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1. 『美術⼿帖』1986年8⽉号、美術出版社。 2. 現代美術の⼿法の⼀つ。鑑賞者に、場所や空間全体を作品として体験させる。 3. 視覚芸術に
おいて最⼩限にまで切り詰められた表現。1960年代に主にアメリカで展開され、⽇本ではもの派に影響を与えた。 4. 美術史上の絵画の衰退を
表す⾔葉。写真の発明以来、その存在意義が問い直される度に繰り返されてきた。 5. 1950~1960年代の、従来の芸術を否定して既成の枠に納
まらない作品の傾向。 6. 未加⼯の⾃然素材や⼯業製品の素材などを提⽰することで「もの」との関係を探ろうとした⼀連の作家とその動向。1960
年代後半から1970年代前半にかけて⽇本で展開された。 7. 1954年、吉原治良を筆頭に関⻄の若⼿の前衛作家によって結成。「精神の⾃由と
その具体的な証明」を掲げる。 

飯
沼 
ま
ず
こ
の
企
画
につい
て
お
話
し
し
ま
す
︒

都
内
の
貸
し
ギ
ἀ
ラ
リ
ổ
を
中
⼼
に
発
表
す
る
中

で
︑私
は
男
性
と
知
り
合
う
機
会
の
多
い
割
に
⼥

性
と
は
あ
ま
り
対
話
を
重
ね
てい
な
い
こ
と
に
気

が
付
き
ま
し
た
︒⼤
学
の
頃
か
ら
教
授
が
ほ
ぼ
男

性
と
い
う
中
で
︑男
性
に
合
わ
せ
た
語
り
が
⾝
に

付
い
て
し
ま
ỵ
た
け
ど
︑本
当
は
他
に
⾔
葉
に
す
べ

き
こ
と
や
︑も
ỵ
と
違
う
語
り
が
あ
ỵ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
よ
う
に
な
ỵ
た
ん
で
す
︒他
の
⼥
性
作

家
達
は
︑ど
の
よ
う
な
⾔
葉
で
語
る
の
か
︒こ
れ
ま

で
⾔
葉
に
し
て
こ
な
かỵ
た
部
分
を
⾔
葉
に
し
てい

き
た
い
︒そ
ん
な
思
い
か
ら
︑座
談
会
と
４
⼈
の
個

展
と
い
う
企
画
を
発
案
し
ま
し
た
︒Chatterbox

は
英
語
で
お
喋
り
な
⼈
を
指
し
ま
す
︒初
め
︑箱
か

ら
お
喋
り
が
⾶
び
出
し
て
く
る
よ
う
な
イ
メ
ổ
ジ

を
持
ち
ま
し
た
が
︑後
で
⼥
⼦
供
の
他
愛
な
い
話

と
い
う
ニἁア
ンス
だ
と
知
り
ま
し
た
︒そ
れ
で
︑居

直
る
思
い
で
こ
れ
を
タ
イ
ト
ル
に
し
た
ん
で
す
︒メ

ンバổ
は
⼭
本
さ
ん
︑阿
部
さ
ん
︑藤
本
さ
ん
︑そ

し
て
飯
沼
と
︑図
ら
ず
も
世
代
が
⼆
分
さ
れ
ま
し

た︵
笑
︶︒初
め
に
⼭
本
さ
ん
と
阿
部
さ
ん
が
学
校

を
出
ら
れ
て
か
ら
︑美
術
を
や
ỵてい
く
流
れ
な
ど

を
伺
え
た
ら
と
思
い
ま
す
︒

＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊

80
年
代
と﹁
美
術
の
超
少
⼥
た
ち
﹂

⼭
本 
私
の
場
合
︑絵
描
き
に
な
ろ
う
と
思
ỵて

東
京
芸
術
⼤
学
に
⼊
ỵ
た
わ
け
じ
Ỷ
な
く
て
︒ぶỵ

ち
Ỷ
け
て
⾔
う
と
︑⼩
さ
い
頃
か
ら
専
業
主
婦
に

だ
け
は
な
り
た
く
な
かỵ
た
︒そ
れ
以
外
な
ら
︑と

⾏
先
を
選
ぶ
う
ち
に
美
術
⼤
学
に
⼊
ỵ
た
く
ら
い
︒

で
も
油
画
を
専
攻
し
て
︑美
術
史
を
な
ぞ
る
よ
う

に
⾊
々
描
い
て
み
た
も
の
の
︑絵
画
ỵ
て
何
だ
ろ

う
？
と
な
ỵて
し
ま
ỵて
︒そ
れ
で
卒
業
後
に
点
・

線
・
⾯
で
描
く
こ
と
を
始
め
て
み
た
︒初
め
は
下

地
材
の
ジỽỿソ
を
塗
ỵ
た
キ
ἀンバス
に
⼩
さ
な
⽳

を
開
け
︑ま
た
ジỽỿソ
を
塗
る
の
を
繰
り
返
し

て
︒そ
の
点
が
次
第
に
線
に
な
り
︑⾯
に
な
り…

︒

藤
本 
今
の
⽂
字
の
展
開
と
は
︑全
く
違
う
作
品

を
作
ỵてい
ら
し
た
ん
で
す
ね
︒

⼭
本 
そ
う
ね
︒⾯
の
頃
か
ら
⾊
を
取
り
込
ん
で

形
態
が
出
て
き
た
︒キ
ἀンバス
は
使
わ
ず
︑和
紙

⼀
枚
⼀
枚
の
⾯
を
貼
り
合
わ
せ
て
広
げ
てい
く
︒そ

ん
な
シ
ス
テ
ム
で
作
ỵ
た
凧
み
た
い
な
も
の
が
空
中

に
浮
か
ぶ
作
品
だ
ỵ
た
︒

飯
沼 
そ
こ
か
ら
⽴
体
と
し
て
⾃
⽴
す
る
作
品
に

変
化
し
ていỵ
た
ん
で
し
Ỹ
う
か
︒

⼭
本 
そ
う
︒基
本
的
な
平
⾯
の
形
態
が
あ
ỵて
︑

そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
⽴
体
を
作
る
ん
だ
け
ど
︑

も
と
の
平
⾯
と
出
来
た
⽴
体
の
両
⽅
を
⾒
せ
る

よ
う
に
な
ỵて
︒

飯
沼 
そ
れ
は
現
在
の
表
現
に
近
い
で
す
ね
︒平

⾯
と
⽴
体
を
⼀
緒
に
展
⽰
す
る
よ
う
に
な
ỵ
た
の

は
いつ
頃
で
す
か
？

⼭
本 
１
９
８
６
年
く
ら
い
か
な
︒

飯
沼 
ち
Ỹ
う
ど
そ
の
年
の
美
術
⼿
帖
に﹁
美
術

の
超
少
⼥
た
ち
﹂１
．と

い
う
特
集
が
あ
り
ま
し
た
︒

⼭
本
さ
ん
も
取
り
上
げ
ら
れ
てい
ま
す
ね
︒

⼭
本 
ほ
と
ん
ど
が
20
代
の
中
︑私
は
30
を
過
ぎ

た
く
ら
い
︒皆
か
ら
︑超
少
⼥
だ
ỵて
？
と
笑
わ
れ

て︵
笑
︶︒私
の
作
品
は
⾊
彩
が
派
⼿
で
空
間
に
広

が
ỵ
て
い
く
よ
う
な
も
の
だ
ỵ
た
か
ら
︑イ
ン
ス
タ

レ
ổ
シἂン
２
．が

出
て
き
た
当
時
の
傾
向
と
重
な
る

部
分
が
あ
ỵ
た
ん
で
し
Ỹ
う
ね
︒

飯
沼 
﹁
超
少
⼥
﹂に
は
︑イ
ン
ス
タ
レ
ổ
シἂン
作

家
が
多
かỵ
た
ん
で
す
か
？

⼭
本 
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
け
れ
ど
︑従
来
の
パ

タ
ổ
ン
で
作
品
を
作
ỵてい
な
い
⼈
達
と
い
う
か
︒

⾃
由
闊
達
な
感
じ
で
︒

阿
部 
80
年
代
は
そ
う
い
う
時
代
だ
ỵ
た
と
思
い

ま
す
︒60
Ộ
70
年
代
の
ミ
ニマル
・
ア
ổ
ト
３
．の

反

動
で
︑概
念
的
な
こ
と
か
ら
も
ỵ
と
⾃
由
に
表
現

す
る
よ
う
に
な
ỵてい
た
︒

⼭
本 
そ
う
︒60
Ộ
70
年
代
は
ミニマ
リ
ズ
ム
が
⽇

本
の
ア
ổ
ト
の
主
流
で
︑す
ご
ổ
く
抑
圧
的
だ
ỵ

た
︒絵
画
は
死
ん
だ
４
．と

か
︑反
芸
術
５
．と

⾔
わ
れ

る
時
代
で
ね
︒⾃
⼰
主
張
と
か
表
現
ど
こ
ろ
か
︑

作
品
に
少
し
で
も
遊
び
⼼
や
イ
メ
ổ
ジ
が
表
れ
て

く
る
と
︑⼿
垢
が
付
い
て
い
る
と
完
全
否
定
さ
れ

て
す
ご
く
息
苦
し
かỵ
た
︒そ
ん
な
中
で
⼥
の
⼦
の

作
品
は
ほ
と
ん
ど
相
⼿
に
さ
れ
な
い
し
︑花
で
も

描
い
て
ろ
と
⾔
わ
れ
て
︒60
年
代
後
半
に
は
⽇
本

独
⾃
の
動
き
と
し
て
も
の
派
６
．が

現
れ
た
︒表
現

が
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑物
の
存
在
感
を
場
に

持
ỵ
て
く
る
︒⽯
な
ど
の
⾃
然
物
を
置
く
こ
と
で

空
間
に
緊
張
感
を
作
り
出
す
︑と
い
う
も
の
だ
ỵ

た
︒と
こ
ろ
が
こ
れ
も
次
第
に
男
根
主
義
的
と
い

う
か﹁
重
く
て
⼤
き
く
て
ス
ゲ
エ
！
み
た
い
な
の
が

良
い
ん
だ
よ
﹂と
な
ỵて
き
て
︒そ
う
な
る
と
⼥
の

⼦
は
ま
す
ま
す
弾
き
出
さ
れ
ち
Ỷ
う
︒

阿
部 
以
前
聴
講
し
た
ヨ
ổ
ロ
ỿパ
の
キ
ἁ
レ
ổ

タ
ổ
達
の
話
で
︑彼
ら
は
軽
く
て
簡
単
な
素
材
を

使
う
具
体
美
術
協
会
７
．を

評
価
し
て
い
た
の
ね
︒

⽇
本
で
は
具
体
が
評
価
さ
れ
ず
︑重
厚
な
作
品
に

評
価
が
集
ま
る
こ
と
を
不
思
議
そ
う
に
し
てい
た

の
が
印
象
的
で
し
た
︒

⼭
本 
具
体
は
50
Ộ
60
年
代
の
関
⻄
中
⼼
の
動
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1. 砂漠や平原などに、⾃然素材などによる⼤規模な作品を構築する美術。1960年代末のアメリカでミニマル・アートから展開された。 2. 画家・
⽂筆家。『超少⼥へ』（1984年、北宋社）の独⾃の少⼥論で注⽬された。(1947~2008) 3. ⼥性解放思想及び運動。社会で⽣じる性差別を明るみ
にし、平等な社会を⽬指す。 4．アメリカの美術家でフェミニズム・アート運動の中⼼的⼈物。(1939~) 5. 男性中⼼主義の美術史、美術界及び
社会を問いかける美術。1960~1980年代に欧⽶で隆盛。  6. 12⾴の⼭本裕⼦グループ展歴参照。 7. 左記に同じ。 8. もの派を代表する作家の
⼀⼈。インスタレーション、絵画、写真など多様なメディアを⽤いた。(1942~1995) 9. アメリカの美術史家。フェミニズム視点による論評“Why Have 
There Been No Great Women Artist?” Art News (Jan 1971)で知られる。(1931~2017) 10. 『美術⼿帖』1976年5⽉号、美術出版社。 

