、
教
師
に
よ
る
指
導
は
一
切
し
な
い
も

の
と
す
る
。
質
問
紙
調
査
に
つ
い
て
は
描
画
調
査
終
了

後
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
配
布
・
記
入
す
る
こ
と
と
し
、
事

前
配
布
や
告
知
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。
短
文
（
調

査
項
目
）
は
先
行
研
究
及
び
予
備
研
究
よ
り
、
以
下
の

４
項
目
と
し
た
。

調
査
Ⅰ
：
立
っ
て
い
る
人
を
描
い
て
く
だ
さ
い
。

調
査
Ⅱ
：�

ボ
ー
ル
を
拾
っ
て
い
る
人
を
描
い
て
く
だ

さ
い
。

調
査
Ⅲ
：�

体
育
の
座
り
方
で
座
っ
て
い
る
人
を
描
い
て

く
だ
さ
い
。

調
査
Ⅳ
：
走
っ
て
い
る
人
を
描
い
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
描
画
調
査
の
評
定
の
尺
度
は
高
田
の
も
の
を

基
本
と
す
る
が
、
描
画
類
型
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
た

め
、
著
者
の
他
、
大
学
生
８
名
で
Ｋ
Ｊ
法
を
用
い
て
類

型
を
検
討
し
、
適
宜
増
減
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

質
問
紙
調
査
の
項
目
は
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま

え
、「
表
わ
そ
う
と
し
た
こ
と
」「
工
夫
し
た
こ
と
」
の

自
由
記
述
の
件
数
と
、「
思
っ
た
通
り
に
描
く
こ
と
が

で
き
た
か
（
描
画
へ
の
満
足
度
）」
を
７
件
法
（
と
て

も
で
き
た
・
で
き
た
・
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
で
き
た
・

ど
ち
ら
で
も
な
い
・
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
で
き
な
か
っ

た
・
で
き
な
か
っ
た
・
と
て
も
で
き
な
か
っ
た
）
で
問

い
、
７
点
満
点
で
得
点
化
し
た
も
の
と
の
相
関
係
数
を

CO
RREL

※
１
（Excel

）
で
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

※ 1
CORREL関数は、2 種類のデータの相関関係を求める
Microsoft Excel の関数。
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Ⅱ 

研
究
の
経
緯

１
．�

本
学
附
属
学
校
の
児
童
を
対
象
と
し
た�

予
備
調
査
（
２
０
１
７
）
結
果
と�

仮
説
Ａ
設
定
の
経
緯
に
つ
い
て

調
査
Ⅰ

立
っ
て
い
る
人
を
描
い
て
く
だ
さ
い
（
抜
粋
）

　

本
研
究
に
先
立
ち
、
２
０
１
７
年
の
１
月
〜
３
月
に

本
学
附
属
学
校
の
児
童
を
対
象
と
し
た
予
備
調
査
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
図
１
の
上
段
①
〜
④
の
よ
う
に
指
示

文
に
忠
実
に
「
立
っ
て
い
る
人
」
を
描
い
た
児
童
も
見

ら
れ
た
が
、
学
年
の
進
行
に
伴
っ
て
、
何
ら
か
の
文
脈

（
物
語
性
）
を
伴
う
表
現
が
増
加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ

た
。
表
そ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
の
記
述
調
査
は
実
施
し

て
お
ら
ず
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
⑤
は
青
年
（
あ

る
い
は
少
年
）
が
岬
の
突
端
で
全
身
で
日
光
を
浴
び
て

い
る
様
子
、
⑥
は
お
母
さ
ん
が
台
所
で
家
事
を
し
て
い

る
様
子
、
⑦
は
若
い
女
性
の
信
号
待
ち
の
様
子
、
⑧
は

ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
に
乗
っ
て
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
棒
人
間
の

よ
う
な
消
極
的
な
記
号
化
の
表
現
も
見
ら
れ
た
が
、
図

１
下
段
⑨
〜
⑪
の
よ
う
な
積
極
的
と
思
わ
れ
る
記
号
化

の
表
現
が
出
現
し
た
。

　

予
備
調
査
の
結
果
を
携
え
広
島
県
の
高
田
氏
を
訪
ね

た
と
こ
ろ
、
⑤
〜
⑪
に
見
ら
れ
る
傾
向
は
、
１
９
８
９

年
当
時
の
調
査
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
ま
た
、
調
査
対
象
を
本
学
附
属
学
校
の
児
童
と
し

た
た
め
、
公
立
学
校
を
対
象
と
し
た
再
調
査
の
示
唆
を

得
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
仮
説
Ａ
を
設
定
し
、
公

立
学
校
の
児
童
を
対
象
と
し
た
描
画
調
査
を
実
施
す
る

に
至
っ
た
。
な
お
、
棒
人
間
を
消
極
的
記
号
化
、
図
１

⑨
⑩
を
積
極
的
記
号
化
と
分
類
し
た
も
の
の
、
⑪
の
よ

う
な
表
現
の
積
極
性
・
消
極
性
の
判
別
が
難
し
い
こ
と

図１　予備調査Ⅰ「立っている人（抜粋）」

① 小３・女子 ② 小５・男子 ③ 小５・女子 ④ 小６・女子

⑤ 小４・男子 ⑥ 小５・女子 ⑦ 小５・女子 ⑧ 小６・男子

⑨ 小５・女子 ⑩ 小６・女子 ⑪ 小６・女子

か
ら
、
本
研
究
で
は
一
括
し
て
記
号
化
と
呼
ぶ
こ
と

と
し
た
。

２
．��

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
反
省
と�

仮
説
Ｂ
設
定
の
経
緯
に
つ
い
て

昭
和
55
年
度
版
と
平
成
26
年
度
版
の

　
　
　
　
　
　
　
　

教
科
書
比
較
か
ら　
　

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
村
瀬
と
の
比
較
で
は
空
間
認

識
に
つ
い
て
、
高
田
と
の
比
較
で
は
人
物
描
画
の
傾

向
に
つ
い
て
一
定
の
知
見
を
得
た
。
し
か
し
、
先
行

研
究
当
時
と
現
在
の
図
画
工
作
の
教
科
書
か
ら
、
全
学

年
の
「
絵
に（
で
）表
す
」
題
材
を
抽
出
し
、
そ
の
類
型

化
及
び
比
較
を
試
み
た
と
こ
ろ
、昭
和
55
（
１
９
８
０
）

年
度
版
で
は
再
現
的
な
題
材
が
半
数
以
上
を
占
め
た
の

に
対
し
、
平
成
26
（
２
０
１
４
）
度
版
で
は
14
％
程

度
６ 

に
減
少
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
図
画
工
作
科

の
総
授
業
時
数
が
４
１
８
時
間
か
ら
３
５
６
時
間
に
減

少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
図
１
の
調
査
結
果
は
子
供

の
再
現
的
か
つ
技
能
的
な
側
面
の
み
に
し
か
着
目
し
て

お
ら
ず
、「
子
供
に
と
っ
て
の
絵
の
意
味
」
を
捉
え
る
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頭部・正面 頭部・斜め

胴腰も正面
胴腰は

正面

胴腰は

側面
胴腰も斜め

腕がなく手

のみ

腕を胴から

離して表す

腕を胴に

密着させて

表す

指がなく

まるい形

New

クリーム

パン

New

手の甲や指

が表しやすい

視点から表す

全体に合

わせて正

面から表す

両手が体に

隠れていて

判別不能

脚部・足部

がどこも接

しない

脚部・足部の一部

または全部が接し

ている

脚部・足部

が三角

New

膝の出現

図

/

年

1989 97.1% 2.0% 1.0% 0% 2.9% 90.2% 5.9% 0.0% 100% 0% 0% 88.2% 11.8% 0%

2019 100% 0% 0% 0% 6.3% 89.6% 2.1% 2.1% 27.1% 16.7% 33.3% 0% 0% 88.3% 8.0% 3.1% 1.5% 2.1% 0%

1989 97.6% 0.8% 1.6% 0% 1.6% 91.1% 7.3% 8.1% 100% 0% 0% 91.9% 8.1% 1.5%

2019 99.2% 0% 0% 0.8% 1.6% 91.0% 4.1% 2.5% 15.6% 19.7% 60.7% 0% 1.6% 72.1% 4.9% 21.3% 0% 1.6% 0%

1989 94.7% 2.6% 2.6% 0% 0% 64.9% 35.1% 16.7% 96.5% 0% 3.5% 82.5% 17.5% 8.8%

2019 100% 0% 0% 0% 2.1% 91.7% 2.1% 4.2% 16.7% 14.6% 60.4% 4.2% 4.2% 56.3% 4.2% 37.5% 0% 2.1% 0%

1989 94.0% 0% 4.3% 0% 0% 61.5% 38.5% 24.8% 78.6% 11.1% 10.3% 81.2% 18.8% 11.1%

2019 98.4% 0% 0.8% 0% 0.8% 77.2% 11.4% 9.8% 15.5% 16.3% 54.5% 4.1% 8.9% 65.0% 8.1% 24.4% 0% 1.6% 0.8%

1989 92.6% 0% 4.4% 1.5% 0% 63.0% 37.0% 22.2% 80.0% 15.6% 4.4% 74.8% 25.9% 16.3%

2019 92.7% 0% 0.9% 0% 0% 64.9% 14.4% 14.4% 15.3% 11.7% 47.7% 6.3% 11.7% 52.3% 9.9% 29.7% 0.9% 3.6% 3.6%

