
芸術を通して人の心が繋がることを、
アートフォーラムの活動で実感。

大
学
の
実
習
で
学
ん
だ
こ
と
が
、

血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
い
る
。

私
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
絵
本
作

家
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
が
あ
っ
て

教
育
学
部
美
術
教
育
講
座
に
進
み

ま
し
た
。
教
育
学
部
の
す
ば
ら
し
い

と
こ
ろ
は
、“
人
間
教
育
”
を
と
て

も
大
事
に
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
た

だ
教
科
の
内
容
を
詰
め
込
む
の
で
は

な
く
、
子
ど
も
た
ち
に
寄
り
添
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
と
同
じ
目
線
に
立
っ
て
、

共
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
や
、
人
と

社
会
の
繋
が
り
を
大
事
に
し
た
教
育

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か

ら
次
第
に
た
だ
絵
が
う
ま
く
描
け
る

よ
う
に
な
る
教
育
は
違
う
か
な
と
い

う
思
い
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
1
年
生
か
ら
4
年
生
ま

で
、
実
践
の
場
を
た
く
さ
ん
設
け
て

い
た
だ
き
、
学
校
現
場
な
ど
で
先
生

方
の
お
話
を
聞
く
機
会
を
い
た
だ
け

た
こ
と
は
、
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て

い
ま
す
。
特
に
教
育
実
習
校
の
先
生

方
の
熱
意
を
す
ご
く
感
じ
ま
し
た
。

睡
眠
時
間
を
削
っ
て
私
た
ち
学
生
に

向
き
合
っ
て
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
て
。

そ
の
真
摯
な
姿
勢
か
ら
多
く
の
こ
と

を
学
び
ま
し
た
ね
。
そ
ん
な
経
緯
も

あ
り
、
4
年
生
の
頃
か
ら
美
術
教
育

に
気
持
ち
が
向
か
い
始
め
、
大
学
院

で
は
社
会
教
育
を
も
っ
と
学
び
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

卒
業
論
文
の
た
め
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
研
究
を
続
け
る
う
ち
に
実
際
に

芸術を通して社会教育活動に取り組む大森美瑠さん。

大学での実践的な学びを通して、人間教育の大切さを実感し、

子どもたちの豊かな感性を育てていける“場”を作りたいと意欲を燃やす。

大森さんが描く将来の夢は教師、絵本作家、アーティストと無限に広がる。

や
っ
て
み
た
い
と
感
じ
、そ
れ
が
「
岐

阜
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
活
動
を

始
め
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
の
感
性
を
豊
か
に
す
る
、

美
術
教
育
を
目
指
し
た
い
。

こ
の
活
動
を
知
っ
た
の
は
、
彫
刻

家
と
し
て
作
品
の
出
展
も
さ
れ
て
い

る
河
西
准
教
授
が
声
を
か
け
て
く

だ
さ
っ
た
こ
と
か
ら
で
す
。
参
加
し

て
2
年
目
の
今
年
は
初
め
て
企
画

を
担
当
。
谷
汲
の
自
然
の
中
で
「
森

の
こ
ど
も
レ
ス
ト
ラ
ン
」
を
開
店
す

る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
考
案
し
ま
し

た
。
農
作
業
や
自
然
体
験
、
も
の
づ

く
り
を
通
し
て
自
然
を
慈
し
む
心
を

育
み
、
生
き
る
こ
と
と
ア
ー
ト
は
繋

が
っ
て
い
る
ん
だ
よ
、
と
い
う
こ
と
を

体
験
し
て
も
ら
い
た
い
、と
い
う
想
い

を
込
め
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
も
楽

し
ん
で
田
植
え
や
野
菜
の
種
蒔
き
を

し
、
夢
中
に
な
っ
て
食
器
や
レ
ス
ト

ラ
ン
の
看
板
を
作
っ
て
く
れ
て
、そ
の

様
子
を
目
に
で
き
て
う
れ
し
い
で
す
。

思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
が
、ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
教
え

て
も
ら
い
な
が
ら
多
く
の
こ
と
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

大
学
院
で
は
教
育
社
会
学
や
学
校

経
営
な
ど
の
勉
強
と
共
に
、
絵
画
や

彫
塑
な
ど
の
専
門
教
科
も
学
ん
で
い

ま
す
。
一
人
一
人
の
感
性
を
豊
か
に
伸

ば
し
て
い
け
る
美
術
教
育
が
し
た
い

と
、改
め
て
強
く
思
っ
て
い
ま
す
。

いまを駆ける！岐大生face

地域社会の中心的存在の寺院を現代に活用することを目的に、平成
18年にスタートした取り組み。岐阜市内の寺院の境内を芸術家に開
放し、コンサートや美術展覧会、親子向けのワークショップを行って
いる。平成25年には大森さんの立案により、岐阜県西部の揖斐川町
谷汲〈いびがわちょうたにぐみ〉を拠点にした「谷汲プロジェクト」
が加わり、農業・アート・自然体験を通して、人と自然とアートが繋
がるワークショップを展開。実行委員でもある教育学部美術教育講
座 河西栄二准教授は「地域に根ざしたこのイベントは学生が子ども
と関わる絶好の機会。フレンドシップ事業として岐阜大学が後援して
います。参加する学生も教育学部だけでなく、応用生物科学部や地域
科学部などにも広がっています」と話す。

絵：大森 美瑠

◀▶大森さんからの誘いで参加し
始めた、地域科学部1年の谷野友香
さん（右）と、応用生物科学部4年の
黒田沙織さん（左）。稲刈りなどを
一緒に楽しみながら子どもたちを
サポートする。

▲▶「森のこどもレストラン」の看
板に絵を描く作業では、河西栄二准
教授（上・右）や大森さんが子ども
たちにアドバイス。看板用の板（右
上）は河西准教授の彫塑室で丸太を
輪切りにしたもの。

岐阜アートフォーラム 企画運営スタッフ

大森 美瑠さん
大学院教育学研究科
総合教科教育専攻
芸術身体表現コース1年

岐阜アートフォーラム

「人間教育を大事にする、
教育学部での学びが活動の原動力。」
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