き
で
︑そ
れ
が
あ
る
程
度
収
ま
ỵ
た
頃
に
ミ
ニマル

が
隆
盛
し
た
の
︒そ
の
後
の
重
厚
⻑
⼤
な
作
品
は

海
外
の
ラ
ン
ド
・
ア
ổ
ト
１
．の

影
響
も
あ
ỵ
た
ん

じ
Ỷ
な
い
か
な
︒で
も
80
年
代
に
⼊
る
と
︑⾃
然
物

に
よ
る
緊
張
感
を
⾒
せ
る
の
で
は
な
く
︑⾃
分
で

作
ỵ
た
も
の
で
空
間
全
体
を
構
成
す
る
作
品
が
出

て
き
て
︒そ
の
こ
と
で
⼥
の
⼦
も
少
し
や
り
易
く

な
ỵ
た
︒

飯
沼 
﹁
超
少
⼥
﹂に
加
え
ら
れ
た
側
と
し
て
は

ど
う
で
し
た
か
？

⼭
本 
﹁
美
術
の
超
少
⼥
た
ち
﹂と
い
う
⾔
い
⽅

に
︑そ
れ
程
抵
抗
は
な
く
て
︒少
⼥
と
い
う
年
齢
で

は
な
か
ỵ
た
け
れ
ど︵
笑
︶︒こ
れ
だ
け
⼥
性
作
家

を
取
り
上
げ
た
特
集
が
そ
れ
ま
で
な
く
て
︑時
代

は
変
わỵ
た
な
と
思
ỵ
た
︒私
の
前
の
世
代
に
︑ミニ

マル
を
突
き
詰
め
た
⼥
性
作
家
が
結
構
い
た
の
︒で

も
ミ
ニマル
特
集
が
組
ま
れ
た
時
︑彼
⼥
達
は
外

さ
れ
て
し
ま
ỵ
た
︒いい
作
家
が
⼤
勢
い
た
の
に
︒

飯
沼 
﹁
超
少
⼥
﹂は
画
家
で
⽂
筆
家
の
宮
迫
千

鶴
２
．さ

ん
の
⽂
章
か
ら
取
ら
れ
た
⾔
葉
だ
そ
う
で

す
が
︑ど
う
も
ニἁ
ア
ン
ス
は
違
う
よ
う
で
す
︒こ
の

⾔
葉
⾃
体
は
広
く
知
ら
れ
てい
た
ん
で
し
Ỹ
う
か
︒

⼭
本 
ど
う
で
し
Ỹ
う
︒私
は
読
ん
でい
な
い
の
で

分
か
ら
な
い
け
れ
ど
︑⾔
葉
の
イ
ンパク
ト
の
強
さ

か
ら
キ
ἀỿ
チ
コピ
ổ
と
し
て
採
⽤
さ
れ
た
の
か
も

︵
笑
︶︒特
集
は
要
す
る
に
︑今
こ
ん
な
感
じ
の
⼥
の

⼦
が
⼤
勢
い
ま
す
と
い
う
︑単
な
る
紹
介
だ
ỵ
た

と
思
う
︒

⼥
性
が
制
作
を
続
け
る
と
い
う
こ
と

飯
沼 
世
界
的
に
は
︑⼥
性
の
美
術
と
し
て
フỽミ

ニ
ズ
ム
３
．・

ア
ổ
ト
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
ね
︒

⼭
本 
ジἁ
デỻ
・
シ
カ
ゴ
４
．な

ど
は
最
近
︑フỽミ

ニ
ズ
ム
・
ア
ổ
ト
５
．の

パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
ア
メ
リ

カ
で
ま
た
話
題
に
な
ỵてい
る
み
た
い
︒60
年
代
の

ア
メ
リ
カ
の
美
術
界
は
︑⼥
性
作
家
も
⼥
性
的
価

値
観
も
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
てい
た
︒そ
ん
な
時

代
を
経
て
︑シ
カ
ゴ
は
⼥
性
作
家
の
為
の
教
育
プロ

グ
ラ
ム
の
⽴
ち
上
げ
や
展
覧
会
を
や
ỵ
た
の
︒当

時
の
︑男
性
的
価
値
観
に
同
化
し
な
け
れ
ば
⼥
性

の
作
家
活
動
が
成
り
⽴
た
な
い
状
況
を
打
開
す

る
為
に
ね
︒

飯
沼 
⼥
性
の
展
覧
会
と
⾔
え
ば
︑⼭
本
さ
ん
も

﹁
超
少
⼥
﹂特
集
よ
り
前
の
82
年
に“From

 Her 
Field”

６
．“W

om
enʼs Art Now”

７
．と

い
う
２つ
の

⼥
性
展
に
参
加
な
さ
ỵてい
ま
す
ね
︒こ
れ
は
ど
ん

な
展
覧
会
で
し
た
か
？

⼭
本 
話
は
私
の
学
⽣
時
代
に
遡
る
ん
だ
け
ど
︒

当
時
は
そ
れ
こ
そ
シ
カ
ゴの
頃
と
似
た
よ
う
な
状

況
で
︒教
授
が
す
れ
違
い
ざ
ま
に﹁
⼥
の
⼦
は
絵
な

ん
か
描
い
て
な
い
で
早
く
お
嫁
に
⾏
き
な
﹂と
⾔
う

よ
う
な
時
代
だ
ỵ
た
︒今
だ
ỵ
た
ら
⼤
変
だ
け
ど

︵
笑
︶︒だ
か
ら
作
家
と
し
て
や
ỵてい
き
た
い
⼥
の

⼦
は
フ
ラ
ス
ト
レ
ổ
シἂン
が
溜
ま
ỵて
いỵて
︒そ

ん
な
⼦
達
が
学
年
・
学
部
を
越
え
て
集
ま
ỵて
︑

展
覧
会
を
す
る
⽅
向
に
な
ỵ
た
︒

飯
沼 
こ
の
展
覧
会
の
開
催
は
︑ご
卒
業
の
６
年

後
で
し
た
ね
︒

⼭
本 
そ
う
︒そ
れ
は
︑私
の
２
Ộ
３
年
後
に
卒
業

し
た
⼥
性
作
家
達
と
の
関
わ
り
が
⼤
き
かỵ
た
と

思
う
︒私
達
の
学
年
で
は
︑ア
カ
デ
ミ
ỿク
な
表
現

し
か
認
め
ら
れ
な
か
ỵ
た
の
︒で
も
私
の
卒
業
後
︑

榎
倉
康
⼆
８
．さ

ん
が
芸
術
学
科
の
講
師
に
⼊
ỵて

か
ら
は
︑学
⽣
が
⾃
主
的
に
集
ま
ỵて
現
代
美
術

系
の
実
験
的
な
作
品
を
作
ỵ
た
り
発
表
す
る
よ
う

に
な
ỵて
︒そ
う
い
う
習
慣
が
⾝
に
付
い
た
世
代
の

⼥
性
達
と
︑⼀
緒
に
フỻ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
に
出
掛
け

た
り
︑と
こ
と
ん
話
し
た
り
し
た
︒⼥
性
作
家
と
し

て
や
ỵてい
く
こ
と
の
難
し
さ
︑歴
史
に
お
け
る
⼥

性
作
家
の
排
除
︑男
性
の
書
き
⼿
に
独
占
さ
れ
る

歴
史
の
あ
り
⽅
と
か
︑も
う
喧
々
諤
々
と
︒そ
れ
が

⼥
性
展へと
発
展
し
た
の
か
な
︒

飯
沼 
フỽミニス
ト
で
美
術
史
家
の
リ
ン
ダ・ノỿ

ク
リ
ン
９
．の

論
評
を
思
い
出
し
ま
す
︒﹁
な
ぜ
⼥
性

の
⼤
芸
術
家
は
現
れ
な
い
の
か
？
﹂ 10.

の
邦
訳
で
︑

76
年
の
美
術
⼿
帖
で
特
集
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑読

ん
だ
り
⽿
に
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

⼭
本 
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
メ
ンバổ
か
ら

聞
い
た
こ
と
が
あ
ỵ
た
と
し
て
も
︑ふ
ổ
ん
と
い
う

感
じ
で
︒フỽ
ミ
ニ
ズ
ム
以
前
に
︑⼥
性
が
作
品
を

作
り
続
け
る
こ
と
⾃
体
が
難
し
か
ỵ
た
か
ら
︒⼥

性
作
家
は
団
体
展
に
出
品
と
いỵて
も
な
か
な
か

残
ら
な
い
︒学
校
の
先
⽣
に
な
ỵて
も
︑結
婚
・
出

産
を
経
て
何
も
出
来
な
く
な
ỵて
し
ま
う
⼈
が
多

か
ỵ
た
︒⼥
性
展
メ
ンバổ
の
⼀
⼈
は
作
家
同
⼠
で

結
婚
し
た
ん
だ
け
ど
︑相
⼿
の
親
御
さ
ん
か
ら

﹁
あ
な
た
は
も
う
制
作
を
諦
め
て
︑こ
れ
か
ら
は
息

⼦
に
尽
く
す
の
よ
﹂と
⾔
わ
れ
た
と
か
︒彼
⼥
は
内

⼼﹁
ク
ソ
ổ
︑誰
が
！
﹂ỵて︵
笑
︶︒

飯
沼 
妻
が
働
い
て
⽣
活
を
⽀
え
︑夫
は
制
作
に

打
ち
込
む
と
︒

⼭
本 
そ
れ
が
正
し
い
道
︑み
た
い
な
ね
︒

飯
沼 
そ
ん
な
時
代
で
も
⼥
性
同
⼠
で
コン
タ
ク

ト
を
取
り
合
ỵて
︑展
覧
会
を
し
よ
う
と
す
る
動

き
は
あ
ỵ
た
ん
で
す
ね
︒

⼭
本 
私
の
代
は
油
画
専
攻
５０
⼈
中
⼥
の
⼦
が

９
⼈
︑制
作
を
続
け
る
⼈
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
ỵ

3



1. 画家・⽂筆家。東京芸術⼤学の助教授、教授を歴任し、現在は同⼤学名誉教授。(1920~) 2. 社会的・⽂化的に規定される男らしさ・⼥らし
さなどの性別の差や、性別による役割。 3. 1967年に現代美術の教育機関の⼀つとして、画家・現代美術家の⼩林昭夫により創設・運営された。

た
︒だ
か
ら
こ
そ
︑学
年
を
越
え
て
連
帯
感
が
⽣

ま
れ
た
の
か
も
︒も
ỵ
と
下
の
世
代
で
は
⼥
の
⼦
は

ず
ỵ
と
増
え
た
し
︑⼥
性
作
家
に
対
す
る
無
視
も

少
な
く
な
ỵて
︑制
作
を
続
け
る
⼈
も
増
え
た
み

た
い
︒﹁
超
少
⼥
﹂の
⼤
半
は
そ
ん
な
４
Ộ
５
年
下

の
世
代
だ
け
ど
︑そ
の
ち
Ỹỵ
と
の
違
い
が
す
ご
く

⼤
き
な
違
い
だ
ỵ
た
︒で
も
82
年
の
私
達
の
⼥
性

展
が
︑そ
の
後
の
⼥
性
作
家
の
活
躍
に
少
し
は
影

響
が
あ
ỵ
た
か
も
⁉

藤
本 
ち
Ỹỵ
と
気
に
な
ỵ
た
の
で
す
が
︑早
く
お

嫁
に
⾏
き
な
と
⾔
ỵ
た
教
授
に
と
ỵて
︑芸
術
は
男

社
会
的
な
も
の
だ
ỵ
た
ん
で
す
か
ね
？

⼭
本 
せ
ỵ
か
く
育
て
て
も
卒
業
し
て
主
婦
に

な
ỵ
ち
Ỷ
う
学
⽣
を
⾒
て
き
た
わ
け
で
し
Ỹ
？
結

局
⼥
の
⼦
は…

と
い
う
気
持
ち
を
持
ỵ
た
と
は
思

う
︒ま
Ự
︑野
⾒
⼭
暁
治
１
．さ

ん
な
ん
だ
け
ど
ね
︒

⼀
同 
︵
笑
︶︒

⼭
本 
だ
か
ら
し
ば
ら
く
は
︑あ
の
時
あ
ん
な
こ

と
⾔
ỵて
！
と
野
⾒
⼭
さ
ん
の
作
品
を
ま
ỵ
す
ぐ

に
⾒
ら
れ
な
かỵ
た︵
笑
︶︒

藤
本 
確
か
に
制
作
よ
り
⼦
供
が
⼈
⽣
の
第
⼀
⽬

的
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
す
け
ど
︑そ
う
で
な

い
⼥
性
も
い
る
と
⾔
い
た
い
︒

⼭
本 
仕
事
︑家
庭
︑制
作
と
全
て
こ
な
し
てい
る

⼈
は
い
て
も
︑並
⼤
抵
の
こ
と
じ
Ỷ
な
い
︒収
⼊
の

為
の
仕
事
と
家
事
︑育
児
の
合
間
に
制
作
は
と
て

も
出
来
な
い
︑と
⼤
概
が
遠
ざ
か
ỵて
し
ま
う
︒最

近
は
⼦
供
が
⼿
を
離
れ
て
か
ら
制
作
を
ま
た
始

め
て
︑良
い
作
品
を
作
る
⼈
も
結
構
い
る
︒で
も
昔

は
︑⼀
度
離
れ
る
と
戻
れ
な
い
と
思
わ
れ
てい
た
︒

藤
本 
私
︑初
め
の
⼭
本
さ
ん
の
お
話
で
す
ご
く

共
感
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
︒美
術
以
前
の
︑専

業
主
婦
に
だ
け
は
な
り
た
く
な
い
と
い
う
気
持

ち
︒私
は
⼦
供
の
頃
︑家
族
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
す
中

で
も
の
す
ご
い
退
屈
感
が
あ
ỵて
︒こ
の
ま
ま
⼤
⼈

に
な
ỵて
︑こ
の
退
屈
感
を
繰
り
返
す
の
は
嫌
だ
！

と
⼦
供
⼼
に
はỵ
き
り
思
い
ま
し
た
︒

⼭
本 
主
婦
の
仕
事
ỵ
て
︑全
て
ル
ổ
テỻ
ổ
ン
で

終
わ
り
が
な
い
︒掃
除
し
て
も
す
ぐ
散
ら
か
る
︒美

味
し
い
料
理
を
作
ỵて
お
⽗
さ
ん
や
⼦
供
達
に
⾷

べさ
せ
て
も
︑⾃
分
は
冷
え
た
ご
飯
を
⾷
べた
り
︒

何
と
い
う
か
︑こ
れ
は
虚
し
く
な
い
の
か
な
Ự
と
︒

藤
本 
ハレ
と
ケ
の
ケ
が
︑ず
ổỵ
と
続
く
感
じ
で

す
よ
ね
︒

⼭
本 
も
う
︑ケ
ケ
ケ
ケ
ケ
ケ…

！
だ
か
ら
当
時

の
お
⺟
さ
ん
達
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
⾏
く
の
が
楽
し
み
な