1989 88.0% 0.9% 8.3% 2.6% 0% 33.3% 66.7% 38.9% 66.7% 17.9% 15.7% 63.8% 36.1% 12.0%

2019 100% 0% 0% 0% 0% 56.7% 35.0% 8.3% 21.7% 5.0% 53.3% 11.7% 8.3% 23.3% 6.7% 70.0% 0% 2.1% 0%
6年生

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

脚部・足部の接し方

棒人間

New

判別

不能

New

パターン

学年

頭部・側面 腕の表し方 手の表し方
腕・手と

体の重なり

の出現率

図２　北海道・小５・女子・満足度７

表１　調査Ⅰ「立っている人」の先行研究との学年別比較（調査人数：1989年710人、2019年593人）

視
点
が
不
十
分
で
あ
る
と
反
省
す
る
に
至
っ
た
。

　

特
に
、
記
号
化
の
出
現
が
見
ら
れ
る
今
日
に
お

い
て
、
再
現
性
だ
け
が
子
供
に
と
っ
て
の
描
画
へ

の
満
足
度
の
構
成
要
素
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

特
に
、予
備
調
査
か
ら
は
学
年
の
進
行
に
伴
っ
て
、

何
ら
か
の
文
脈
（
物
語
性
）
を
伴
う
表
現
が
増
加

す
る
と
い
う
知
見
を
得
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
子
供
が
表
そ
う
と
し
た
こ
と
や
表
現

上
の
工
夫
、
描
画
に
対
す
る
満
足
感
と
の
関
連
に

着
目
し
、
仮
説
Ｂ
を
設
定
し
質
問
紙
に
よ
る
調
査

を
実
施
す
る
に
至
っ
た
。

Ⅲ  

公
立
小
学
校
に
お
け
る
描
画
及
び 

質
問
紙
調
査
結
果
・
考
察

１
．��「
調
査
Ⅰ
：
立
っ
て
い
る
人
を
描
い
て
く

だ
さ
い
」（
表
１
）

　

今
回
の
調
査
で
は
手
の
表
現
に
お
い
て
、
先
行

研
究
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
指
が
な
く
丸
い
形

4

4

4

や
そ
れ
に
準
ず
る
ク
リ
ー
ム
パ
ン
の
よ
う
な
形
状

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
新
た
に
全
学
年
で
出
現
し
た
。
そ
う
し
た
様
式

的
・
記
号
的
な
手
の
表
現
傾
向
は
１
年
生
で
40
％

以
上
、
２
〜
４
年
生
で�

３
分
の
１
以
上
、
高
学
年
で
も

４
分
の
１
以
上
の
子
供
に
見
ら
れ
た
。

　

一
方
、
脚
部
に
お
い
て
は
三
角
の
形
状

4

4

4

4

4

で
表
す
傾
向

が
新
た
に
出
現
し
た
。
先
行
研
究
で
は
学
年
進
行
に
伴

い
６
年
生
ま
で
に
関
節
や
骨
格
を
意
識
し
て
認
識
的
に

描
く
子
供
が
３
分
の
１
程
度
ま
で
増
加
す
る
傾
向
が
見

ら
れ
た
が
、
今
回
の
調
査
で
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
ず
、
そ
の

他
大
勢
の
子
供
に
様
式
的
・
記
号
的
な
表
し
方
が
見
ら

れ
た
。
ま
た
、
象
徴
的
に
人
物
を
描
い
た
の
で
は
な
く
、

高
学
年
の
お
よ
そ
３
割
が
何
ら
か
の
理
由
で
ポ
ー
ズ

4

4

4

を

描
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
図
２
を
描
い
た
子
供
の

自
由
記
述
に
は
、「
き
れ
い
な
景
色
の
中
で
風
を
感
じ
て

い
る
よ
う
な
人
」
を
表
そ
う
と
し
て
、「
背
景
や
広
げ
た

手
」
と
、
状
況
を
説
明
す
る
記
述
が
見
ら
れ
た
。

２
．��「
調
査
Ⅱ
：
ボ
ー
ル
を
拾
っ
て
い
る
人
を
描
い

て
く
だ
さ
い
」�（
22
ペ
ー
ジ　

表
２
）

　

調
査
Ⅱ
で
は
、
た
だ
ボ
ー
ル
を
持
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

よ
う
な

表
し
方
を
す
る
子
供
が
全
体
の
１
割
程
度
出
現
し
た
。

ま
た
、
腕
だ
け
を
伸
ば
し
た
り
身
体
全
体
を
傾
け
た
り

す
る
表
し
方
は
、
先
行
研
究
で
は
５
年
生
ま
で
に
ほ
ぼ

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
に
対
し
、�

１
年
生
で
52
・
１
％
、

２
年
生
で
42
・
６
％
、
３
年
生
で
29
・
２
％
、
４
年
生

で
31
・
７
％
、
５
年
生
で
18
％
、
６
年
生
で
13
・
３
％

と
、学
年
の
進
行
に
従
っ
て
減
少
は
し
て
い
る
も
の
の
、

認
識
的
表
現
の
遅
延
傾
向

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
低
学

年
に
顕
著
な
傾
向
で
あ
り
、
描
画
内
容
が
判
別
不
能
の

作
品
も
１
割
程
度
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

図
３
（
23
ペ
ー
ジ
）
を
描
い
た
子
供
の
自
由
記
述
に

は
、「
校
庭
で
遊
ぶ
人
が
い
な
く
て
独
り
ぼ
っ
ち
で
ボ
ー

ル
を
拾
っ
て
い
る
人
」
を
表
そ
う
と
し
、「
横
向
き
の

人
を
描
く
と
き
に
手
が
出
て
い
る
場
所
に
気
を
つ
け

た
」
と
、
状
況
を
説
明
す
る
記
述
が
見
ら
れ
た
。

New New New

New

New
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頭部

斜め

正面の

胴・腰に

側面の脚

部

頭部と脚部

が正面で胴

部が側面

頭・胴部が

正面で脚は

膝を曲げて

かかえてい

ない

正面の胴・

腰に側面の

脚部だが

腕が描かれ

ていない

頭部は正面

で胴・脚部

が側面

頭・胴・脚

部が正面で

腕を伸ばし

脚を曲げる

胴・腰部

は正面

胴部は側面

腰部は正面

胴・腰・

脚部側面

側面手脚の

重なり

頭部のみ側面で

他は正面からと

らえたように

表す

ただ立っ

ているよ

うに表す

胴・腰部

も斜め

胴部のみ正

面で頭・脚

部側面

頭部正面で

胴・脚が斜

め

頭部側面で

胴・脚部が

斜め

棒人間で

表す

正面図式のま

ま全体を傾け

る

腕を伸ばす

のみ

脚部を

上げる

正面から

とらえたよ

うに表す

手・脚部は

斜めから

全体を斜め

からとらえ

て表す

1989 2.9% 14.7% 19.6% 20.6% 5.9% 13.7% 6.9% 2.9% 11.8% 0% 0%

2019 0% 0% 10.4% 2.1% 12.5% 37.5% 4.2% 0% 0% 6.3% 0.0% 0% 6.3% 8.3% 2.1% 0% 4.2% 2.1% 0% 0% 0% 0% 4.2%

1989 0.8% 4.1% 8.9% 14.6% 5.7% 8.1% 33.3% 5.7% 17.1% 1.6% 0%

2019 0% 0% 9.8% 13.9% 15.6% 21.3% 0.8% 4.1% 0.8% 1.6% 0.0% 4.1% 2.5% 5.7% 1.6% 0.8% 4.9% 0.0% 0% 0% 0% 0.8% 11.5%

1989 1.8% 0.9% 10.5% 21.9% 22.8% 5.3% 12.3% 16.7% 7.0% 0.9% 0%

2019 0% 0% 8.3% 16.7% 14.6% 16.7% 2.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14.6% 20.8% 0% 2.1% 0% 0% 0% 0% 0% 4.2%

1989 0.9% 0% 8.5% 13.7% 30.8% 5.1% 3.4% 6.8% 23.9% 5.1% 1.7%

2019 0% 0% 4.9% 12.2% 25.2% 15.4% 1.6% 1.6% 0% 3.3% 0.8% 5.7% 0% 10.6% 7.3% 0% 2.4% 2.4% 0.8% 0.8% 0% 0.8% 4.1%

1989 0% 0% 8.1% 11.1% 43.0% 4.4% 0% 0.7% 25.9% 3.0% 3.7%

2019 0% 0% 1.8% 10.8% 13.5% 17.1% 0% 0% 0% 1.8% 0.9% 2.7% 3.6% 11.7% 14.4% 0% 0.9% 3.6% 0.9% 1.8% 0.9% 5.4% 8.1%

1989 0% 0% 2.8% 7.4% 45.4% 1.9% 0% 1.9% 28.7% 8.3% 3.7%

2019 0% 0% 0% 8.3% 31.7% 13.3% 3.3% 0% 0% 0% 0% 3.3% 1.7% 16.7% 15.0% 0% 0% 3.3% 0% 0% 0% 0% 0%