く
ら
い
︒今
は
皆
逃
げ
る
け
れ
ど︵
笑
︶︒

阿
部 
昔
は
⼥
性
が
家
庭
に
⼊
る
こ
と
は
当
た
り

前
で
︑そ
こ
か
ら
外
れ
る
の
は
危
な
い
と
思
わ
さ

れ
てい
た
︒

⼭
本 
専
業
主
婦
こ
そ
誇
る
べき
⼥
の
⽣
き
⽅
と

い
う
か
ね
︒家
族
に
尽
く
し
て
⾃
分
は
着
た
き
り

雀
で
︒そ
こ
に
︑も
の
す
ご
く
誇
り
を
持
た
な
い
と

や
ỵ
て
い
け
な
い
︒そ
れ
で
︑そ
こ
か
ら
外
れ
た
⼈

間
を
過
剰
に
軽
蔑
す
る
︒そ
う
す
る
こ
と
で
⾃
分

の
誇
り
を
守
る
し
か
な
い
わ
け
で
︒私
達
の
親
世

代
は
︑未
だ
に
そ
の
価
値
観
を
引
き
ず
ỵてい
る
︒

阿
部 
当
時
は
︑⾃
分
の
為
に
⽣
き
る
と
い
う
考

え
⽅
が
な
か
ỵ
た
気
が
し
ま
す
︒社
会
と
か
⼦
供

の
為
に
は
⽣
き
る
け
れ
ど
︒ま
ず
は
⾃
分
の
為
に

⽣
き
て
︑そ
れ
が
社
会
の
為
に
⽣
き
る
こ
と
に
繋

が
る
は
ず
︒フỽ
ミ
ニ
ズ
ムỵて
︑⼥
の
⼈
が
⾃
分
の

為
に
⽣
き
る
こ
と
だ
と
思
う
け
れ
ど
︑そ
れ
に
対

す
る
反
発
が
強
い
の
は
︑こ
う
し
た
⽇
本
社
会
の

価
値
観
か
ら
来
てい
る
と
思
い
ま
す
︒

飯
沼 
専
業
主
婦
を
賞
賛
し
て
︑⼥
性
に
あ
の
⼈

達
を
⾒
倣
え
と
迫
る
社
会
︒そ
の
社
会
で
得
を
す

る
の
は
︑やỵぱ
り
男
の
⼈
達
で
す
よ
ね︵
笑
︶︒

⼭
本 
そ
う
ね
︒

阿
部 
男
の
⼈
は
男
の
⼈
で
や
ỵ
ぱ
り
社
会
の
為

に
⽣
き
て
い
る
︒よ
く
美
術
を
や
ỵ
て
い
る
⼈
が
︑

会
社
勤
め
の
⼈
か
ら
妬
ま
れ
る
と
い
う
話
も
あ
ỵ

て
︒サ
ラ
リ
ổ
マン
だ
ỵ
て
⾃
分
の
為
に
⽣
き
た
い

け
れ
ど
︑そ
れ
が
出
来
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
り

そ
う
で
す
︒

飯
沼 
⼥
に
は
⼥
の
ジỽン
ダ
ổ
２
．が

︑男
に
は
男

の
ジỽン
ダ
ổ
が
押
し
付
け
ら
れ
てい
る
︑と
いỵ
た

と
こ
ろ
で
し
Ỹ
う
か
︒

⾝
体
と
リ
ア
リ
テỻ
ổ

飯
沼 
阿
部
さ
ん
は
79
年
に
⼤
学
を
ご
卒
業
さ

れ
てい
ま
す
ね
︒外
国
語
が
専
攻
だ
ỵ
た
そ
う
で
す

が
︑美
術
を
始
め
ら
れ
た
き
ỵか
け
は
？

阿
部 
⼦
供
の
頃
か
ら
絵
が
好
き
で
︑学
校
の
美

術
部
で
油
絵
を
描
い
てい
ま
し
た
︒10
代
の
頃
︑⾃

分
を
取
り
巻
く
世
界
の
価
値
観
は
頑
丈
な
よ
う

で
︑案
外
他
愛
な
い
も
の
だ
と
気
付
い
て
し
ま
ỵ

て
︒⾃
分
が
⽣
き
てい
く
上
で
何
か
芯
に
な
る
も
の

を
構
築
し
た
い
と
考
え
た
時
︑そ
の
⼿
段
と
し
て

絵
画
が
あ
ỵ
た
ん
で
す
︒卒
業
後
は
Ｏ
Ｌ
の
傍
ら
︑

夜
間
の
絵
画
研
究
所
に
通
ỵてい
ま
し
た
︒⼀
⽅
︑

油
絵
で
構
築
す
る
⽅
法
は
︑⾃
分
や
⽇
本
の
⾵
⼟

に
合
わ
な
い
よ
う
に
も
感
じ
てい
ま
し
た
︒絵
画
と

い
う
よ
り
︑も
ỵ
と
⽣
活
の
中
か
ら
リ
ア
リ
テỻ
ổ

に
つ
い
て
考
え
た
い
と
︒そ
ん
な
時
︑た
ま
た
ま
Ｂ

ゼ
ミ
３
．のパン

フ
レỿト
を
⼿
に
取
ỵ
た
ん
で
す
︒

飯
沼 
Ｂ
ゼ
ミ
は
︑絵
画
と
い
う
よ
り
は
現
代
美

4



1. 1968年に旗揚げされた太⽥省吾率いる劇団で、アングラ演劇の⼀つ。『⽔の駅』を含む沈黙劇三部作で知られる。

術
を
追
求
す
る
場
所
だ
ỵ
た
ん
で
し
Ỹ
う
か
︒

阿
部 
そ
う
︑そ
こ
に
選
修
⽣
と
し
て
２
年
弱
通

い
ま
し
た
︒美
術
の
⽂
脈
は
あ
ま
り
気
に
せ
ず
︑⾃

分
に
と
ỵて
の
リ
ア
リ
テỻ
ổỵて
何
だ
ろ
う
？
と

考
え
な
が
ら
作
ỵ
て
い
ま
し
た
︒も
ち
ろ
ん
美
術

雑
誌
や
ギ
ἀ
ラ
リ
ổ
で
⾊
々
⾒
た
り
は
し
た
け
れ

ど
︒当
時
︑美
術
よ
り
も
影
響
を
受
け
た
の
が
舞

踏
や
演
劇
︑特
に
転
形
劇
場
１
．は

前
衛
的
で
衝
撃

で
し
た
︒作
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
︑空
間
で
何
か
が

起
き
る
こ
と
の
⽅
に
惹
か
れ
て
︒

藤
本 
転
形
劇
場
の
ど
う
いỵ
た
部
分
に
衝
撃
を

受
け
た
ん
で
す
か
？

阿
部 
ま
ず
︑演
劇
な
の
に
⾔
葉
を
全
く
使
わ
な

い
と
い
う
こ
と
︒⽇
常
に
な
い
極
端
に
ス
ロ
ổ
な
動

作
だ
け
で
話
が
展
開
し
てい
く
︑⾒
た
こ
と
の
な
い

演
劇
で
し
た
︒も
う
動
き
そ
の
も
の
が
美
し
く
て
︒

演
劇
ỵ
て
動
作
が
⽇
常
に
近
い
じ
Ỷ
な
い
︒で
も
︑

彼
ら
が
全
く
違
う
視
点
で
⼈
の
体
や
動
き
を
⾒
て

い
る
の
が
分
か
ỵ
た
ん
で
す
︒⾃
分
も
持
ỵて
い
る

⾝
体
を
全
く
違
う
考
え
⽅
で
使
ỵ
て
い
る
︒そ
れ

を
⾒
て
︑⾃
分
が
解
放
さ
れ
る
気
が
し
ま
し
た
︒

飯
沼 
舞
台
の
よ
う
に
︑そ
の
場
で
何
か
が
起
き

る
と
い
う
こ
と
への
ご
興
味
が
︑作
品
に
繋
が
ỵ
た

ん
で
す
か
？

阿
部 
や
ỵ
ぱ
り
⾝
体
への
興
味
が
あ
ỵ
た
の
で
︑

ギ
ἀ
ラ
リ
ổ
に
来
た
⼈
に
⾝
体
で
感
じ
て
も
ら
う

作
品
を
作
ỵ
て
い
た
と
思
う
︒⾳
の
セ
ン
サ
ổ
を

使
ỵて
︑空
気
の
さ
ざ
波
を
可
視
化
す
る
︒⼈
の
動

き
に
合
わ
せ
て
チ
ἁ
ổ
ブ
ラ
イ
ト
の
点
灯
す
る
形

が
変
わ
る
︒そ
ん
な
イ
ンス
タ
レ
ổ
シἂン
で
し
た
︒

飯
沼 
⽬
に
⾒
え
な
い
け
ど
確
実
に
そ
の
場
に
あ

る
も
の
を
︑浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
な
作
品
な

ん
で
す
ね
︒最
近
は
写
真
を
使
ỵ
た
イ
ン
ス
タ
レ
ổ

シἂン
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
︒

阿
部 
写
真
は
撮
影
も
現
像
も
瞬
間
的
で
︑⾃
分

に
合
ỵ
て
い
る
気
が
し
ま
し
た
︒Ｂ
ゼ
ミ
の
時
に
カ

メ
ラ
の
仕
組
み
に
興
味
を
持
ỵて
︒驚
く
と
瞳
孔
が

開
く
と
か
︑そ
うい
う
眼
の
仕
組
み
を
カ
メ
ラ
に
置

き
換
え
て
作
品
を
作
ỵ
て
い
ま
し
た
︒イ
ン
ス
タ

レ
ổ
シἂン
も
︑し
ば
ら
く
は﹁
も
の
が
ど
う
⾒
え
る

か
﹂を
テ
ổマに
し
てい
た
ん
で
す
︒

飯
沼 
阿
部
さ
ん
に
と
ỵて
の
リ
ア
リ
テỻ
ổ
は
︑

何
か
⾝
体
性
と
関
係
が
あ
る
ん
で
し
Ỹ
う
か
︒

阿
部 

…

逆
に
⾝
体
を
通
さ
な
い
リ
ア
リ

テỻ
ổỵて
何
だ
ろ
う
？

飯
沼 
確
か
に
そ
う
で
す
ね
！

男
性
社
会
に
お
け
る
⼥
性

阿
部 
で
も
︑美
術
雑
誌
を
⾒
る
と
評
論
な
ど

や
ỵ
ぱ
り
男
の
⼈
の
も
の
が
多
く
て
︑無
意
識
に
そ

うい
う
⾔
葉
で
思
考
し
てい
た
と
も
思
う
︒ど
こ
ま

で
⾃
分
の
⾔
葉
で
語
ỵて
き
た
の
か…

︒

⼭
本 
82
年
の
⼥
性
展
の
時
も
︑私
達
独
⾃
の
⾔

葉
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
と
い
う
問
い
が
あ
ỵ
た
け

れ
ど
︑皆
宙
を
掴
む
よ
う
だ
ỵ
た
︒美
術
も
社
会

も
男
性
の
価
値
観
で
動
い
てい
る
︑じ
Ỷ
あ
⼥
性
の

価
値
観
と
は
？
ア
ン
チ
男
性
社
会
で
は
な
く
︑⾃

分
の
中
に
⾃
然
に
存
在
す
る
も
の
が
あ
る
は
ず
︒で

も
ど
こ
ま
で
が
⾃
分
の
⾔
葉
で
︑ど
こ
か
ら
が
作

ら
れ
た
⾔
葉
な
の
か
︒考
え
る
程
分
か
ら
な
く
て
︒

飯
沼 
⼥
性
と
は
何
か
を
︑定
義
し
よ
う
と
し
て

⾏
き
詰
ま
ỵ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

⼭
本 
⼥
性
ら
し
さ
と
⾔
ỵ
た
途
端
︑作
ら
れ
た

も
の
の
よ
う
に
感
じ
て
︒男
性
作
家
に﹁
ど
う
し
て

⼥
ば
か
り
集
ま
ỵて
展
覧
会
す
る
の
？
普
通
に
や

れ
ば
いい
じ
Ỷ
な
い
︑僕
達
と
﹂と
聞
か
れ
る
︒

飯
沼 
僕
達
と
！

⼭
本 
そ
う
じ
Ỷ
な
く
て
と
苛
⽴
つ
け
れ
ど
︑そ

の
ど
う
し
て
が
答
え
ら
れ
な
い
︒常
に
彼
ら
の
論
理

を
押
し
付
け
ら
れ
る
よ
う
で
息
苦
し
く
て
⼥
性
だ

け
で
集
ま
ỵ
た
︒で
も
︑別
に
息
が
し
易
く
な
る
た

め
に
集
ま
ỵ
た
わ
け
じ
Ỷ
な
く
て…

︒

阿
部 
男
の
⼈
だ
け
で
展
覧
会
を
し
て
も
︑男
ば

か
り
集
ま
ỵて
と
は
⾔
わ
な
い
で
す
よ
ね
︒

飯
沼 
⾔
わ
な
い
⾔
わ
な
い
︒そ
れ
が
普
通
の
こ

と
だ