頭部また

は脚部

のみ

混乱して

描けない

胴・腰・脚部も

正面

頭部・正面 頭部・側面

1年生

2年生

3年生

4年生

視点

パターン

学年

6年生

New New

判別

不可

New

その他 New

5年生

表 3　調査Ⅲ「体育の座り方で座っている人」の先行研究との学年別比較（調査人数：1989年710人、2019年593人）

胴部は正面だが

腰部は側面

正面図式

変化なし

腕のみ曲

げる

脚のみ開く

腕を曲げ

脚を開くか

曲げる

脚のみ

曲げる

New

胴部は側

面だが腰

部は正面

New

頭部を側

面にしたの

みで変化

なし

腕のみ曲

げる

脚のみ開く

腕を曲げ

脚を開く

腕を曲げ

脚を曲げる

脚を曲げ

脚を曲げ

全体を傾け

る

脚のみ

曲げる

腕、脚

曲げる 腕のみ

曲げる

腕を曲げ

脚を開く

腕を曲げ

脚を曲げる

腕を曲げ

脚を曲げ

全体を傾け

る

脚のみ

曲げる

New

腕脚のび、

脚開きあり

New

その他

New
傾きなし 傾ける 傾きなし 傾ける

図

/

年

1989 36.3% 22.5% 5.9% 9.8% 8.8% 1.0% 12.7% 0% 2.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2019 22.9% 18.8% 25.0% 4.2% 0% 4.2% 2.1% 2.1% 0% 0% 2.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.1% 0% 0% 0% 4.2% 4.2% 8.3%

1989 6.5% 14.6% 5.7% 6.5% 8.1% 11.4% 22.0% 0.8% 7.3% 3.3% 12.2% 0% 16.0% 0% 0% 0%

2019 14.8% 22.1% 17.2% 3.3% 1.6% 1.6% 9.0% 6.6% 10.7% 0% 0.0% 0% 0.8% 0% 3.3% 0% 0% 0% 0% 1.6% 0% 0.8% 0% 4.1% 0.8% 1.6%

1989 5.3% 10.5% 13.2% 0.9% 4.4% 7.9% 29.8% 0% 3.5% 4.4% 16.7% 0% 2.6% 0.9% 0% 0%

2019 8.3% 14.6% 6.3% 4.2% 2.1% 2.1% 4.2% 10.4% 20.8% 2.1% 2.1% 0% 2.1% 0% 4.2% 0% 0% 0% 0% 4.2% 0% 2.1% 0% 4.2% 6.3% 0.0%

1989 2.6% 7.7% 17.9% 0% 8.5% 3.4% 5.1% 0.9% 1.7% 0.9% 24.8% 0% 22.2% 4.3% 0% 0%

2019 7.3% 12.2% 16.3% 6.5% 0% 2.4% 1.6% 4.9% 15.4% 1.6% 0.8% 0.8% 0.8% 1.6% 6.5% 1.6% 0% 1.6% 1.6% 4.9% 1.6% 1.6% 0% 4.1% 1.6% 4.1%

1989 0.7% 4.4% 22.7% 0% 2.2% 3.7% 5.2% 1.5% 0% 2.2% 25.9% 0.7% 22.2% 3.0% 3.7% 1.5%

2019 4.5% 2.7% 16.2% 4.5% 2.7% 1.8% 2.7% 4.5% 20.7% 0% 2.7% 0% 0% 0% 9.0% 2.7% 0.9% 2.7% 3.6% 3.6% 0% 1.8% 0% 1.8% 5.4% 9.0%

1989 0% 1.9% 8.3% 0% 0.9% 1.9% 9.3% 2.8% 0% 0.9% 26.9% 3.7% 25.9% 4.6% 5.6% 7.4%

2019 0% 1.7% 38.3% 0% 0% 0% 3.3% 3.3% 11.7% 5.0% 0% 0% 0% 1.7% 18.3% 0% 0% 0% 0% 8.3% 6.7% 0% 0% 1.7% 0% 0%

判別

不能

New

棒人間

New

胴・腰部斜め

頭部・斜め

胴・腰部も側面

頭部・正面 頭部・側面

胴部・腰部は正面 胴部は側面だが腰部は正面

3年生

4年生

5年生

6年生

胴・腰部

正面

New
パターン

学年

胴・腰・脚部も正面

1年生

2年生

表４　調査Ⅳ「走っている人」の先行研究との学年別比較（調査人数：1989年710人、2019年593人）

new

腕だけを

伸ばす

全体を傾

ける

腕を伸ば

し足を曲

げる

上半身を

傾け腕を

伸ばす

腕の重な

りを避け

胴部を曲

げる

正面から

2つに折り

曲げる

正面から

しゃがん

だように

表す

頭部は正

面で

胴部・脚

部は

ななめ

New

頭部と脚

部は正面

で胴部は

側面

New

腕だけを

伸ばす

全体を傾

ける

腕を

伸ばし

脚を

曲げる

上半身を

傾ける

腕の重な

りを避け

胴部を

曲げる

腕だけを

伸ばす

全体を傾

ける

腕を伸ばし

脚を曲げる

上半身を

傾け

腕を伸ばす

腕だけを

伸ばす

全体を

傾ける

上半身を

傾け腕を

伸ばす

上半身を

傾け膝を

曲げる

腕を伸ばし

膝を曲げる

New

上半身を

傾け

膝を曲げ

る

しゃがん

で拾う

頭部のみ

斜めで

胴部が側

面、脚部

が正面腕

を伸ばす

New

頭部のみ

斜めで

胴・脚部

が正面

腕を伸ば

す

New

1989 29.3% 5.1% 3.0% 6.1% 5.1% 1.0% 10.1% 6.1% 4.0% 3.0% 5.1% 6.1% 8.1% 5.1% 2.0% 1.0% 0% 0%

2019 52.1% 0% 10.4% 2.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.1% 0% 2.1% 0% 8.3% 0% 2.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.2% 0% 0% 0% 2.1% 12.5%

1989 10.3% 4.8% 2.4% 11.1% 2.4% 1.6% 18.3% 6.3% 7.1% 4.0% 5.6% 3.2% 8.7% 4.8% 4.0% 4.8% 0.8% 0%

2019 42.6% 10.7% 2.5% 0% 0.8% 0% 0% 0% 4.9% 1.6% 1.6% 1.6% 6.6% 1.6% 1.6% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.5% 1.6% 0% 0% 0% 9.8%

1989 6.1% 1.7% 0.9% 6.1% 7.0% 1.7% 3.5% 0.9% 0.9% 2.6% 11.3% 3.5% 25.2% 2.6% 7.8% 18.3% 0% 0%

2019 29.2% 6.3% 10.4% 2.1% 0% 0% 0% 0% 2.1% 2.1% 6.3% 0% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 4.2% 2.1% 0% 2.1% 0% 0% 0% 12.5% 0% 0% 0% 4.2% 6.3%

1989 1.7% 0.8% 2.5% 4.2% 1.7% 5.1% 0.8% 3.4% 3.4% 1.7% 5.9% 2.5% 24.6% 1.7% 10.2% 27.1% 1.7% 0.8%

2019 31.7% 8.1% 4.9% 1.6% 0% 4.1% 0% 3.3% 1.6% 3.3% 1.6% 0% 3.3% 1.6% 4.9% 1.6% 1.6% 4.1% 0% 4.1% 0.8% 0% 0% 9.8% 0% 0% 0.8% 3.2% 3.3%

1989 0% 0% 1.0% 0% 3.0% 5.0% 0% 0% 2.0% 0% 5.0% 2.0% 23.8% 1.0% 16.8% 34.7% 2.0% 4.0%

2019 18.0% 7.2% 4.5% 0.9% 0% 0.9% 0% 0.9% 4.5% 5.4% 6.3% 0% 1.8% 4.5% 1.8% 1.8% 0.9% 7.2% 4.5% 2.7% 0.9% 0% 0% 14.4% 0% 0% 0% 4.5% 3.6%

1989 0.9% 0% 0% 0% 0.9% 7.9% 0% 0% 0.9% 0.9% 2.6% 1.8% 19.3% 1.8% 9.6% 39.5% 6.1% 7.9%

2019 13.3% 3.3% 11.7% 1.7% 0% 6.7% 1.7% 0% 0% 3.3% 3.3% 0% 0% 5.0% 5.0% 0% 6.7% 15.0% 1.7% 0% 1.7% 0% 1.7% 8.3% 1.7% 1.7% 0% 0% 5.0%

棒人間

画面に

収まり

きらない

胴部側面・腰部正面 胴部・腰部とも側面

ボールを

持っている

胴部・腰部は正面

ボールを

触っている

手のみ

描かれてい

る

胴・腰部斜め

頭部・斜め

胴部腰部も正面

頭部・側面頭部・正面

判別

不能

New

6年生

new new

その他 New

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

視点

パターン

学年

表 2　調査Ⅱ「ボールを拾っている人」の先行研究との学年別比較（調査人数：1989年710人、2019年593人）

New

A

★

New

New

New New

★ ★ ★
★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★

★

★

New New New

New
New New New New

New

New

New

New

New

New
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図６　近畿地方・小５・女子・満足度６

　

先
行
研
究
と
の
比
較
・
検
討
か
ら
観
面
混
合

4

4

4

4

を
４

類
型
（
表
２
★
参
照
）、
手
足
や
姿
勢
に
関
し
て
５
類
型�

（
表
２
★
参
照
）
を
追
加
し
た
。

３
．�「
調
査
Ⅲ
：
体
育
の
座
り
方
で
座
っ
て
い
る

人
を
描
い
て
く
だ
さ
い
」（
表
３
）

　