か
ら︵
笑
︶︒男
の
⼈
の
展
覧
会
に
⼥
の
⼈
が

加
わ
れ
ば
︑華
が
あ
ỵて
良
い
と
い
う
程
度
の
こ
と

で
し
か
な
い
︒そ
の
感
覚
は
今
も
あ
り
ま
す
︒

阿
部 
そ
れ
は
私
が
就
職
し
た
時
の
︑⼥
性
の
扱

い
そ
の
も
の
で…

︒前
の
世
代
の
⼤
卒
⼥
性
達
が
︑

お
茶
汲
み
は
嫌
だ
と
⾔
ỵ
た
こ
と
で
︑企
業
が
⼥

⼦
⼤
⽣
を
採
ら
な
い
時
代
が
あ
ỵ
た
の
ね
︒だ
か

ら
就
職
の
為
に
︑敢
え
て
⼤
学
に
進
ま
な
い
⼥
の

⼈
も
い
て
︒私
が
就
職
し
た
79
年
は
︑企
業
が
ま
た

⼥
⼦
⼤
⽣
を
採
り
始
め
た
頃
だ
け
ど
︑あ
く
ま
で

⼥
は
愛
嬌
︑潤
滑
油
と
し
て
の
役
割
だ
ỵ
た
ん
で

す
︒⼊
社
す
る
と
︑男
の
⼈
は
技
術
研
修
に
⼊
る
の

に
⼥
の
⼈
は
お
茶
汲
み
や
電
話
応
対
の
研
修
︒あ

と
︑男
性
社
員
に
セ
クハ
ラ
な
こ
と
を
⾔
わ
れ
て
も

笑
ỵて
受
け
流
す
︑み
た
い
な
こ
と
を
テ
ス
ト
形
式

で
教
育
さ
れ
て
︒

⼀
同 
え
ỳ
⁉

阿
部 
就
職
活
動
中
も
企
業
の
男
性
が
︑男
性
と

同
じ
仕
事
が
し
た
い
と
⾷
い
下
が
ỵ
た
⼥
⼦
⼤
⽣

に
︑⼥
に
出
来
る
の
か
と
⼀
蹴
す
る
の
を
⾒
ま
し

た
︒男
が
体
張
ỵて
や
ỵてい
る
こ
と
を
⼥
に
出
来

る
わ
け
な
い
︑と
︒
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1. １９８９年の流⾏語。ドリンク剤のCMのキャッチコピーで知られ、企業のために粉⾻砕⾝で働くサラリーマン「企業戦⼠」を象徴した。 2. 1960年
代アメリカで起こり、世界に広まった⼥性解放運動。⽇本では⽥中美津の「便所からの解放」（1970）に端を発する。 3. 男⼥同権達成のために⼥
性に対するあらゆる差別の撤廃を定める。1979年国連で採択、1981年発⾏。 4. 企業の事業主が採⽤、配置、昇進等に関して⼥性を差別しては
ならないとする法律。 5. 「起点としての80年代」⾦沢21世紀美術館（2018）、⾼松市美術館（2018）、静岡市美術館（2019）、「ニューウェイブ 現代
美術の80年代」国⽴国際美術館(2018-2019) 

藤
本 
24
時
間
戦
え
ま
す
か
？
１
．で

す
ね
︒

阿
部 
そ
う
︒⼊
社
の
時
も
︑年
配
の
⼈
事
か
ら

﹁
⼥
性
に
は
結
婚
・
⼦
育
て
と
い
う
︑企
業
で
働
く

よ
り
も
⼤
事
な
仕
事
が
あ
り
ま
す
﹂と
⾔
わ
れ

て
︒当
時
の
⼥
性
は
数
年
で
の
離
職
が
⼀
般
的
で
︑

⼥
性
が
10
年
以
上
働
け
る
職
場
は
少
な
かỵ
た
ん

で
す
︒

飯
沼 
⼤
学
ま
で
男
⼥
平
等
だ
ỵ
た
の
が
︑社
会

に
出
た
ら
変
わ
ỵて
し
ま
ỵ
た
ん
で
す
ね
︒⼤
卒
⼥

性
達
が
︑お
茶
汲
み
は
嫌
だ
と
⾔
ỵ
た
70
年
代
は
︑

ち
Ỹ
う
ど
ウ
ổマン・リ
ヴ
２
．が

盛
ん
な
頃
で
す
ね
︒

阿
部
さ
ん
が
就
職
さ
れ
る
79
年
に
は
国
連
で
⼥

性
差
別
撤
廃
条
約
３
．が

採
択
さ
れ
て
い
ま
す
︒⽇

本
の
加
盟
は
85
年
︑そ
の
翌
年
に
は
雇
⽤
機
会
均

等
法
４
．が

施
⾏
︒そ
れ
が
美
術
⼿
帖
で﹁
美
術
の
超

少
⼥
た
ち
﹂が
特
集
さ
れ
た
86
年
で
す︵
笑
︶︒

⼭
本 
こ
れ
だ
！
と
急
に
⼥
性
が
元
気
に
な
ỵ
た

時
代
ね
︒当
時
⾊
々
⾒
て
い
て
︑あ
Ự
︑時
代
は
変

わỵ
た
な
と
感
じ
た
︒

作
品
と
⾔
葉

飯
沼 
と
こ
ろ
で
近
年
︑80
年
代
の
美
術
を
取
り

上
げ
た
展
覧
会
５
．が

い
く
つ
か
開
催
さ
れ
ま
し

た
︒出
品
作
家
の
多
く
は
男
性
だ
ỵ
た
よ
う
で
す
︒

⼭
本 
60
︑70
年
代
が
再
評
価
さ
れ
て
い
く
中
︑

80
年
代
は
置
き
去
り
に
さ
れ
てい
た
︒そ
れ
で
そ
の

年
代
の
作
家
達
が
︑忘
れ
去
ら
れ
て
な
る
も
の
か

と
動
い
た
ん
で
し
Ỹ
う
ね
︒そ
こ
が
男
性
的
発
想

と
い
う
か
︒美
術
年
表
の
後
ろ
に
︑⾦
⿂
の
糞
み
た

い
に
く
ỵ
付
き
た
く
て
作
品
を
作
る
わ
け
じ
Ỷ
な

い
で
し
Ỹ
？
で
も
男
性
作
家
の
多
く
は
年
表
の
後

ろ
に
繋
が
る
よ
う
な
作
品
が
作
り
た
い
わ
け
で
︒

年
表
を
作
る
の
は
評
論
家
だ
か
ら
︑結
局
歴
史
に

残
り
た
い
作
家
が
評
論
家
と
タ
ỿグ
を
組
ん
で
歴

史
を
作
ỵてい
く
︒

飯
沼 
証
拠
を
作
ỵてい
く
と(

笑)

︒

藤
本 
私
は
評
論
で
な
く
と
も
︑作
家
⾃
⾝
の
⾔

葉
を
聞
け
た
ら
な
と
︒何
よ
り
評
論
家
の
⽂
章
を

読
ん
でい
る
と
眠
く
な
ỵて
し
ま
う
︒え
ら
い
⻑
く

て
頭
に
⼊
ỵて
こ
な
い
！

⼭
本 
⼊
ỵて
こ
な
い
ね︵
笑
︶︒

藤
本 
評
論
は
美
術
を
成
⽴
さ
せ
る
の
に
必
要
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
︑評
論
そ
の
も
の
が
男
性
的
と

い
う
か…

︒

⼭
本 
う
ổ
ん
︒た
だ
︑⽂
章
が
残
る
こ
と
が
い
ず

れ
歴
史
に
残
る
こ
と
に
繋
が
る
わ
け
で
︒作
家
の

⽅
も
作
品
を
正
し
く
評
価
さ
れ
た
け
れ
ば
︑⾃
分

の
⾔
葉
を
残
し
て
お
く
し
か
な
い
︒⾔
葉
で
は
掬
い

き
れ
な
い
の
が
作
品
だ
︑と
⾔
葉
を
嫌
う
作
家
も

多
い
け
れ
ど
︑評
論
家
が
何
か
書
け
ば
作
品
は
そ

ち
ら
と
セ
ỿ
ト
に
な
ỵて
残
ỵて
し
ま
う
し
︑分
類

さ
れ
て
し
ま
う
︒やỵぱ
り
嫌
で
も
作
家
が
⾃
分
の

⾔
葉
を
残
す
べ
き
だ
と
思
う
け
れ
ど
︑拙
い
⾔
葉

を
残
す
と
そ
れ
は
そ
れ
で
好
き
勝
⼿
に
解
釈
さ
れ

て
ね
︒

飯
沼 
で
も
そ
れ
は
︑ち
Ỷ
ん
と
⽂
章
化
し
て
い

る
⼈
で
さ
え
︑誤
読
さ
れ
た
り
歪
曲
さ
れ
た
り
す

る
こ
と
だ
か
ら
！

⼭
本 
そ
う
ね
︒作
家
と
直
接
話
す
の
が
⼀
番
だ

け
ど
︒

阿
部 
評
論
ỵ
て
何
か
こ
う
︑独
特
な
⾔
い
回
し

で
す
よ
ね
︒

藤
本 
あ
Ự
︑専
⾨
⽤
語
と
い
う
か
︒

飯
沼 
⽇
本
語
で
⾔
ỵて
く
れ
な
い
⁉
み
た
い
な
︒

⼀
同 
︵
笑
︶︒

阿
部 
逆
に
回
り
く
ど
く
し
てい
る
︒分
か
り
易
い

の
が
いい
⽂
章
︒読
む
こ
と
で
作
品
の
理
解
が
深
ま

れ
ば
︑そ
れ
は
良
い
評
論
だ
と
思
う
︒

⼥
で
あ
る
こ
と

飯
沼 
１
９
８
０
年
代
の
美
術
の
お
話
を
沢
⼭
伺

い
ま
し
た
が
︑私
と
藤
本
さ
ん
は
80
年
代
の
⽣
ま

れ
で
す
︒私
は
東
京
造
形
⼤
学
で
し
た
が
⼭
本
さ

ん
の
頃
と
は
逆
で
︑絵
画
専
攻
80
⼈
中
男
の
⼦
が

20
⼈
と
︑圧
倒
的
に
⼥
の
⼦
の
⽅
が
多
く
て
︒

⼭
本 
へổ
！

飯
沼 
後
に
な
ỵて
教
授
に
⼊
試
の
時
の
話
を
聞

い
た
ら
︑こ
れ
は
！
と
思
ỵて
採
る
と
⼤
概
⼥
の
⼦

で
がỵか
り
す
る
と︵
笑
︶︒

⼭
本 
男
の
⼦
を
採
り
た
い
け
れ
ど
︑良
い
の
が
い

な
い︵
笑
︶︒

飯
沼 
そ
ん
な
笑
い
話
が
あ
り
ま
し
た
︒藤
本
さ

ん
は
⼥
⼦
美
術
⼤
学
で
し
た
ね
︒

藤
本 
は
い
︒男
⼦
の
い
な
い
環
境
で
の
美
術
教
育

の
⻑
所
は
⾃
由
さ
で
し
Ỹ
う
か
︒い
わ
ゆ
る
男
性

理
論
を
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
︒何
せ
学

⽣
は
お
客
様
で
そ
れ
が
全
員
⼥
⼦
で
す
か
ら
︑教

授
の
⽅
で
も
ニ
ổ
ズ
に
合
わ
せ
た
⾔
葉
を
使
う
わ

け
で
す
︒な
の
で
⼥
⼦
に
は
楽
園
の
よ
う
な
世
界

で
︒そ
の
反
⾯
︑⾔
葉
の
武
器
を
持
た
ず
に
社
会
に

出
た
時
︑⼥
⼦
美
ỵて
感
じ
だ
ね
と
括
ら
れ
て
し

ま
ỵ
た
り
︒そ
れ
か
ら
私
は
当
時
︑共
学
の
美
⼤
⽣

の
表
現
の
⽅
に
む
し
ろ
リ
ア
リ
テỻ
ổ
を
感
じ
てい

た
ん
で
す
︒⼥
⼦
美
と
い
う
囲
い
の
中
で
⾃
分
と
い

う
本
質
が
ず
れ
てい
く
よ
う
な
部
分
が
あ
ỵ
た
の
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1. トキ・アートスペース企画シリーズ“Realization” vol.1 “Unneutral Square”トキ・アートスペース、東京（2020） 2. 線を引く（draw）⾏為に重き
を置く線画。構築的な絵画に対して、イメージや感情などを引き出す（draw）即興的または習作的なものを指す場合もある。 3. 遠近法の⼀つ。消
失点を⼀つ備え、⼿前から奥に向かう平⾏な線が全て消失点に向かうことで奥⾏きを表す。単⼀の固定的な視点から世界を⾒る⽅法。 4.⼈間の
性のあり⽅、特にどのような性別が恋愛や性的興味の対象となるか(性的指向)や、⾃⾝をどのような性別だと思うか(性⾃認)を指す。

か
も
︒私
は
⾼
校
も
美
術
科
で
︑９
割
は
⼥
⼦
で
し

た
︒美
術
そ
の
も
の
が
⼥
⼦
校
化
し
て
い
る
気
配

は
あ
り
ま
す
よ
ね
︒

飯
沼 
そ
れ
は
美
術
教
育
と
い
う
場
で
？

藤
本 
いい
え
︑ジἀンル
と
し
て
︒

飯
沼 
ど
う
か
な
Ự
︒や
ỵぱ
り
男
性
が
多
く
な
い

で
す
か
？

⼭
本 
作
家
に
な
ỵ
ち
Ỷ
う
と
ね
︒

阿
部 
美
⼤
は
今
や
⼥
性
が
多
い
の
に
︑ど
う
し

て
⼥
性
作
家
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
の
か
︒圧
倒

的
に
男
性
の
教
授
が
多
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
︒

飯
沼 
そ
う
な
ん
で
す
︒⼤
学
で
は
男
性
の
教
授

に
向
け
て
作
品
を
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

す
る
と
︑⾃
分
の
中
で
⼀
番
問
題
と
な
ỵてい
る
部

分
は
伝
え
難
く
て
︑そ
の
う
ち
⾔
葉
に
す
る
の
を

諦
め
て
し
ま
い
ま
し
た
︒そ
こ
に
は
触
れ
な
い
よ
う

に
説
明
す
る
癖
が
つい
て
し
ま
ỵて
︒

阿
部 
男
性
に
伝
え
難
い
と
い
う
の
は
︑何
か
感

覚
的
な
こ
と
？

飯
沼 

…

﹁
⼥
で
あ
る
こ
と
﹂と
い
う
か
︒⼤
学
に

⼊
ỵて
︑⾃
分
に
と
ỵて
の
⼤
き
な
問
題
は
⾃
分
が

﹁
⼥
で
あ
る
こ
と
﹂だ
と
気
が
付
い
た
ん
で
す
︒だ
か

ら
作
品
は
⾃
分
が
⼥
を
⽣
き
て
き
て
感
じ
た
こ
と

や
経
験
か
ら
出
発
し
て
い
る
け
ど
︑そ
の
部
分
を

男
性
に
説
明
す
る
の
は
す
ご
く
難
し
く
て
︒も
ち

ろ
ん
絵
に
は
絵
画
⾃
体
の
問
題
が
あ
る
か
ら
︑そ

の
点
につい
て
は
話
せ
る
け
ど
︑⾃
分
が
何
を
描
き

た
い
の
か
につい
て
は
⾔
え
な
い…

︒

藤
本 
ち
Ỹỵ
と
⽣
々
し
い
話
で
す
が
︑男
性
に
⽣

理
の
感
覚
を
伝
え
よ
う
と
し
て
も
︑あ
ち
ら
は
理

解
し
よ
う
が
な
い
ん
で
す
ね
︒そ
れ
は
お
互
い
様
な

ん
で
す
け
ど
︑⼥
で
あ
る
私
が
⽉
に
⼀
度
必
ず
経

験
す
る
こ
と
は
⾃
分
の
中
で
⼤
き
な
⽐
重
を
占
め

てい
る
︒そ
の
感
覚
の
伝
わ
ら
な
さ
に
男
⼥
の
壁
を

感
じ
ま
す
︒

飯
沼 
そ
れ
は
藤
本
さ
ん
が
︑⽣
理
の
痛
み
と
い

う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
制
作
さ
れ
てい
る
か
ら
で

す
か
？

藤
本 
そ
う
で
す
︒男
性
に
話
し
て
も
無
理
だ
ỵて

い
う
諦
め
が
あ
る
︒飯
沼
さ
ん
が
伝
わ
ら
な
い
と

感
じ
る
の
は
︑そ
う
いỵ
た
部
分
で
す
か
？
も
し
か

す
る
と
飯
沼
さ
ん
が
⾔
葉
に
す
る
の
を
避
け
た
部

分
ỵて
︑男
性
の
価
値
観
で
解
釈
出
来
な
い
︑彼
ら

に
と
ỵて
新
し
い
も
の
だ
ỵ
た
ん
じ
Ỷ
な
い
か
と
︒

飯
沼 
な
る
ほ
ど
︒で
も
当
時
の
私
が
感
じ
た
の

は
︑そ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
こ
と
︑と
い
う
よ
う
な
反

応
で
し
た
︒そ
れ
は
モ
チ
ベổ
シἂン
だ
ろ
う
け
ど
︑

絵
画
は
絵
画
だ
か
ら
︑み
た
い
な
︒同
じ
よ
う
な
こ

と
は
卒
業
後
も
度
々
⾔
わ
れ
た
こ
と
で
︒例
え
ば

男
性
作
家
に
︑フỽ
ミ
ニ
ズ
ム
に
関
⼼
が
あ
る
こ
と

を
話
す
と﹁
分
か
る
よ
︒で
も
あ
な
た
の
作
品
は
︑

フỽミニ
ズ
ム
な
ん
て
こ
と
よ
り
︑も
ỵと
⼤
き
な
こ

と
を
や
ỵてい
る
よ
﹂と
︒私
が
⼥
を
⽣
き
て
︑抱
え

て
き
た
⽣
き
づ
ら
さ
が
作
品
の
出
発
点
と
な
ỵて

い
る
の
に
︑いつ
も
そ
こ
は
外
さ
れ
て
し
ま
う
︒

⼭
本 
⼥
の
部
分
を
前
に
出
す
と
作
品
の
価
値

が
下
が
る
と
⾔
い
た
い
の
か
し
ら
ね
︒

藤
本 
そ
の
男
性
作
家
の
お
ỵし
Ỷ
る
こ
と
も
少

し
分
か
り
ま
す
︒と
い
う
の
も
こ
れ
ま
で
の
飯
沼
さ

ん
の
画
⾯
か
ら
︑あ
ま
り
フỽ
ミ
ニ
ズ
ム
ら
し
さ
は

⾒
受
け
ら
れ
な
かỵ
た
の
で
︒た
だ
先
⽇
の
個
展
１
．

で
︑⽂
字
の
⼊
ỵ
た
紙
の
作
品
を
⾒
た
時
︑こ
れ
ま

で
に
な
い
ス
ト
レ
ổ
ト
な
展
開
だ
と
思
い
ま
し
た
︒

絵
の
中
に
︑直
接
⾔
葉
が
持
ち
込
ま
れ
てい
て
︒

阿
部 
⽂
字
を
出
し
て
き
た
の
は
な
ぜ
？

飯
沼 
⽂
字
と
い
う
よ
り
は
⾔
葉
な
ん
で
す
︒

キ
ἀンバス
の
作
品
で
も
︑英
語
の
⽂
章
を
ド
ロ
ổ

イ
ン
グ
２
．の

よ
う
に
し
て
絵
具
を
重
ね
てい
ま
す
︒

で
も
そ
れ
は
︑⾃
分
の
⾔
葉
が
⾒
つ
か
ら
な
い
も

ど
か
し
さ
と
︑そ
れ
で
も
諦
め
ず
に
⾔
葉
を
紡
ぐ

と
い
う
⾏
為
を
表
し
てい
ま
す
︒⼥
と
し
て
⽣
き
づ

ら
い
社
会
の
隠
喩
と
し
て
⼀
点
透
視
図
法
３
．の

シ

ス
テ
ム
を
描
き
︑そ
れ
に
対
す
る
私
の
ア
ク
シἂン

と
し
て
上
か
ら
絵
具
を
の
せ
てい
く
︒そ
の
⾏
為
が

重
要
な
の
で
︑テ
キ
ス
ト
⾃
体
は
引
⽤
に
し
てい
ま

す
︒で
も
や
ỵ
ぱ
り
⾃
分
の
⾔
葉
を
⽤
い
た
い
と
︒

そ
れ
に
は
キ
ἀンバス
よ
り
も
紙
の
⽅
が
適
し
てい

る
と
思
い
︑あ
の
よ
う
な
作
品
に
な
り
ま
し
た
︒

藤
本 
ご
⾃
⾝
の
⾔
葉
の
上
に
ド
ロ
ổ
イ
ン
グ
を

重
ね
る
意
図
は
？

飯
沼 
⼀
点
透
視
図
法
に
ド
ロ
ổ
イ
ン
グ
を
重
ね

る
時
も
同
じ
で
す
け
ど
︑ド
ロ
ổ
イ
ン
グ
の
層
を
重

ね
る
こ
と
で
画
⾯
が
複
雑
に
な
り
ま
す
︒そ
の
こ
と

で
下
に
あ
る
も
の
が
⾒
え
難
く
な
ỵてい
く
︒確
実

に
存
在
す
る
も
の
が
⾒
え
隠
れ
し
てい
る
そ
の
状

態
が
︑⾃
分
に
と
ỵて
リ
ア
ル
な
ん
で
す
︒

⼭
本 
紙
の
⽅
も
︑引
⽤
し
た
⾔
葉
か
と
思
ỵて

い
た
︒

飯
沼 
あ
れ
は
連
作
に
な
ỵてい
ま
す
︒今
の
⾃
分

の
ジỽン
ダ
ổ
や
セ
ク
シἁ
ア
リ
テỻ
４
．と

は
︑別
の

あ
り
⽅
も
あ
ỵ
た
ん
じ
Ỷ
な
い
か
︒じ
Ỷ
あ
︑いつ
か

ら
ど
の
よ
う
に
し
て
今
の
価
値
観
に
⾃
分
が
染

ま
ỵて
し
ま
ỵ
た
の
か
と
考
え
て
︒記
憶
に
あ
る
幾

つ
か
の
エ
ピ
ソ
ổ
ド
を
時
系
列
に
並
べ
︑⼀
つ
の
物

語
に
し
ま
し
た
︒

藤
本 
最
初
︑⽂
字
が
乱
⽴
し
て
い
る
だ
け
な
の

か
と
思
い
ま
し
た
︒

阿
部 
はỵ
き
り
読
ん
で
欲
し
く
な
い
の
か
と
も
︒

飯
沼 
⾔
葉
が
⾒
え
過
ぎ
る
と
絵
か
ら
離
れ
て
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し
ま
う
か
ら
︒観
る
⼈
の
視
⼒
で
読
め
る
量
に
は