今
回
の
調
査
で
最
も
類
型
の
展
開
が
多
く
見
ら
れ

た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
先
行
研
究
に
お
い
て
、
学
年

進
行
に
伴
っ
て
落
ち
着
い
て
い
っ
た
観
面
混
合

4

4

4

4

９
類
型

（
表
３
★
参
照
）
と
、
そ
の
う
ち
の
手
足
の
表
し
方
３
類

型
（
表
３
★
参
照
）
の
増
加
に
あ
る
。
本
調
査
の
指
示
は
、

胴
部
と
腰
と
脚
部
、
そ
れ
を
包
み
込
む
腕
の
表
現
が
子

供
に
と
っ
て
や
や
困
難
を
感
じ
る
課
題
と
推
察
す
る
。

脚
部
だ
け
が
側
面
で
そ
の
他
は
正
面
と
い
っ
た
描
き
方

の
出
現
件
数
が
目
立
つ
中
で
、
特
に
手
足
の
長
さ
の
バ

ラ
ン
ス
や
骨
格
を
無
視
し
た
表
現
が
散
見
さ
れ
た
。
低

学
年
で
は
描
画
内
容
の
判
別
が
難
し
い
作
品
を
15
％
程

度
確
認
し
た
。
図
４
を
描
い
た
子
供
の
質
問
紙
調
査
に

は
、「
横
向
き
の
き
れ
い
に
座
っ
て
い
る
人
」
を
表
そ

う
と
し
、「
足
の
太
さ
、
う
で
の
太
さ
・
長
さ
に
注
意

し
た
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
た
。
観
面
は
全
て
側
面
で

統
一
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
図
５
は
頭
部
が
側
面
で
、

そ
れ
以
外
は
斜
め
の
観
面
で
描
か
れ
て
い
る
。
子
供
の

質
問
紙
調
査
か
ら
は
、「
体
育
の
時
に
体
操
服
を
着
て

座
っ
て
い
る
男
の
人
」
を
表
そ
う
と
し
、「
左
手
を
前

に
出
し
た
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
た
。

　

ま
た
全
体
が
様
式
的
・
記
号
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
が
特
徴
で
あ
り
、
同
様
の
傾
向
が
各
学
年
で
散
見
さ

れ
た
。

４
．�「
調
査
Ⅳ
：
走
っ
て
い
る
人
を
描
い
て
く
だ

さ
い
」（
表
４
） 

　

調
査
Ⅳ
で
は
顔
・
胴
・
腰
部
が
全
て
正
面
の
ま
ま
、

腕
を
曲
げ
足
を
開
く
か
曲
げ
る
観
面
混
合

4

4

4

4

の
出
現
が
多

く
見
ら
れ
た
。
そ
の
他
、
頭
部
・
胴
部
・
腰
部
の
全
て

を
側
面
で
表
し
た
子
供
は
先
行
研
究
で
は
４
年
生
で
26
・

５
％
、
６
年
生
で
30
・
５
％
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、　

今

回
の
調
査
で
は
４
年
生
が
６
・５
％
、
６
年
生
が
15
％
に

と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
側
面
か
ら
の
表
し
方
の
減
少
に
伴

う
正
面
か
ら
の
表
し
方
の
増
加
も
見
ら
れ
た
（
A
参
照
）。�

質
問
紙
調
査
で
は
３
年
生
以
上
で
表
そ
う
と
し
た
こ
と

や
場
面
の
記
述
が
最
も
多
く
見
ら
れ
た
。
図
６
は
全
て

側
面
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。子
供
の
自
由
記
述
か
ら
は
、

「
一
人
で
運
動
会
の
練
習
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
」
を
表

そ
う
と
し
、「
友
達
が
応
援
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に

し
た
。
け
む
り
を
か
い
た
」
と
状
況
を
説
明
す
る
記
述

が
見
ら
れ
た
。

５
．
質
問
紙
調
査
の
結
果
よ
り

　

表
５
〜
８
（
24
ペ
ー
ジ
）
は
質
問
紙
に
よ
る
調
査
結

果
の
概
要
で
あ
る
。
描
画
調
査
終
了
後
に
質
問
紙
を
配

布
し
、「
表
そ
う
と
し
た
こ
と
」
や
「
工
夫
し
た
こ
と
」

の
自
由
記
述
の
他
、
思
っ
た
通
り
に
描
く
こ
と
が
で
き

た
か
（
描
画
へ
の
満
足
度
）
を
７
件
法
で
調
査
し
た
。

　

表
５
か
ら
は
学
年
の
進
行
に
伴
っ
て
自
己
評
価

4

4

4

4

の
数

値
は
下
降
傾
向

4

4

4

4

に
あ
る
も
の
の
、
表
６
か
ら
は
表
そ
う

と
し
た
こ
と
や
、
工
夫
の
記
述
件
数
が
増
加

4

4

4

4

4

4

4

し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

図３　中国地方・小５・男子・満足度７

図４　北海道・小５・男子・満足度６

図５　近畿地方・小５・女子・満足度６
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ま
た
作
品
で
表
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
や
工
夫
の
記

述
件
数
に
お
い
て
５
年
生
が
最
高
値
と
な
っ
た
の
は
、

６
年
生
男
子
の
表
そ
う
と
し
た
こ
と
の
記
述
件
数
が
著

し
く
減
少
し
た
こ
と
に
大
き
な
要
因
が
あ
る
。

　

続
い
て
表
７
に
描
画
へ
の
満
足
度
と
表
そ
う
と
し
た

こ
と
、
工
夫
し
た
こ
と
の
記
述
件
数
の
相
関
係
数
を
示

し
た
。
三
つ
の
項
目
間
の
う
ち
、
３
年
生
で
は
全
て
の

項
目
に
お
い
て
、
２
年
生
と
５
年
生
で
は
表
そ
う
と
し

た
こ
と
と
工
夫
し
た
こ
と
に
つ
い
て
相
関
が
認
め
ら
れ

た
。
し
か
し
、
そ
の
他
、
性
差
別
の
分
析
を
試
み
た
も

の
の
、
相
関
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

表
そ
う
と
し
た
こ
と
と
工
夫
し
た
こ
と
は
、
単
体
で
は

描
画
に
対
す
る
満
足
度
と
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
表
そ
う
と
し
た
こ
と
と
工
夫
し
た
こ
と
の

両
者
の
記
述
件
数
を
合
わ
せ
て
満
足
度
と
の
相
関
を
確

か
め
た
と
こ
ろ
表
８
に
示
す
通
り
、
す
べ
て
の
調
査
に

お
い
て
強
い
相
関
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
表
そ

う
と
し
た
こ
と
と
工
夫
し
た
こ
と
の
両
者
が
結
び
つ
い

4

4

4

4

4

4

4

た
時
4

4

、
子
供
の
描
画
へ
の
満
足
度
が
高
く
な
る
と
認
識

す
る
に
至
っ
た
。

６
．描
画
調
査
及
び
質
問
紙
調
査
の
ま
と
め

　

描
画
調
査
に
お
け
る
先
行
研
究
と
の
比
較
で
は
、
調

査
Ⅰ
は
14
件
か
ら
18
件
（
＋
４
件
）、
調
査
Ⅱ
で
は
18

件
か
ら
28
件
（
＋
10
件
）、
調
査
Ⅲ
で
は
11
件
か
ら
22

件
（
＋
11
件
）、
調
査
Ⅳ
で
は
16
件
か
ら
25
件
（
＋
９

件
）
と
、
い
ず
れ
の
調
査
に
お
い
て
も
描
画
類
型
の
増

加
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
画
期
の
移
行
遅
延
と
と
も

に
、
高
学
年
で
の
観
面
混
合
の
増
加
や
様
式
的
・
記
号

的
な
表
現
の
出
現
を
多
数
確
認
し
た
こ
と
か
ら
、
仮
説

Ａ
の
検
証
に
至
っ
た
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
表
そ
う
と
し
た
こ
と
と
表
現
上
の
工
夫
は
、