差
が
出
ま
す
︒で
も
︑観
る
⼈
に
よ
ỵて
受
け
取
る

も
の
と
受
け
取
ら
な
い
も
の
が
あ
る
の
は
︑ど
ん
な

作
品
で
も
⼀
緒
だ
し
︒⾒
え
な
い
と
し
て
も
︑そ
れ

は
あ
る
種
の
⾒
せ
⽅
か
な
と
︒

80
年
代
⽣
ま
れ
の
不
安
感

阿
部 
と
こ
ろ
で
︑飯
沼
さ
ん
と
藤
本
さ
ん
の
活

動
は
２
０
１
０
年
代
か
ら
で
す
か
？

飯
沼 
私
は
10
年
に
⼤
学
院
を
修
了
し
て
以
来
︑

個
展
や
グ
ル
ổ
プ
展
で
発
表
し
てい
ま
す
︒藤
本
さ

ん
は
09
年
に
初
個
展
を
さ
れ
てい
ま
す
ね
︒

藤
本 
は
い
︒た
だ
お
話
を
伺
ỵて
い
る
と
︑⼭
本

さ
ん
や
阿
部
さ
ん
の
世
代
と
は
背
景
が
違
い
ま
す

ね
︒

阿
部 
お
⼆
⼈
の
世
代
に
な
る
と
︑⼥
性
が
⼀
個

⼈
と
し
て
作
品
を
作
る
こ
と
が
︑ど
の
程
度
当
た

り
前
の
こ
と
と
し
て
受
け
⽌
め
ら
れ
て
い
る
の
で

し
Ỹ
う
か
︒

飯
沼 

…

私
の
場
合
は
両
親
の
理
解
が
⼤
き
い
で

す
ね
︒た
と
え
周
囲
に
何
か
⾔
う
⼈
が
い
て
も
動

じ
ず
にい
ら
れ
る
の
で
︒

藤
本 
確
か
に
そ
れ
は
あ
り
ま
す
︒た
だ
︑私
の
感

じ
て
き
た
時
代
の
空
気
に
︑⾮
モ
テ
に
対
す
る
怖

れ
と
い
う
の
が
あ
ỵて
︒美
術
を
や
ỵてい
く
こ
と
は

個
⼈
の
追
及
で
あ
ỵ
て
︑社
会
が
求
め
る
⼥
性
像

か
ら
ど
ん
ど
ん
離
れ
てい
く
⾏
為
に
近
い
︒こ
の
こ

と
に
対
す
る
怖
れ
は
今
で
も
あ
り
ま
す
︒私
は
ど

ん
ど
ん
異
質
な
⼈
間
に
な
ỵてい
く
だ
ろ
う
︑と
︒

⼭
本 
む
し
ろ
︑異
質
に
な
る
こ
と
に
誇
り
が
あ

る
︑と
い
う
の
が
私
の
世
代
で
！
普
通
の
⼥
に
は
絶

対
な
ら
な
い
と
い
う
︑強
い
意
志
を
持
ỵて
い
た
︒

理
想
と
さ
れ
る
⼥
性
像
か
ら
離
れ
れ
ば
離
れ
る

程
︑⾜
元
が
固
ま
る
と
い
う
か
ね
︒で
も
い
つ
か
ら

か
⼦
供
達
が﹁
皆
と
同
じ
﹂で
な
い
と
不
安
が
る
よ

う
に
な
ỵ
た
︒私
が
⼦
供
の
頃
は
ア
メ
リ
カ
さ
ん
の

影
響
も
あ
ỵて
︑個
性
を
⼤
事
に
し
ま
し
Ỹ
う
と
い

う
教
育
⽅
針
で
︒私
⾃
⾝
変
わ
り
種
だ
ỵ
た
け
れ

ど
そ
れ
で
差
別
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑む
し
ろ
⼈

間
と
し
て
⾯
⽩
が
ら
れ
た
︒で
も
今
は
ち
Ỹỵ
と
で

も
外
れ
る
と
疎
外
さ
れ
ち
Ỷ
う
︒だ
か
ら
⼦
供
達

は
枠
の
中
に
⼊
ỵて
い
な
い
と
不
安
を
感
じ
る
と

思
う
︒

藤
本 
⽬
か
ら
ウ
ロコで
す
︒私
の
こ
の
不
安
感
は

世
代
に
よ
る
も
の
だ
ỵ
た
ん
で
す
ね
︒

阿
部 
確
か
に
私
が
⼦
供
の
頃
は
⾃
由
度
が
⾼

か
ỵ
た
け
れ
ど
︑⼤
学
を
卒
業
す
る
頃
は
皆
が
画

⼀
的
に
就
職
す
る
⾵
潮
で
し
た
︒だ
か
ら
私
⾃
⾝

は
︑会
社
を
辞
め
て
美
術
制
作
を
⽣
活
の
中
⼼
に

置
く
こ
と
が
社
会
か
ら
外
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
感

覚
は
か
な
り
あ
り
ま
し
た
︒⼥
性
の
⽅
が
ま
だ
⾃

由
が
あ
ỵ
た
と
思
う
け
れ
ど
︑そ
れ
も
ど
う
せ
結

婚
す
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
く
て
︒

飯
沼 
私
は
⼩
さ
い
頃
に
親
の
仕
事
で
イ
ギ
リ
ス

にい
た
ん
で
す
け
ど
︑６
歳
で
帰
国
し
て
か
ら
⽇
本

の
⼦
供
達
と
⽣
活
す
る
中
で
︑皆
に
あ
れ
こ
れ
違

う
と
⾔
わ
れ
た
ん
で
す
︒ひ
た
す
ら
他
⼈
と
違
う

と
い
う
⾃
尊
⼼
で
⾃
分
を
⽀
え
つ
つ
︑皆
と
違
う

と
指
さ
さ
れ
る
こ
と
に
怯
え
てい
ま
し
た
︒

阿
部 
や
ỵ
ぱ
り
学
校
の
教
育
が
⼤
き
い
と
思

う
︒ま
ず
先
⽣
の
⾔
う
こ
と
を
聞
か
な
き
Ỷい
け

な
い
︒⾔
ỵてい
る
こ
と
が
お
か
し
く
て
も
︒

⼭
本 
私
は
よ
く
論
破
し
てい
た
︒先
⽣
そ
れ
間

違
ỵてい
る
︑と
︒

藤
本 
当
時
は
か
な
り
⼤
ら
か
だ
ỵ
た
ん
で
す

か
？

⼭
本 
⼤
ら
か
⼤
ら
か
︒だ
ん
だ
ん
締
め
付
け
が

き
つ
く
な
ỵて
き
てい
る
︒た
ぶ
ん
学
⽣
運
動
１
．の

時
に
⼀
変
し
た
ん
じ
Ỷ
な
い
か
な
︒当
時
私
は
⾼

校
⽣
だ
ỵ
た
ん
だ
け
ど
︑⽣
徒
達
が
教
育
を
正
す

為
に
⽣
徒
総
会
で
全
学
休
校
に
し
て
︒そ
こ
か
ら

理
想
の
教
育
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
︑学
校
を
変

⾰
し
た
の
︒で
も
私
達
の
卒
業
を
機
に
元
に
戻
ỵて

し
ま
ỵ
た︵
笑
︶︒

阿
部 
私
は
⼭
本
さ
ん
よ
り
３
学
年
下
だ
け
ど
︑

⽣
徒
の
⾃
主
性
を
重
ん
じ
る
⾼
校
で
︑や
ỵ
ぱ
り

皆
で
議
論
を
交
わ
し
てい
ま
し
た
︒今
思
え
ば
⽣

徒
達
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
⾃
体
が
す
ご
い
︒⼦
供

⾃
⾝
に
考
え
さ
せ
て
選
ば
せ
る
︑そ
れ
を
さ
せ
な

い
の
が
現
代
の
教
育
で
︒私
︑⼤
学
時
代
に
⼀
か
⽉

ア
メ
リ
カ
に
ホ
ổ
ム
ス
テ
イ
し
た
の
ね
︒何
を
す
る

に
も
︑あ
な
た
ど
う
思
う
？
ど
ち
ら
を
選
ぶ
？
と

聞
か
れ
る
︒そ
ん
な
こ
と
⽇
本
で
は
な
い
か
ら

ギ
ἀỿプ
が
⼤
き
か
ỵ
た
︒⼀
時
期
い
た
外
資
系
の

職
場
で
は
⾊
々
な
国
の
⼈
が
い
て
︑よ
く
政
治
につ

い
て
意
⾒
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
︒答
え
ら
れ
な
い

の
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
︒⽇
本
で
は
む
し
ろ
︑意

⾒
を
⾔
う
こ
と
で
⽣
き
づ
ら
く
な
ỵ
ち
Ỷ
う
︒で
も

﹁
皆
と
同
じ
﹂が
安
全
と
い
う
の
は
狭
い
国
の
中
だ

け
で
あ
ỵて
︑外
で
は
通
⽤
し
な
い
︒

⼭
本 
﹁
皆
と
同
じ
﹂は
国
に
と
ỵて
都
合
が
良
い

か
ら
ね
︒

阿
部 
た
と
え
⼒
量
の
な
い
権
⼒
者
で
も
⾔
う
こ

と
を
聞
い
て
し
ま
う
︒そ
れ
ỵ
て
⼤
き
な
問
題
だ

と
思
う
ん
で
す
︒
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⼥
と
い
う
⾝
体

阿
部 
先
程
少
し
お
話
に
あ
ỵ
た
け
れ
ど
︑藤
本

さ
ん
の
作
品
ỵて
⼥
性
の
⽣
理
を
感
じ
る
︑す
ご
く

独
特
な
も
の
だ
と
思
う
の
ね
︒そ
う
い
う
テ
ổマ
は

いつ
か
ら
で
す
か
？

藤
本 
⼤
学
卒
業
後
︑⾃
分
の
体
験
を
も
と
に
男

⼥
の
関
係
を
表
現
し
て
い
た
ん
で
す
ね
︒で
も
別

れ
て
⼀
⼈
に
な
ỵ
た
時
に
︑⾃
分
に
注
⽬
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
り
ま
し
た
︒相
⼿
と
の
関
係
性
で
捉
え

て
い
た
性
が
︑私
⼀
⼈
の
性
に
な
ỵ
て
いỵ
た
ん
で

す
︒

飯
沼 
藤
本
さ
ん
の
作
品
に
は
か
な
り
強
烈
な

も
の
を
感
じ
ま
す
︒そ
の
強
烈
さ
は
学
⽣
の
頃
は

ど
う
で
し
た
か
？

藤
本 
そ
れ
が
あ
ỵ
た
ん
で
す
よ
︒あ
る
年
︑学
園

祭
で
⾃
分
の
ヌ
ổ
ド
写
真
を
展
⽰
し
た
ん
で
す
︒

当
時
︑ア
メ
リ
カ
の
写
真
家
ロバổ
ト
・
メ
イ
プ
ル

ソ
ổ
プ
１
．を

知
ỵて
︒彼
の
セル
フ
ポ
ổ
ト
レ
イ
ト
に
︑

鞭
の
柄
を
⾃
ら
の
尻
に
突
ỵ
込
ん
で
振
り
向
い
てい

る
⼀
枚
が
あ
ỵて
︑強
い
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
︒⾃

分
の
社
会
的
な
側
⾯
は
か
な
ぐ
り
捨
て
て
表
現
す

る
こ
と
が
美
術
な
ん
だ
︑と
︒そ
れ
で
⾃
分
の
美
し

く
な
い
肢
体
と
ポ
ổ
ズ
で
セル
フ
ヌ
ổ
ド
を
撮
り
始

め
た
ん
で
す
︒で
も
︑展
⽰
を
⾒
た
⼀
部
の
ご
⽗
兄

か
ら
︑こ
ん
な
も
の
撤
去
し
ろ
と
⾔
わ
れ
て
︒こ
ん

な
展
⽰
を
す
る
学
校
に
う
ち
の
娘
を
預
け
た
覚

え
は
な
い
︑と
い
う
怒
り
だ
ỵ
た
ん
で
し
Ỹ
う
︒擁

護
し
て
く
れ
た
先
⽣
も
い
ま
し
た
が
︑こ
こ
に
は
お

呼
ば
れ
で
な
い
と
い
う
感
覚
を
覚
え
ま
し
た
︒

⼭
本 
やỵぱ
り
お
嬢
様
学
校
な
ん
だ
ね
︒

飯
沼 
そ
の
⽗
兄
の
よ
う
な
反
応
は
︑想
像
し
ま

し
た
？

藤
本 
い
い
え
︑そ
れ
が
芸
術
だ
と
い
う
⾃
信
が

あ
ỵ
た
の
で
︒そ
も
そ
も
ヌ
ổ
ド
写
真
と
い
う
の
は

ポ
ル
ノ
か
審
美
的
な
も
の
で
す
︒で
も
私
が
展
⽰
し

た
の
は
︑太
ỵ
た
私
⾃
⾝
が
煎
餅
布
団
に
転
が
る

ヌ
ổ
ド
︒新
し
い
価
値
を
創
造
し
た
！
と
い
う
達

成
感
に
酔
い
し
れ
てい
た
く
ら
い
で
し
た
︒

飯
沼 
で
も
︑そ
れ
ỵて
不
思
議
で
︒藤
本
さ
ん
が

先
程
︑理
想
の
⼥
性
像
か
ら
離
れ
て
異
質
に
な
る

こ
と
への
怖
れ
が
あ
る
と
お
ỵし
Ỷい
ま
し
た
が
︑

ヌ
ổ
ド
の
公
開
は
ま
さ
に
そ
れ
で
は
⁉

⼀
同 
︵
笑
︶︒

藤
本 
本
当
に
度
胸
が
要
り
ま
し
た︵
笑
︶︒で
も

⼥
⼦
⼤
だ
か
ら
出
来
た
と
思
い
ま
す
︒共
学
な
ら

出
来
な
か
ỵ
た
か
も
︒そ
れ
に
若
いỵて
暴
⾛
す
る

傾
向
に
あ
り
ま
せ
ん
か
？

飯
沼 
そ
れ
に
し
て
も
す
ご
い
暴
⾛︵
笑
︶︒で
も

逆
に
︑そ
ん
な
藤
本
さ
ん
が
異
質
に
な
る
こ
と
への

怖
れ
を
抱
く
︑と
い
う
こ
と
が
信
じ
難
い
で
す
︒

藤
本 
⾃
分
が
や
ỵて
き
た
こ
と
と
⽭
盾
し
ま
す

が
︑⼥
と
し
て
の
感
情
が
確
実
に
あ
る
ん
で
す
︒つ

ま
り
は
︑好
き
な
男
性
に
好
か
れ
る
⾃
分
で
な
い

の
は
悲
し
い…

︒

⼭
本 
⼥
芸
⼈
の
悩
み
み
た
い
ね
︒

飯
沼 
き
ỵ
と
素
直
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
︒そ
の

時
の
写
真
は
︑今
の
版
画
に
も
繋
が
ỵてい
る
ん
で

し
Ỹ
う
か
︒

藤
本 
⻘
春
時
代
に
反
応
し
て
し
ま
ỵ
た
事
柄

は
︑⼈
⽣
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
︒

私
に
と
ỵて
メ
イ
プ
ル
ソ
ổ
プ
が
強
かỵ
た
の
は
︑社

会
に
対
し
て
個
を
突
き
付
け
る
勇
気
が
あ
ỵ
た
か

ら
︒今
ヌ
ổ
ド
に
な
る
勇
気
は
な
い
の
で
︑版
画
で

個
を
表
現
し
てい
け
た
ら
と
︒

飯
沼 
版
画
に
し
て
も
や
ỵ
ぱ
り
︑⾝
体
が
重
要

な
ん
で
す
ね
︒

藤
本 
⾃
分
に
と
ỵ
て
個
を
表
す
の
に
︑⾝
体
を

描
く
こ
と
が
⾃
然
だ
ỵ
た
の
で
︒阿
部
さ
ん
も
⾝

体
の
リ
ア
リ
テỻ
ổ
につ
い
て
おỵし
Ỷỵてい
ま
し

た
が…

︒

阿
部 
私
の
場
合
︑装
置
の
中
で
観
る
⼈
に
体
感

し
て
も
ら
う
と
い
う
点
で
の
⾝
体
性
だ
け
ど
︒

藤
本 
そ
う
で
す
ね
︒そ
し
て
阿
部
さ
ん
の
扱
ỵて

い
る
⾝
体
性
は
男
⼥
共
通
だ
と
思
う
ん
で
す
︒で

も
︑私
は
⼥
性
を
意
識
し
てい
ま
す
︒⾃
分
が﹁
⼥

で
あ
る
こ
と
﹂を
︑⾝
体
を
描
く
中
で
考
え
た
か
ỵ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒同
じ
よ
う
な
テ
ổ
マ
で