そ
れ
ぞ
れ
単
体
で
は
描
画
の
満
足
感
に
機
能
し
な
い

が
、
い
ず
れ
も
描
画
に
対
す
る
満
足
感
の
構
成
要
素
で

あ
り
、
仮
説
Ｂ
の
検
証
に
至
る
条
件
は
両
者
が
「or 4

4

」

で
は
な
く
「and 4

4

4

」
で
結
ば
れ
る
と
の
知
見
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

以
上
、
本
調
査
で
明
ら
か
に
し
た
特
徴
を
ま
と
め
る

と
、
以
下
の
五
点
に
集
約
さ
れ
る
。

①��

積
極
的
・
消
極
的
に
よ
ら
ず
、
様
式
的
・
記
号
的

こと 工夫 満足度 こと 工夫 満足度

1年生 4年生

こと 1 0.27 0.3 1 0.32 0.19

工夫 1 0.32 1 0.3

満足度 1 1

2年生 5年生

こと 1 0.5 0.25 1 0.51 0.12

工夫 1 0.28 1 0.13

満足度 1 1

3年生 6年生

こと 1 0.5 0.41 1 0.38 0.26

工夫 1 0.51 1 0.3

満足度 1 1

表 7　表そうとしたこと・工夫したことの記述件数と描画への満足度の相関 ※３

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

調査Ⅰ 0.86 0.82 0.81 0.81 0.9 0.75

調査Ⅱ 0.83 0.82 0.85 0.85 0.9 0.92

調査Ⅲ 0.88 0.85 0.82 0.84 0.9 0.88

調査Ⅳ 0.76 0.86 0.84 0.84 0.91 0.88

表 8　表そうとしたこと・工夫したことの記述件数合計と満足度との相関

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

調査Ⅰ
Ave. 6 5.71 4.83 4.93 4.61 4.28

S.D 1.71 1.33 1.6 1.78 1.72 1.75

調査Ⅱ
Ave. 5.94 5.55 4.72 4.61 4.32 3.97

S.D 1.8 1.46 1.63 1.84 1.75 1.89

調査Ⅲ
Ave. 5.72 5.28 4.74 4.37 4.14 3.85

S.D 1.99 1.76 1.86 2.13 1.86 1.98

調査Ⅳ
Ave. 5.74 5.71 4.87 4.93 4.41 4.03

S.D 1.88 1.58 1.77 1.96 1.72 1.86

表 5　子供の描画に対する満足度の平均値（Ave.）と標準偏差※２（S.D）

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

調査Ⅰ 21.2% 37.0% 27.1% 40.7% 48.7% 35.3%

調査Ⅱ 17.3% 36.2% 29.2% 39.8% 49.6% 33.8%

調査Ⅲ 15.6% 31.9% 39.6% 35.8% 43.2% 39.7%

調査Ⅳ 11.6% 29.7% 41.7% 48.8% 53.2% 39.7%

表 6　表そうとしたことや工夫の記述件数の割合

※ 2　 標準偏差とは資料の散らばりの度合いを示す数値。各資料の値と平均値との差、
すなわち偏差の 2 乗を平均し、その正の平方根をいう。変動に富む現象につ
いて、変動の度合いを知るために用いる。S.D（standard deviation）

※ 3　 相関係数（ｒ）とは、2 変数のデータ間の関係を、-1 から 1 までの値で示す
もので、単位などには縛られない。どの程度の値なら 2 変数のデータ間に相
関があるのか、という統一的な基準は決まっていないが、本研究での尺度は次
の通りとする。 

　　　-1 ＜ｒ＝＜ -0.7：強い負の相関、-0.7<r=<-0.4：負の相関、
　　　-0.4<r=<-0.2：弱い負の相関、-0.2<r<0.2：無相関、
　　　0.2=<r<0.4：弱い（正の）相関、0.4=<r<0.7：相関、0.7=<r<1：強い相関。
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な
表
現
を
す
る
児
童
が
ど
の
学
年
で
も
一
定
の
割

合
で
出
現
す
る
こ
と
か
ら
、
子
供
の
描
画
類
型
は

増
加
し
て
い
る
。

②��
高
学
年
で
も
観
面
混
合
が
一
定
の
割
合
で
出
現
す

る
こ
と
か
ら
、
児
童
期
後
期
で
の
再
現
的
で
形
態

模
写
的
表
し
方
へ
の
移
行
の
過
程
に
は
遅
延
が�

あ
る
。

③��

物
語
性
や
ポ
ー
ズ
を
伴
っ
た
「
表
し
た
い
こ
と
」

や
「
表
現
上
の
工
夫
」
を
描
く
子
ど
も
が
学
年
進

行
と
共
に
増
加
し
て
い
る
。

④��

６
年
生
男
子
の
「
表
し
た
い
こ
と
」
の
改
善
は
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
。

⑤��

描
画
の
満
足
感
は
、
表
し
た
い
こ
と
と
表
現
上
の

工
夫
の
一
体
化
が
鍵
で
あ
る
。

　

本
描
画
調
査
は
、
短
時
間
で
人
物
を
指
示
文
通
り
に

描
く
こ
と
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
５
年

生
を
最
高
値
と
し
、
多
く
の
子
供
た
ち
が
そ
の
状
況
を

自
分
な
り
に
設
定
し
て
表
現
を
工
夫
し
た
。す
な
わ
ち
、

条
件
な
ど
の
き
っ
か
け

4

4

4

4

さ
え
あ
れ
ば
、
子
供
た
ち
は
人

間
が
想
像
力
を
発
揮
し
て
、
工
夫
し
な
が
ら
物
語
を
生

み
出
す
絵
を
描
く
楽
し
さ
や
面
白
さ
を
知
っ
て
い
る
こ

と
が
本
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。

Ⅳ  

法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
法
に 

関
す
る
批
判
的
検
討

　

酒
井
は
、「
児
童
が
自
分
の
『
思
う
よ
う
に
』
描
け

な
い
こ
と
を
認
識
し
た
時
に
『
描
画
ぎ
ら
い
』
に
な
る

と
考
え
る
の
が
妥
当
」７
と
し
、
子
供
の
触
覚
感
を
満

足
さ
せ
る
こ
と
や
擬
態
語
を
用
い
さ
せ
る
こ
と
、
も
の

を
見
る
時
に
輪
郭
線
を
目
で
な
で
る
こ
と
な
ど
の
指
導

法
や
描
画
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
提
案
す
る
。
子
供
の
絵
は

「
自
由
に
思
い
の
ま
ま
に
描
く
」
と
百
回
説
い
て
も
小

さ
く
萎
縮
し
た
表
現
に
し
か
な
ら
ず
、
伸
び
や
か
な
表

現
に
は
至
ら
な
い
と
し
、
描
画
の
行
き
づ
ま
り
の
解
決

の
た
め
の
方
策
に
言
及
す
る
。
特
に
、
部
分
を
積
み
上

げ
て
全
体
に
至
る
描
法
で
全
員
の
児
童
が
成
功
す
る
こ

と
を
主
張
す
る
。

　

本
章
で
は
、
Ⅲ
章
の
調
査
で
得
ら
れ
た
知
見
が
法
則

化
に
よ
る
描
画
指
導
法
の
批
判
的
検
討
の
根
拠
と
な
り

得
る
と
考
え
た
理
由
を
、
表
現
内
容
、
表
現
方
法
、
指

導
観
・
教
科
観
の
三
つ
の
観
点
か
ら
述
べ
る
。

１
．�表
現
内
容
（
子
供
の
表
し
た
い
こ
と
や
思
い
）

と
の
関
わ
り
か
ら

　

本
来
、
表
現
の
内
容
、
す
な
わ
ち
子
供
個
人
の
「
表

し
た
い
」「
描
き
た
い
」
と
い
う
思
い
や
願
い
は
最
も

尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
調
査
で
は
、
題
材

と
子
ど
も
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
働
き
か
け
や
、
一
人

一
人
の
子
ど
も
に
応
じ
た
支
援
も
な
い
中
、
短
文
の
指

示
か
ら
対
象
を
想
像
し
線
描
を
す
る
僅
か
な
時
間
で

も
、
表
現
内
容
を
考
え
た
子
供
が
学
年
進
行
と
と
も
に

増
加
し
た
。

　

阿
部
は
「
教
師
の
一
方
的
な
指
示
に
よ
る
手
続
き
の

多
い
画
一
的
な
指
導
、
個
人
の
意
思
を
尊
重
し
た
製
作

と
は
ほ
ど
遠
い
作
業
の
よ
う
な
指
導
」８
を
硬
直
化
し
た

絵
の
指
導
と
批
判
し
、「
作
品
主
義
」
の
考
え
が
そ
の

要
因
と
し
て
根
強
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
阿
部
の
い
う

手
続
き
と
は
教
師
の
指
示
の
こ
と
で
あ
り
、「
教
え
る

こ
と
」
の
意
味
を
誤ご
び
ゅ
う謬
し
、
教
師
の
思
い
描
く
「
子
供

ら
し
い
絵
」
を
指
示
通
り
に
描
か
せ
る
こ
と
に
注
思
す

る
こ
と
へ
の
批
判
と
理
解
で
き
る
。
酒
井
は
そ
の
強
い

指
導
性
の
中
に
子
供
に
委
ね
る
活
動
を
限
定
的
に
取
り

入
れ
て
は
い
る
が
、
結
局
は
、
教
師
の
イ
メ
ー
ジ
し
た

作
品
、
あ
る
い
は
教
師
が
よ
し
と
す
る
作
品
を
子
供
に

要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
子
供
た
ち
は
一
様
で
は
な
い

た
め
、
何
を
表
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
、
あ
る
い
は

時
間
を
費
や
し
て
も
思
い
浮
か
ば
な
い
と
い
う
場
合
も

あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
級
全
体
に
同
一
の
表
現
内

容
を
課
す
と
い
う
こ
と
は
相
応
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
「
努
力
を
要
す
る
」
状
況
と
判
断
さ
れ
る
子
供

に
合
わ
せ
た
一
斉
指
導
と
同
義
で
あ
り
、
本
調
査
で
明

ら
か
と
な
っ
た
半
数
以
上
の
子
供
の
願
い
や
思
い
が
発

揮
さ
れ
る
機
会
を
奪
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
全
て
の
子
供
に
「
努
力
を
要
す
る
」
状
況
の
子
供

に
合
わ
せ
た
活
動
を
課
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
全

員
が
成
功
す
る
と
見
な
せ
る
の
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も

全
て
の
子
供
が
「
努
力
を
要
す
る
」
状
況
な
の
で
あ
れ

ば
、
課
題
の
妥
当
性
に
問
題
が
あ
る
。

　

本
調
査
で
は
、
表
し
た
い
こ
と
と
表
現
上
の
工
夫
の

一
体
化
が
子
供
の
描
画
へ
の
満
足
感
に
作
用
す
る
と
の

知
見
を
得
た
が
、
酒
井
の
い
う
「
全
員
が
作
品
を
完
成

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
」で
子
供
が
得
ら
れ
る
満
足
感
は「
先

生
の
言
う
と
お
り
に
描
い
た
ら
上
手
く
描
け
た
」
と
い

う
意
味
で
の
満
足
感
で
し
か
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
子
供
自
身
の
願
い
や
思
い
が
無

け
れ
ば
、
自
分
の
世
界
を
表
す
喜
び
に
は
不
十
分
な
満

足
感
を
標ひ
ょ
う
ぼ
う榜し
て
い
る
と
考
え
る
。

２
．�表
現
方
法
（
子
供
の
表
し
方
）
と
の
関
わ
り

か
ら

　

本
調
査
は
鉛
筆
に
よ
る
線
描
と
し
た
が
、
そ
れ
で
も

な
お
現
代
の
子
供
の
描
画
の
表
現
方
法
に
は
多
様
化

の
様
相
を
見
た
。
特
に
高
学
年
で
の
観
面
混
合
や
様

式
的
・
記
号
的
表
現
を
取
り
入
れ
て
い
る
子
供
の
増
加

は
、
個
性
の
伸
張
の
表
れ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
鬼
丸
は
、「
子
供
が
現
在
描
い
て
い
る
そ
の
形

式
は
、
お
と
な
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
た
も
の
で
な
い
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限
り
は
、
そ
の
子
が
発
達
の
現
段
階
で
必
然
的
に
と
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
表
現
形
式
」９
で
あ
る
と
し
、
大

人
の
納
得
の
い
く
方
向
に
子
供
の
描
画
を
引
き
ず
っ
て

行
く
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
眼
前
の
子
供
の
学
齢
や

描
画
の
発
達
へ
の
指
向
性
が
伴
わ
な
い
描
画
指
導
は�

「
作
品
主
義
」
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
本
来
の
純
粋

な
子
供
の
絵
で
は
な
く
、「
子
供
の
手
を
借
り
た
大
人

の
絵
」
10
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
指
導
観
の
根
底
に

は
、
臨
画
時
代
か
ら
続
く
再
現
的
な
表
現
へ
の
無
意
識

的
な
礼
賛
や
コ
ン
ク
ー
ル
に
向
け
た
指
導
の
意
識
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
再
現
的
表
現
は
あ
く

ま
で
も
大
人
に
向
か
う
時
期
に
子
供
の
発
達
に
伴
っ
て

起
こ
る
再
現
性
へ
の
欲
求
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を

成
す
も
の
で
あ
っ
て
、
子
供
の
発
達
を
無
視
し
て
再
現

的
表
現
の
指
導
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
全
員

の
作
品
が
完
成
し
た
と
し
て
も
、
子
供
一
人
一
人
の
発

達
に
即
し
た
見
方
の
表
現
方
法
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
描

画
の
発
達
の
教
育
的
意
義
は
喪
失
し
て
し
ま
う
。

　

そ
も
そ
も
多
様
な
描
画
材
料
に
触
れ
な
が
ら
自
分
の

表
現
方
法
を
獲
得
し
、
表
現
内
容
に
応
じ
て
試
行
錯
誤

を
繰
り
返
す
中
で
表
現
方
法
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
そ

の
も
の
に
創
造
的
で
教
育
的
な
意
味
が
あ
る
。

　

酒
井
は
「
自
分
の
思
い
を
表
現
す
る
力
を
獲
得
し
た

時
、
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
に
な
る
」
11
と
し
、
そ
の

鍵
は
表
現
力
だ
と
す
る
が
、
自
分
の
表
し
た
い
こ
と
や

思
い
と
無
関
係
に
体
験
さ
せ
ら
れ
た
表
現
方
法
が
ど
れ

だ
け
子
供
の
中
で
経
験
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
自
分
の
表

し
た
い
こ
と
や
思
い
と
表
現
方
法
と
が
一
体
と
な
っ
た

体
験
で
な
け
れ
ば
、
必
然
性
を
伴
っ
て
一
人
一
人
の
子

供
の
経
験
化
を
促
進
し
、
描
画
行
為
そ
の
も
の
に
対
す

る
満
足
感
向
上
の
保
障
に
は
至
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

表
現
方
法
単
体
の
指
導
で
は�

“
つ
く
り
出
す
喜
び
”
の

感
得
に
は
不
十
分
で
あ
る
ば
か
り
か
、
多
様
化
の
疎
外

は
描
画
へ
の
満
足
感
の
低
下
傾
向
を
招
く
危
険
性
を
持

つ
と
考
え
る
。

３
．�指
導
観
・
教
科
観
（
子
供
の
絵
の
指
導
に
対

す
る
教
師
の
構
え
）
と
の
関
わ
り
か
ら

　

先
行
研
究
当
時
の
昭
和
52（
１
９
７
７
）年
改
訂
学
習

指
導
要
領
12
で
は
、「
絵
で
表
す
」
と
示
さ
れ
、「
表

し
た
い
も
の
」、「
表
す
も
の
の
主
と
な
る
も
の
」
な
ど

の
「
も
の
」
に
関
す
る
標
記
が
多
い
の
に
対
し
、
現

行
の
平
成
29
年
改
訂
学
習
指
導
要
領
13
で
は
「
絵
に

表
す
」
と
示
さ
れ
、「
表
し
た
い
こ
と
」
の
強
調
が
見

ら
れ
る
。
か
つ
て
は
主
題
を
表
す
た
め
の
手
段
や
方
法

で
あ
っ
た
「
絵
で
表
す
」
が
、
自
己
の
感
覚
や
感
性
を

働
か
せ
な
が
ら
、
表
し
た
い
こ
と
を
見
付
け
て
、
工
夫

を
し
な
が
ら
表
す
行
為
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
指
導

観
・
教
科
観
へ
、
つ
ま
り
「
も
の
」
か
ら
「
こ
と
」
へ

の
転
換
が
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。

平
成
が
終
わ
り
令
和
が
始
ま
っ
た
今
日
に
お
い
て
も
法

則
化
に
よ
る
描
画
指
導
法
の
背
景
に
は
、
昭
和
に
見
ら

れ
た
指
導
観
・
教
科
観
、
子
供
の
絵
の
指
導
に
対
す
る

教
師
の
構
え
が
あ
る
と
推
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

島
田
は
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
法
の
「
幼
児
や
児

童
の
思
い
や
個
性
が
表
現
さ
れ
ず
画
一
的
な
表
現
に
陥

る
」
14
危
険
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
確
立
・
普

及
し
た
要
因
を
、「
絵
が
描
け
な
い
幼
児
や
児
童
の
存

在
と
、
自
身
の
描
画
に
対
す
る
苦
手
意
識
と
指
導
や
援

助
に
困
惑
し
て
い
る
保
育
者
や
教
師
」
15
と
し
、
更
に

は
そ
れ
を
「
支
持
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
頼
り
に
し
て

い
る
保
育
者
や
教
師
が
多
い
」
16
と
推
察
す
る
。
シ
ナ

リ
オ
の
存
在
に
よ
る
教
え
易
さ
や
、
子
供
が
自
身
の
指

導
で
予
想
し
た
通
り
の
作
品
を
描
く
こ
と
に
よ
る
達
成

感
や
手
応
え
が
、
さ
ら
に
そ
れ
を
推
し
進
め
よ
う
と
す

る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
す
る
。
島
田
の

指
摘
と
表
現
内
容
や
表
現
方
法
の
問
題
を
総
合
的
に
考

え
る
と
、
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
法
は
、
子
供
の
た

め
を
標
榜
し
な
が
ら
教
師
の
都
合
で
、
教
師
の
思
い
描

い
た
枠
の
中
で
“
穴
埋
め
型
”
の
思
考
を
子
供
に
要
求

し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

子
供
た
ち
は
、
想
像
力
を
発
揮
し
て
、
絵
を
描
き
な

が
ら
物
語
を
生
み
出
す
楽
し
さ
や
面
白
さ
を
知
っ
て
い

る
。
条
件
な
ど
の
き
っ
か
け

4

4

4

4

さ
え
あ
れ
ば
、
子
供
た
ち

は
工
夫
し
て
絵
の
中
に
物
語
を
つ
く
り
出
す
資
質
・
能

力
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
か
に
し
て
作
品
を
描

か
せ
る
の
か
、
完
成
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
法
則

化
に
よ
る
描
画
指
導
法
の
命
題
な
ら
ば
、
現
代
の
図
画

工
作
・
美
術
の
指
導
観
・
教
科
観
に
は
適
わ
な
い
。
そ

し
て
、
教
師
の
指
導
観
・
教
科
観
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
れ