も
︑飯
沼
さ
ん
の
作
品
か
ら
そ
ういỵ
た
⽣
々
し
さ

は
感
じ
ま
せ
ん
ね
︒

飯
沼 
フỽミ
ニ
ズ
ム
・
ア
ổ
ト
を
紐
解
く
と
︑私

の
⾝
体
は
私
の
も
の
︑⾒
ら
れ
る
対
象
か
ら
⾒
る

主
体
へ
︑と
い
う
強
い
メ
ỿセ
ổ
ジ
が
あ
り
ま
す
︒⾝

体
や
⽣
殖
に
ま
つ
わ
る
表
現
も
多
く
て
刺
激
を
受

け
た
け
ど
︑私
が
そ
れ
を
や
ろ
う
と
は
思
わ
な

か
ỵ
た
ん
で
す
︒絵
を
や
ろ
う
︑で
も
絵
で
は
ど
う

表
現
し
た
ら
良
い
か
︒そ
れ
が
⼤
き
な
問
い
で
し

た
︒⼥
性
の
⾯
⽩
い
表
現
は
沢
⼭
あ
る
の
に
︑絵
で

は
あ
ま
り
⾒
つ
か
ら
な
く
て
︒逆
に
私
達
の
世
代

で
は
︑可
愛
い
と
か
ポỿプ
と
か
︑い
わ
ゆ
る
⼥
の
⼦

の
絵
が
も
て
は
や
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒

す
ぐ
に
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
︒

阿
部 
少
⼥
的
で
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
絵
ね
︒そ

れ
は
写
真
で
も
あ
り
ま
し
た
︒

飯
沼 
そ
うい
う
の
で
は
な
い
な
Ự
︑と
︒

藤
本 
も
し
か
す
る
と
私
の
放
埓
な
表
現
と
い
う

の
は
⼥
⼦
⼤
特
有
の
も
の
だ
ỵ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
︒皆
さ
ん
の
環
境
の
⽅
が
抑
圧
的
で
︒

飯
沼 
ど
ん
な
作
品
を
作
ỵて
も
⼤
丈
夫
︑と
思
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え
る
学
校
で
培
ỵ
て
来
ら
れ
た
こ
と
が
︑今
に
繋

がỵてい
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

造
形
と
象
徴

飯
沼 
⼭
本
さ
ん
と
阿
部
さ
ん
に
は
70~

80
年
代

の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
︒現
在
の
制
作
につい
て
も

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
︒

⼭
本 
美
術
史
を
断
ち
切
ỵて
ゼ
ロ
か
ら
作
り
た

い
と
思
ỵてい
た
︒何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
発
⽣
し

た
⽣
物
の
よ
う
に
︑点
か
ら
線
︑線
か
ら
⾯へ
︒そ
こ

に
⾊
彩
︑記
号
と
加
え
てい
き
︑多
様
性
に
向
け
て

展
開
し
ていỵ
た
の
︒で
も
⾔
葉
を
⼊
れ
た
途
端
︑

そ
れ
ま
で
の
⽣
物
の
イ
メ
ổ
ジ
と
は
違
う
様
相
に

な
ỵて
し
ま
ỵ
た
︒

飯
沼 
いつ
頃
か
ら
⾔
葉
を
？

⼭
本 
86
年
か
ら
︒﹁
超
少
⼥
﹂の
メンバổ
に
加
え

ら
れ
た
も
の
の
︑そ
の
括
り
で
⾒
ら
れ
た
く
は
な

く
て
︒⾃
分
の
作
品
に
更
な
る
多
様
性
を
加
え
た

い
︑次
は
⾔
葉
だ
と
思
ỵ
た
︒た
だ
こ
れ
が
と
て
も

厄
介
で
︒⾔
葉
が
先
に
出
る
と
美
術
が
引
ỵ
込
ん

で
し
ま
う
︒こ
れ
な
ら
何
と
か
な
る
か
も
と
思
え

た
の
が
２
０
０
４
年
の
個
展
１
．で

︑⽴
体
と
ド
ロ
ổ

イ
ン
グ
を
展
⽰
し
た
時
︒⽴
体
は
ア
ル
フỺベỿト
の

線
的
要
素
だ
け
で
⾃
⽴
さ
せ
た
も
の
で
︑ド
ロ
ổ

イ
ン
グ
は
⽂
字
の
線
的
要
素
だ
け
で
美
し
さ
を
表

し
た
も
の
︒よ
う
や
く
作
品
と
し
て
の
⽅
向
性
が

⾒
え
て
き
た
︒

飯
沼 
86
年
は
⼤
き
な
転
換
期
だ
ỵ
た
ん
で
す

ね
︒そ
れ
に
し
て
も
⾔
葉
を
取
り
⼊
れ
て
か
ら
︑ず

い
ぶ
ん
⻑
く
続
け
てい
ら
ỵし
Ỷい
ま
す
︒

⼭
本 
何
度
も
投
げ
出
そ
う
と
思
ỵ
た…

︒

飯
沼 
私
も
作
品
の
中
に
⾔
葉
を
使
い
ま
す
が
︑

⽂
字
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
て
︒私
に
と
ỵて

⽂
字
で
は
な
く
⾔
葉
な
の
で
す
が
︑⼭
本
さ
ん
は

ど
う
で
す
か
？

⼭
本 
私
は
む
し
ろ
⽂
字
の
造
形
的
な
美
し
さ

に
魅
か
れ
てい
て
︒⾔
葉
に
な
る
と
意
味
が
出
て
き

て
し
ま
う
か
ら
︒

飯
沼 
﹁
Ａ
﹂と
か﹁
あ
﹂の
よ
う
な
⼀
⽂
字
︑も
し

く
は
⽂
字
を
ラ
ン
ダ
ムに
並
べた
場
合
︑意
味
は
出

て
き
ま
せ
ん
よ
ね
？

⼭
本 
で
も
そ
れ
だ
と
⾯
⽩
く
な
い
し
︑美
し
く

な
い
︒確
か
に
⾔
葉
に
な
ら
な
い
と
つ
ま
ら
な
い
よ

ね
︒で
も
意
味
と
い
う
よ
り…

⽂
字
に
象
徴
性
を

持
た
せ
た
い
︒

飯
沼 
先
の
個
展
で
︑私
の
紙
の
作
品
を
観
て﹁
⾔

葉
が
浮
き
⽴
つ
瞬
間
︑絵
が
消
え
る
︒し
ば
ら
く
し

て
ま
た
絵
に
戻
る
﹂と
お
ỵ
し
Ỷ
る
⽅
が
い
ま
し

た
︒⼭
本
さ
ん
も
︑⾔
葉
と
造
形
と
の
間
を
⾏
き

来
す
る
作
品
を
⽬
指
し
てい
ら
ỵし
Ỷ
る
ん
で
し
Ỹ

う
か
︒

⼭
本 
そ
う
考
え
た
こ
と
も
あ
る
し
︑最
近
は
そ

う
で
な
い
⽅
法
も
あ
り
そ
う
な
気
が
し
て
い
る
︒

私
︑も
と
も
と
⾔
葉
は
⾳
よ
り
先
に
絵
か
ら
始

ま
ỵ
た
と
思
ỵて
い
る
の
ね
︒地
⾯
に
○
を
描
い
て

そ
れ
を
太
陽
と
し
︑そ
の
記
号
を
皆
で
共
有
す

る
︒違
う
部
族
に
も
絵
で
指
し
⽰
す
こ
と
で
⾔
葉

が
広
が
ỵていỵて
︒つ
ま
り
絵
か
ら
⾔
葉
が
体
系

化
さ
れ
ていỵ
た
と
︑私
は
そ
う
思
ỵてい
る
︒だ
か

ら
⾔
葉
よ
り
絵
が
先
な
の
︒そ
し
て
動
物
に
は
な

い
⼈
間
の
特
性
を
考
え
る
と
︑何
か
を
象
徴
化
す

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒そ
の
過
程
に
は
や
ỵ
ぱ
り

絵
が
関
わỵてい
る
だ
ろ
う
な
と
︒

飯
沼 
だ
か
ら
意
味
よ
り
象
徴
性
な
ん
で
す
ね
︒

藤
本 
作
品
を
拝
⾒
し
た
時
︑⽂
字
の
造
形
美
と

そ
の
象
徴
性
を
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
︑美
術
と
い

う
よ
り
も
別
の
何
か
を
作
り
出
そ
う
と
な
さ
ỵて

い
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
︒違
う
地
平
か
ら
美

を
表
現
し
て
い
る
︑と
で
も
い
う
よ
う
な
⾯
⽩
さ

が
あ
ỵて
︒

⼭
本 
美
術
で
な
く
て
も
い
い
と
い
う
思
い
は
確

か
に
あ
る
︒絵
画
で
も
彫
刻
で
も
な
く
︑ま
だ
名
付

け
え
ぬ
も
の
と
し
て
私
の
作
品
が
⾃
⽴
す
れ
ば
い

い
な
と
思
う
︒

藤
本 
形
そ
の
も
の
に
⼒
が
な
い
と
︑そ
の
名
付

け
え
ぬ
も
のỵて
吹
き
⾶
ば
さ
れ
ち
Ỷ
う
と
思
う

ん
で
す
︒⼭
本
さ
ん
の
作
品
に
は
そ
れ
に
耐
え
ら

れ
る
強
さ
を
感
じ
ま
す
︒

価
値
観
を
問
い
直
す
美
術

阿
部 
⾃
作
の
作
品
集
で
︑２
０
１
４
年
ま
で
の

イ
ン
ス
タ
レ
ổ
シἂン
作
品
に﹁
⽴
ち
位
置
を
変
え

て
世
界
に
触
れ
る
﹂と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
ま
し

た
︒対
し
て
︑そ
れ
以
後
の
作
品
に
は﹁
世
界
に
繋

が
る
⽷
を
解
し
て
結
び
直
そ
う
と
す
る
﹂の
よ
う

な
⾔
葉
を
考
え
て
い
ま
す
︒東
⽇
本
⼤
震
災
後

⾊
々
な
⻲
裂
が
⽣
じ
て
い
る
け
れ
ど
︑そ
れ
は
今

ま
で
の
価
値
観
を
積
み
上
げ
て
き
た
結
果
だ
と

思
う
ん
で
す
︒だ
か
ら
︑別
の
⽅
法
で
世
界
を
⾒
る

こ
と
は
出
来
な
い
か
と
︒価
値
観
の
レベル
で
⾃
然

と
⼈
と
の
関
係
を
結
び
直
す
よ
う
な
こ
と
が
し
た

い
ん
で
す
︒

飯
沼 
阿
部
さ
ん
が
震
災
や
環
境
を
テ
ổマに
さ

れ
た
の
は
︑いつ
頃
か
ら
で
す
か
？

阿
部 
震
災
後
す
ぐ
に
は
出
来
な
か
ỵ
た
ん
で
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す
︒個
展
で
は
18
年
の
も
の
１
．か