ば
、
冒
頭
で
述
べ
た
Ｎ
小
学
校
１
組
の
子
供
た
ち
と
２

組
や
３
組
の
子
供
た
ち
の
満
足
感
は
同
じ
方
向
を
向
い

て
い
る
は
ず
が
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
法
は

描
画
の
た
め
の
指
導

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
り
、
子
供
が
表
し
た
い
こ
と

4

4

4

4

4

4

を
絵
に
表
す

4

4

4

4

4

た
め
の
指
導
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い

と
結
論
づ
け
る
。
子
供
の
画
期
や
発
達
の
段
階
と
関
係

な
く
実
施
さ
れ
た
り
、
表
現
の
内
容
を
教
師
が
与
え
た

り
す
る
よ
う
な
法
則
化
に
よ
る
一
斉
描
画
指
導
の
根
本

的
な
意
義
や
指
導
に
至
る
考
え
方
、
指
導
法
に
は
是
正

が
必
要
で
あ
る
。

Ⅴ  

研
究
の
総
括･･･

子
供
が
「
表
し
た

い
こ
と
を
絵
に
表
す
」
た
め
の
指
導

に
向
け
て

　

本
研
究
で
は
、
Ⅲ
章
の
調
査
デ
ー
タ
の
分
析
結
果
を

根
拠
と
し
た
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
法
の
批
判
的
検

討
か
ら
、
子
供
が
絵
に
表
す
意
味
と
今
後
の
指
導
の
あ
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り
方
を
考
え
る
た
め
の
知
見
を
得
た
。
こ
こ
で
は
本
研

究
の
総
括
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
知
見
を
基
に
、
子
供
の

た
め
の
絵
の
指
導
に
つ
い
て
、
四
点
の
具
体
策
を
提
案

す
る
。

１
．��

子
供
の
自
己
内
対
話
を
想
定
し
た�

授
業
づ
く
り

　

山
本
17
は
表
現
の
本
質
を
自
己
発
見
と
し
、
美
術

す
る
こ
と
と
人
間
形
成
の
共
通
の
礎
石
を
「
自
己
と
の

対
話
」
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
本
描
画
調
査
に
お
け

る
子
供
の
自
己
内
対
話
例
を
想
定
し
、
子
供
の
絵
に
対

す
る
満
足
感
の
構
成
要
素
の
観
点
か
ら
整
理
を
し
た
も

の
を
表
９
に
示
し
た
。

　

再
現
的
な
絵
を
描
か
せ
よ
う
と
す
る
シ
ナ
リ
オ
で

は
、
こ
れ
ら
の
子
供
の
自
己
内
対
話
の
機
会
を
教
師
が

奪
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ナ
リ
オ
が
一
人
歩
き
を
し
て
、

子
供
の
領
域
に
保
育
者
や
教
師
が
立
ち
入
り
す
ぎ
た�

結
果
、「
表
し
た
い
こ
と
を
絵
に
表
す
」
活
動
に
お
い

て
子
供
た
ち
に
本
来
委
ね
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
活
動
を
通
し
て
思
考
を
巡
ら
す
機
会
、
特
に
表
現

内
容
と
表
現
方
法
と
の
双
方
向
性
が
喪
失
す
る
。
そ
う

な
る
と
一
人
一
人
の
子
供
の
絵
に
対
す
る
満
足
感
は
、

つ
く
り
だ
す
喜
び
と
は
違
っ
た
方
向
の
も
の
と
な
っ
て

し
ま
う
。

　

教
師
の
シ
ナ
リ
オ
の
想
定
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

活
動
場
面
に
お
け
る
一
人
一
人
の
子
供
の
自
己
内
対
話

の
想
定
か
ら
、
教
師
の
指
示
や
発
問
、
活
動
構
成
な
ど

を
考
え
た
い
も
の
で
あ
る
。
本
調
査
で
は
鉛
筆
で
の
線

描
に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
ク
レ
ヨ
ン
や
絵
の
具

な
ど
の
そ
の
他
の
描
画
材
料
、画
用
紙
な
ど
の
支
持
体
、

そ
の
他
の
材
料
な
ど
を
含
め
た
子
供
の
自
己
内
対
話
を

想
定
し
た
授
業
を
考
え
た
い
。

２
．�

子
供
の
思
考
に
働
き
か
け
る
発
問
の
精
査

　

前
述
の
通
り
、
酒
井
は
「
自
由
に
思
い
の
ま
ま
に
描

く
」
と
説
い
て
も
小
さ
く
萎
縮
し
た
表
現
に
し
か
な
ら

な
い
と
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
指
示
で
あ
っ
て

思
考
へ
の
働
き
か
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
教
師
の

教
授
行
動
の
一
つ
と
さ
れ
る
発
問
4

4

の
精
査
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
。

　

発
問
は
、
教
師
が
説
明
を
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
こ
と
を
子
供
が
自
ら
考
え
、
気
付
く
た
め

の
「
問
い
」
で
あ
り
、
自
己
内
対
話
を
生
む
た
め
に
重

要
な
思
考
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
。

　

鬼
丸
は
子
供
が
行
き
詰
ま
っ
た
時
の
適
切
な
処
置
に

つ
い
て
、
子
供
の
生
活
経
験
を
刺
激
し
、「
子
供
が
実

際
に
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
、
そ
の
こ
と
、
も
の
を
体
験

し
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
こ
と
」
18
に
言
及

す
る
。
表
し
た
い
こ
と
を
思
い
付
け
な
い
子
供
に
は
単

純
な
モ
チ
ー
フ
を
渡
し
た
り
選
べ
る
よ
う
に
し
た
り
し

て
も
構
わ
な
い
。
表
し
た
い
こ
と
を
思
い
つ
け
な
い
子

供
に
寄
り
添
い
、
個
別
に
本
人
の
生
活
経
験
を
発
問
を

通
し
て
丁
寧
に
探
り
な
が
ら
選
択
肢
の
幅
を
広
げ
、
本

人
が
表
し
た
い
こ
と
を
思
い
付
い
た
り
材
料
を
選
ん
だ

り
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

３
．�行
為
か
ら
発
想
を
思
い
つ
く�

機
会
・
人
間
関
係
の
保
障

　

材
料
や
環
境
な
ど
と
十
分
に
関
わ
り
合
い
、
友
達
の

行
為
を
見
る
こ
と
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
援
助
的
な

人
間
関
係
の
中
で
発
想
を
導
く
こ
と
は
、
本
教
科
の
指

導
に
お
い
て
最
も
意
識
し
た
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。

子
供
た
ち
は
材
料
と
関
わ
り
発
見
す
る
面
白
さ
や
、
自

分
の
イ
メ
ー
ジ
や
様
子
を
工
夫
し
て
絵
に
表
す
楽
し

さ
、
つ
く
り
だ
す
喜
び
を
分
か
ち
合
う
素
晴
ら
し
さ
を

知
っ
て
い
る
。
特
定
の
表
現
内
容
や
材
料
、
表
現
方
法

を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
複
数
提
示
す
る
と

と
も
に
、
自
由
な
雰
囲
気
の
中
で
試
し
た
り
選
ん
だ
り

す
る
活
動
を
保
障
し
た
い
。

　

表
現
内
容
の
実
現
の
た
め
に
材
料
や
表
現
方
法
を
選

ぶ
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
造
形
活
動
に
お
け
る
行
為

表
現
内
容

○○してる人ってどんな感じだろう

誰を描こうかな

大人にしようかな、子供にしようかな

男子にしようかな。女子にしようかな

どんなポーズにしようかな

どんな場面にしようかな

よし、○○している人を描こう
　
　
　
　
　

表
現
方
法

画面のどこに描こうかな

よし、ここに描こう

人ってどうやって描けばいいのだろう

どっち向きから描こうかな

こっち向きが描きやすそうだ

なかなか上手く描けないな

友達はどうしているかな

そうだ、こうしてみよう

ここを描き足してみよう

ここに色を着けてみよう

こうしたら○○に見えるかな

他に描くことはないかな

表９　本描画調査で想定される自己内対話例
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性
か
ら
表
し
た
い
こ
と
を
思
い
付
く
こ
と
も
あ
る
。
表

現
内
容
と
表
現
方
法
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
中
で
表

し
た
い
こ
と
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、

一
見
効
率
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
も
、
友

達
の
行
為
を
見
た
り
、自
分
の
表
現
を
振
り
返
っ
た
り
、

新
た
な
発
想
を
思
い
つ
い
た
り
す
る
機
会
に
つ
な
が
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
活
動
を
援
助
的
人
間
関
係
の

中
で
保
障
す
る
こ
と
が
、
自
己
内
対
話
と
他
者
と
の
対

話
の
有
機
的
な
連
関
や
深
ま
り
を
生
む
と
考
え
る
も
の

で
あ
る
。

　

何
よ
り
も
、
表
現
内
容
と
表
現
方
法
と
の
い
ず
れ
が

欠
け
て
も
“
つ
く
り
だ
す
喜
び
”
の
感
得
に
は
至
ら
な

い
な
ら
ば
、
両
者
と
も
に
子
供
に
委
ね
る
場
面
を
設
け

た
い
。
教
師
が
細
か
く
定
め
た
シ
ナ
リ
オ
に
沿
っ
た
授

業
進
行
で
は
な
く
、
形
や
色
な
ど
の
造
形
要
素
と
、
量

や
数
、位
置
や
方
向
な
ど
と
、表
し
た
い
こ
と
の
イ
メ
ー

ジ
と
が
、
そ
の
子
の
ペ
ー
ス
で
相
互
に
往
還
で
き
る
こ

と
を
保
障
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

４
．再
現
的
表
現
の
価
値
観
の
再
考

　

絵
に
自
分
の
思
い
を
表
す
と
い
う
こ
と
は
、
イ
メ
ー

ジ
を
豊
か
に
し
、
自
分
な
り
の
方
法
で
表
現
で
き
る
と

い
う
よ
さ
が
あ
る
。
し
か
し
酒
井
で
は
、
子
供
が
思
っ

た
よ
う
に
描
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
“
上
手
さ
”
に

偏
っ
た
記
述
が
散
見
さ
れ
、
子
供
の
描
画
に
対
す
る
満

足
感
に
は
再
現
性
へ
の
表
現
力
を
必
要
と
し
て
い
る
節

が
あ
る
。

　

本
研
究
に
お
け
る
調
査
は
人
物
描
画
に
関
す
る
子
供

の
発
達
の
傾
向
を
射
程
と
し
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に

一
歩
踏
み
込
ん
で
、
臨
画
の
時
代
か
ら
続
く
、
い
わ
ゆ

る
再
現
的
・
認
識
的
な
表
現
へ
の
信
仰
と
も
い
う
べ

き
“
上
手
さ
”
へ
の
価
値
観
の
再
考
を
提
案
し
た
い
。

　

再
現
的
表
現
を
取
り
上
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、�

モ
ノ
4

4

で
は
な
く
そ
の
時
の
子
供
の
気
持
ち

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
優
先
さ
せ

る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。「
そ
の
子
な
り
の
最
高
傑
作

を
つ
く
ら
せ
る
こ
と
」19
や「『
本
物
の
よ
う
に
描
け
た
』

と
い
う
こ
と
」
20
を
第
一
義
的
に
捉
え
た
方
法
論
が
先

行
す
る
指
導
で
は
、
教
師
と
し
て
の
“
大
切
な
こ
と
”

つ
ま
り
「
子
供
が
絵
を
描
く
意
味
」
を
見
失
う
危
険
性

さ
え
あ
る
。再
現
的
な
上
手
さ
に
偏
る
こ
と
な
く
、様
々

な
表
現
や
材
料
な
ど
に
触
れ
る
中
で
、
自
身
の
感
覚
や

行
為
を
通
し
て
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
が
“
自
分
ら
し

さ
”
を
獲
得
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
研
究
は
、
新
規
性
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
何
と
な

く
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
根
拠
を
も
っ
て
顕
在
化
し
た

だ
け
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
則
化

に
よ
る
描
画
指
導
法
は
、
学
年
進
行
に
伴
う
子
供
の
表

現
の
可
能
性
や
多
様
化
を
疎
外
す
る
だ
け
で
な
く
、
子

供
の
絵
に
対
す
る
満
足
感
の
低
下
を
招
く
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
い
。
何
よ
り
、
子
供
が
絵
を

描
く
こ
と
の
意
味
を
見
失
う
危
険
性
を
孕は
ら

ん
で
い
る
。

造
形
表
現
や
図
画
工
作
・
美
術
の
授
業
は
教
師
の
た
め

の
も
の
で
は
な
く
子
供
た
ち
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　

本
調
査
を
通
し
て
、
約
２
，４
０
０
枚
の
子
供
の
描

画
と
質
問
紙
調
査
に
そ
れ
ぞ
れ
向
き
合
っ
た
。
子
供
の

描
画
と
質
問
紙
調
査
の
量
的
研
究
の
報
告
は
僅
少
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
児
童
期
後
期
で
の
表
し
方
へ
の
移
行
の

過
程
や
現
代
の
子
供
の
描
画
表
現
の
多
様
化
の
傾
向
と

と
も
に
、
子
供
の
絵
に
対
す
る
満
足
感
の
構
成
要
素
を

明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
そ
れ
ら
を
根

拠
と
し
て
法
則
化
に
よ
る
描
画
指
導
法
を
批
判
的
に
検

討
で
き
た
こ
と
を
、
本
研
究
の
成
果
と
考
え
て
い
る
。

　

本
研
究
を
通
し
て
、
描
画
調
査
の
指
示
文
を
受
け
て

な
お
、
ど
ん
な
人
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
場
面
か
な

ど
、
描
画
の
行
為
を
通
し
て
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
自

ら
の
「
表
し
た
い
こ
と
」
を
考
え
、
見
付
け
て
絵
に
表
そ

う
と
す
る
子
供
の
姿
を
確
認
し
た
。

　

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
平
成
の
新
し
い
学
力
観
に
根
ざ
し

た
図
画
工
作
科
教
育
の
成
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
研
究

が
そ
の
根
拠
の
一
つ
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
本
研
究
を
さ
ら
に
深
め
、
現

代
の
子
供
の
画
期
と
と
も
に
子
供
に
と
っ
て
の
絵
の
意

味
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
応
じ
る
た
め
の
指
導
の
あ
り
方
に

つ
い
て
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

�
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本
研
究
の
調
査
に
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た
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立
学
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先
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児
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岡
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史
先
生
、
春
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美
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先
生
、
藤
谷
貴
代
先
生
に
、
ま
た
、
描
画
調
査
の

集
計
・
分
類
の
サ
ポ
ー
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を
し
て
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れ
た
本
学
札
幌
校
の

学
生
諸
君
に
心
よ
り
感
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を
申
し
上
げ
ま
す
。（
五
十
音

順
）

追
記

　

本
研
究
は
２
０
１
５
年
〜
２
０
１
８
年
に
J
S
P
S

科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
C
、
課
題
番
号
：

1
5
K
0
4
3
9
4
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
研
究
で
掲
載
し
た
描
画
等
に
つ
い
て
は
、
全
て

許
諾
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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【註】
i    松本キミ子氏が 1975 年に提唱した「キミ子方式」、酒井臣吾氏が 1988 年に提唱した酒井式描画指導法が代表的である。「キミ子

方式」は　①三原色と白色だけによる混色、②描き始めの一点から次第に描き広げる、③画用紙が足りなくなったら付け足し、構図
は後で考えるといった特徴があり、表すモチーフの順番も定められている。この他、ペンによるクロッキーなどもあるが「本物のよ
うに描けること」を重視する。「酒井式描画指導法」は、教師がモチーフを与え、定められたシナリオに沿って「その子なりの最高
傑作をつくらせる」ための指導法やトレーニングにその特徴がある。両者の共通点は、誰（どの子）でも描けること、再現的な表現で
あること、そして絵の具の色や道具、描く対象、描き方が予め決められていることである。

　【参考】松本キミ子『三原色のフィールドノート（全 6 巻）』山海堂、1995
　　　　  酒井臣吾『酒井式描画指導法入門』明治図書、1988．

ii   鬼丸（『児童画のロゴス －身体性と視覚－』勁草書房、1981、p.86）によれば「一つの画面の中にさまざまな視点から見られた諸
要素が、合成されること」「複数の、それぞれ異なる方向からの視の綜合統一」であり、レントゲン描法もその一つとされる。子供
の表現が再現期に向かう中で見られる描画の発達特性の一つとされる。

ⅲ  「題材」の定義については以下の文献を参考にした。 
「子供たちの学習活動やその指導の目標や内容、指導の計画、方法などが総合的に構成されたまとまり」文部省『新しい学力観に立
つ図画工作の学習指導の創造』日本文教出版、1993、p.51

【引用文献】
1  村瀬千樫「絵画表現における子供の空間表現に関する研究」教育美術 1984 年 8 月号、pp.12-27

2  高田利明「人物描画等の発達にみる児童画の『形』と『意味』」教育美術 1989 年 8 月号、pp.16-36.

3  例えば https://www.amazon.co.jp/product-reviews/4187078150 など（2021.3.28 現在）

4  島田由紀子「幼児、児童のメソッドによる描画指導法の研究」和洋女子大学紀要第 57 集、2017、pp.87-96.

5  花輪大輔「現代における小中学生の絵画表現の発達段階の検討 I」美術教育学研究（大学美術教育学会誌）、2014、pp.221-228.

6  李 知恩・渡邊千晴・花輪大輔「教育大学生と小学生の『絵に表す』題材についての認識のズレ」北海道教育大学紀要 ( 教育科学編 )
第 68 巻第 1 号、2017、pp243-252.

7  酒井臣吾「小学校描画指導の実践的研究」北海道教育大学紀要 第一部 C 教育科学編 48（2）、1998、pp.203-219．

8  阿部宏行「子どもの造形表現の発達と指導のあり方」美術教育学（美術科教育学会誌）第 39 号、2018、p.2

9  鬼丸吉弘『児童画のロゴス －身体性と視覚－』勁草書房、1981、p.121

10  鬼丸吉弘『創造的人間形成のために －子供の絵を考える－』勁草書房、1996、p.107

11  前掲 7、p.203

12、13  国立教育政策研究所、教育研究情報データベース「学習指導要領の一覧」 
https://erid.nier.go.jp/guideline.html

14、15、16  前掲４、p.87

17  山本正男『美術教育学への道』玉川大学出版部、1981、p.32

18  前掲 9、p.119

19 酒井臣吾『酒井式描画指導法入門』明治図書、1988、p.2

20  松本キミ子『キミ子式スケッチ入門』JTB パブリッシング、2001、p.5

追記：本研究と関連する筆者の口頭発表
• 美術科教育学会静岡大会（2017）「小学生の人物描画の現代的傾向の研究Ⅱ」

• 日本実践美術教育学会京都大会（2020）「現代の小学生の人物の描写傾向に関する研究Ⅲ」

• 美術科教育学会千葉大会（2020）「現代の小学生の人物の描写傾向に関する研究 Ⅳ」