な
︒福
島
か
ら
離

れ
た
場
所
で
⽇
常
⽣
活
を
送
り
な
が
ら
も
︑何
か

が
崩
れ
て
い
く
よ
う
な
感
覚
が
あ
ỵて
︒そ
れ
を
︑

映
像
を
使
い
な
が
ら
作
品
に
し
ま
し
た
︒キ
ỿ
チ
ン

で
ロシ
ア
語
のニἁổ
ス
が
流
れ
てい
る
︒実
は
そ
の

ニἁổ
ス
は
︑福
島
の
事
故
２
．後

のロシ
ア
と
⽇
本
の

検
査
量
を
伝
え
る
内
容
な
ん
で
す
︒チ
ỽル
ノ
ブ
イ

リ
の
事
故
３
．を

経
験
し
た
ロ
シ
ア
に
⽐
べ
︑⽇
本
の

検
査
量
が
少
な
い
と
︒そ
の
展
⽰
以
降
︑都
会
の

﹁
⽇
常
⾵
景
﹂と﹁
被
災
し
た
⾵
景
﹂を
背
中
合
わ

せ
に
し
た
作
品
な
ど
を
制
作
し
てい
ま
す
︒

飯
沼 
作
品
の
中
に
時
﹁々
原
⽣
林
﹂が
出
て
き
ま

す
ね
︒

阿
部 
原
⽣
林
は
地
球
や
⼈
に
と
ỵて
す
ご
く
⼤

切
な
も
の
だ
け
ど
︑近
年
急
激
に
減
ỵて
い
て
︒最

近
は
︑森
と
密
接
に
過
ご
し
て
き
た
⺠
族
の
価
値

観
に
も
興
味
が
あ
り
ま
す
︒

飯
沼 
イ
ンス
タ
レ
ổ
シἂン
に
使
⽤
さ
れ
る
有
機

農
法
の
⼟
も
︑そ
れ
に
近
い
意
味
が
あ
る
ん
で
し
Ỹ

う
か
︒

阿
部 
そ
う
︒本
来
︑⼈
は
⾃
然
の
中
に
住
ま
わ

せ
て
も
ら
う
⽴
場
な
の
に
︑⾃
然
を
駆
逐
す
る
こ

と
で
こ
こ
ま
で
来
て
し
ま
ỵ
た
︒そ
れ
を
問
い
直
し

た
い
︒素
朴
な
ん
だ
け
ど
︑今
︑ア
ổ
ト
と
い
う
形

を
借
り
て
そ
れ
を
考
え
た
い
ん
で
す
︒

飯
沼 
こ
れ
ま
で﹁
⽇
常
⾵
景
﹂﹁
被
災
し
た
⾵

景
﹂﹁
原
⽣
林
﹂が
︑そ
れ
ぞ
れ
の
展
覧
会
で
提
⽰

さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒阿
部
さ
ん
が
今

年
の
初
め
に
⾏
わ
れ
た
個
展
４
．で

は
そ
の
３つ
が
⼀

堂
に
会
し
ま
し
た
︒そ
の
こ
と
で
︑初
め
て
そ
れ
ら

を
相
対
的
に
⾒
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
︒そ
れ
ま

で﹁
原
⽣
林
﹂や﹁
被
災
し
た
⾵
景
﹂と
は
︑ど
う
し

て
も
距
離
が
感
じ
ら
れ
て
︒で
も
⾃
分
に
と
ỵて
⾝

近
な﹁
⽇
常
⾵
景
﹂を
⼿
掛
か
り
に
す
れ
ば
そ
の
３

つ
を
︑⾶
び
⽯
を
⾶
ぶ
よ
う
に
し
て
⾏
き
来
す
る

こ
と
が
出
来
た
ん
で
す
︒

阿
部 
表
現
と
し
て
︑ま
だ
試
⾏
錯
誤
の
段
階
で

は
あ
り
ま
す
ね
︒

藤
本 
阿
部
さ
ん
の
お
ỵし
Ỷ
る
今
ま
で
の
価
値

観
に
は
︑資
本
主
義
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
︒私
︑イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
を
旅
⾏
し
た
時
に

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
す
ご
く
感
じ
て
︒貧
乏
学
⽣

の
私
が
あ
ち
ら
で
は
お
⾦
持
ち
に
な
ỵ
て
し
ま
ỵ

て
︑す
ご
く
⼾
惑
ỵ
た
ん
で
す
︒そ
れ
か
ら
衝
撃
的

だ
ỵ
た
の
が
豚
の
頭
や
臓
物
が
そ
の
ま
ま
店
頭
に

並
ん
で
い
た
こ
と
︒⽣
き
物
の
死
が
近
く
に
あ
る

⼈
々
な
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
︒⼀
⽅
の
私
達
は
︑⾷

⾁
が
初
め
か
ら
パỿク
詰
め
さ
れ
てい
て
殺
す
過
程

す
ら
知
ら
な
い
ま
ま
消
費
し
てい
る
︒そ
の
違
い
が

強
烈
な
印
象
と
し
て
残
ỵてい
ま
す
︒そ
れ
以
来
︑

今
ま
で
の
価
値
観
と
い
う
も
の
に
疑
問
が
湧
い
て
︒

⽇
本
は
明
治
以
降
︑⽂
化
も
経
済
も
欧
⽶
の
価
値

観
で
やỵて
き
てい
ま
す
よ
ね
︒

阿
部 
と
こ
ろ
が
︑現
在
欧
⽶
で
⾔
わ
れ
て
い
る

最
先
端
の
農
業
と
い
う
の
は
結
局
︑昔
ア
ジ
ア
や

⽇
本
が
や
ỵてい
た
農
業
だ
ỵ
た
と
い
う
話
が
あ
る

ん
で
す
︒⻄
欧
⽂
化
こ
そ
進
歩
だ
と
思
ỵて
突
き

進
ん
で
き
た
結
果
︑今
の
よ
う
な
破
綻
が
起
き
て

い
る
︒こ
れ
ま
で
切
り
捨
て
た
も
の
の
中
に
︑こ
れ

か
ら
の
ヒン
ト
に
な
る
も
の
が
あ
る
と
感
じ
てい
ま

す
︒

藤
本 
そ
れ
を
美
術
で
ど
う
表
現
さ
れ
る
か
と
い

う
の
は
難
し
い
部
分
で
す
が
︒

阿
部 
プロパガ
ン
ダ
的
な
も
の
に
は
し
た
く
な
い

で
す
ね
︒ア
ổ
ト
に
出
来
る
の
は
あ
く
ま
で
提
⽰
で

あ
ỵて
︑そ
こ
か
ら
ど
う
観
る
⼈
に
想
像
し
て
も
ら

う
か
だ
と
思
う
︒ア
ổ
ト
ỵ
て
⼈
類
の
知
恵
を
担

う
も
の
で
も
あ
る
し
︑だ
か
ら
こ
そ
⼈
に
は
ア
ổ
ト

が
必
要
な
ん
じ
Ỷ
な
い
か
な
︒

＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊

藤
本 
考
え
て
み
る
と
今
回
の
展
覧
会
は
⾊
々

な
切
り
⼝
の
美
術
が
集
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す

ね
︒

飯
沼 
そ
う
で
す
ね
︒⼥
性
作
家
を
集
め
た
展
覧

会
で
は
あ
り
ま
す
が
︑４
⼈
が
同
じ
テ
ổマで
展
⽰

を
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒各
の々
持
つ
問
題

に
則
し
た
制
作
を
す
る
作
家
の
︑そ
れ
ぞ
れ
の
表

現
を
⽰
せ
れ
ば
と
思
ỵてい
ま
す
︒普
段
は
ギ
ἀ
ラ

リ
ổ
で
お
会
い
す
る
機
会
に
少
し
お
話
出
来
る
程

度
で
す
が
︑今
⽇
は
私
達
の
制
作
の
背
景
や
美
術

の
流
れ
も
知
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
︒

阿
部 
こ
れ
だ
け
⻑
い
時
間
を
か
け
て
作
品
に
つ

い
て
聞
く
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
︒

⼭
本 
な
か
な
か
ね
︒

藤
本 
作
品
を
観
る
だ
け
で
な
く
︑こ
う
し
て
作

家
の
話
を
聞
く
と
リ
ア
リ
テỻ
ổ
を
持
ỵて
理
解

出
来
ま
す
ね
︒

飯
沼 
そ
う
い
う
意
味
で
も
⾔
葉
を
鍛
錬
し
てい

け
た
ら
と
思
い
ま
す
︒本
⽇
は
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
︒
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⼭本  裕⼦
1954 東京⽣まれ
1976 東京芸術⼤学絵画科油絵専攻 卒業
1991 “NHK趣味百科[絵画に親しむ]アクリル画の世界”出演

個展
2015~ʼ18 gallery21yo-j、ギャラリー檜F、ギャラリーDODO×2、
             “Distinctive style”VOl.3トキ･アートスペース、
             いずれも東京                           
2013   ギャラリー檜plus、東京
2004~ʼ10 “継続する意志-Vol.12”ギャラリー21+葉、東京他５回
1992~ʼ02 “庭園の聖⺟”ギャラリー21+葉、東京他10回
1989~ʼ91 “エポケーの庭園”ギャラリー檜、東京他５回
1986~ʼ88 “ROND”かわさきIBM市⺠⽂化ギャラリー、 川崎他４回
1980~ʼ85 “直感から直観への幅を顕在化する⽅法へ向けて”
             シリーズ７回 村松、コバヤシ、⽥村、真⽊他、東京
1978~ʼ80 “LINE TRACES”シリーズ４回 ルナミ画廊他、東京
                                                                    合計４６回
主なグループ展
2020 “本とアートの対話”ギャラリー檜、東京
2019 “⼼象2019”GALLERY ART POINT、東京
   “Drowing Show”ギャラリー檜、東京
2011 “さようなら銀座3丁⽬”“ギャラリー檜plus開廊記念展”
       ギャラリー檜、東京
1996 “蓜島庸⼆・⼭本裕⼦展”かわさきIBM市⺠⽂化ギャラリー
   “NATURE Material & Image”、エルサレム他1994
1994 “JAPANESE EXPRESSIONS IN PAPER”、アメリカ巡回展
1993 “⽇本作家による紙と異表現展'93”、ミラノ
1989 “浮遊体ーイマージュ空間”つかしんホール、兵庫
1985 “コンティニューム'85”、メルボルン
1982 “From Her Field”神奈川県⺠ホールギャラリー、横浜
   “Women's Art Now”名古屋市⽴博物館、名古屋

飯沼  知寿⼦
1984  神奈川⽣まれ
2008  第23回ホルベイン・スカラシップ奨学⽣
2010  東京造形⼤学⼤学院 造形研究科 修了
2017  第53回神奈川県美術展 厚⽊市⽂化振興財団賞 受賞
神奈川在住・活動

個展
2020  トキ・アートスペース企画シリーズ“Realization”vol.1
    “Unneutral Square”トキ・アートスペース、東京
2018  「明るさについて」Gallery & Café DODO、東京
2017  トキ・アートスペース企画シリーズ“Solid Will”vol.6
    「反復の息づかい」トキ・アートスペース、東京
2016  トキ・アートスペース企画シリーズ“Real/Material” vol.7
    “Field”トキ・アートスペース、東京
2015  「カンダン ノ サ」ギャラリー ヴァルール、愛知
    「⾔葉にならない」ギャラリー檜e・F、東京
2014  「透く」ギャラリー檜B・C、東京 
2013  トキ・アートスペース企画シリーズ“Critical Painting”vol.2 
    「絵画という祈り」トキ・アートスペース、東京
2012  「そこに⾒合う私になる」トキ・アートスペース、東京
2011  「ひながた」トキ・アートスペース、東京
2010  「飯沼知寿⼦展」トキ・アートスペース、東京

主なグループ展
2019  「遊・桜ヶ丘 現在進⾏形 野外展2019」
    ゆう桜ヶ丘ギャラリー、東京
2017  「気配―けはひ―」
    FEI ART MUSEUM YOKOYAMA、神奈川
2014  「CONSTELLATION 2014―星座的布置展」
    上野の森美術館、東京
2011  “Drawing Show” ギャラリー檜B・C、東京

藤本  珠恵
1982  東京⽣まれ
2006  ⼥⼦美術⼤学芸術学部絵画学科洋画専攻 卒業
 
個展
2017  アートギャラリー絵具箱、東京
2016  ギャラリーDODO、東京
2014  ギャラリー檜、東京
2011  ギャラリー檜、東京
2009  ギャラリー檜、東京
 
⼆⼈展
2018  池⽥⾹央⾥・藤本珠恵展「筋のない話」
        アートギャラリー絵具箱、東京

        その他グループ展多数
 
出品
2019  第87回⽇本版画協会展、東京
2010  あおもり版画トリエンナーレ2010、⻘森
2008  第76回⽇本版画協会展、東京
2007  あおもり版画トリエンナーレ2007、⻘森
    第75回⽇本版画協会展、東京

阿部  尊美
1957  東京⽣まれ
1979  東京外国語⼤学（インドシナ科） 卒業
1991  B-semi schooling system 修了
1991  Ｂゼミ・グランツ
1992  写真新世紀(No.3, 4) 佳作 
2008  写真公募展「川⼝百景」 審査員賞

主な個展
2020  トキ・アートスペース新春企画 crossroads、東京
2019   「⽅⾈」GALLERY KINGYO、東京
2018  トキ・アートスペース、東京
2015   「intangible」藍画廊、東京
2014  トキ・アートスペース、東京
2013   「窓の向こう側」ギャラリー無有斎、東京
2012   「記憶.. 今.. 此処」藍画廊、東京
2010  SCA企画展 Gallery SUDOH、神奈川
    トキ・アートスペース企画シリーズ "Authors" vol.5、東京
2008   「Existence-Extinction」トキ・アートスペース、東京
2005  ギャラリー・アートスペース企画Dialogue Vol.8、東京
1996  ギャラリー美遊企画To Future '96‒Part 2、東京
1993   「⿎動がとどく範囲」ギャラリー美遊、東京

主なグループ展
2019  「丹沢アートフェスティヴァル」⽥中現代美術研究所、神奈川
        「あしかがCON展」⾜利市内旧クリスマス薬局、栃⽊
2018  「写真展 時は春」GALLERY KINGYO、東京
        「まなざしのまなざし」トキ・アートスペース、東京
2017  「写真による」ギャラリー檜B・C、東京
2013  「PEZZI UNICI 2」Galleria Gallerati, Rome, Italy
2010  「三⼈展」Galerie Eulenspiegel, バーゼル
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