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1. 社会学者、東京⼤学名誉教授。⼥性学、ジェンダー研究の先駆者。(1948~) 2. 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。 3. 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。 4. 製品がその機能性をもちながら視
覚的、触覚的に快適である為の設計、意匠。多くの近代デザイン運動によって近代⼯業の⽣産システムとデザイン造形とが合理的に結びついた。キャ
リアデザインや⽣活デザイン等、形態のない事柄の計画や⾏動指針を指す場合もある。 5. 1950年代半ばから1970年代前半の、⽇本の経済成⻑
率が年平均10％を越え、急速な経済成⻑を遂げた時期。その背景には東京オリンピック（1964）や⼤阪万博(1970)による特需もある。また、労働者の
⽣活安定への要求と企業による⼈材確保の需要が終⾝雇⽤制を定着させ、学歴社会を⽣んだ。

飯
沼 
２
０
１
９
年
春
︑東
京
⼤
学
⼊
学
式
で
の

上
野
千
鶴
⼦
１
．さ

ん
の
祝
辞
は
︑⼤
き
な
話
題
と

な
り
ま
し
た
︒社
会
の
性
差
別
︑不
公
正
と
い
う
現

実
を
突
き
つ
け
︑フỽ
ミ
ニ
ズ
ム
２
．は

弱
者
が
弱
者

の
ま
ま
で
尊
重
さ
れ
る
為
の
思
想
で
あ
る
こ
と
を

説
き
ま
し
た
︒美
術
社
会
の
現
実
も
同
様
で
︑作

家
は
ジỽン
ダ
ổ
３
．に

よ
ỵて
境
遇
が
異
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
︒こ
の
展
覧
会
は
︑世
代
や
経
験
の

異
な
る
⼥
性
作
家
達
と
の
お
し
Ỷべり︵chatter

︶

を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
デỻ
テ
ổ
ルに
迫
り
︑途
切

れ
が
ち
な
⼥
性
作
家
の
歴
史
や
表
現
を
繋
い
でい

く
も
の
と
し
て
継
続
し
てい
ま
す
︒３
回
⽬
は
釘
町

⼀
恵
さ
ん
︑斎
藤
英
⼦
さ
ん
︑間
々
⽥
佳
さ
ん
と

飯
沼
知
寿
⼦
で
話
し
てい
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 

男
⼥
そ
れ
ぞ
れ
に
求
め
ら
れ
る
も
の

飯
沼 
１
９
８
９
年
︑釘
町
さ
ん
が
武
蔵
野
美
術

⼤
学
に
⼊
学
さ
れ
た
時
︑学
⽣
の
男
⼥
⽐
は
い
か

が
で
し
た
か
？

釘
町 
不
確
か
で
す
が
︑油
絵
学
科
で
⼤
体
６
対

４
く
ら
い
で
し
Ỹ
う
か
︒男
性
が
圧
倒
的
に
多
か
ỵ

た
時
代
は
だ
い
ぶ
変
わ
ỵて
︑で
も
ま
だ
男
性
の
ほ

う
が
多
い
と
い
う
感
じ
で
す
ね
︒先
⽣
も
⼥
性
は

少
数
で
す
が
︑⼒
強
く
て
数
に
負
け
な
い
よ
う
な

⽅
が
増
え
て
き
てい
ま
し
た
︒

飯
沼 
間
々
⽥
さ
ん
は
２
０
０
９
年
に
︑武
蔵
美
の

デ
ザ
イ
ン
科
に
⼊
ら
れ
た
そ
う
で
す
ね
︒

間
々
⽥ 
私
の
学
年
の
空
間
演
出
デ
ザ
イ
ン
学
科

は
︑１
２
０
⼈
中
５
⼈
く
ら
い
が
男
の
⼦
だ
ỵ
た
か

と
思
い
ま
す
︒⼤
学
院
で
彫
刻
コ
ổ
ス
に
⾏
く
と
男

の
⼦
の
割
合
が
多
く
て
︑６
対
４
く
ら
い
か
な
︒

飯
沼 
⼤
学
院
進
学
時
の
男
⼥
⽐
の
変
化
は
私

も
経
験
し
ま
し
た
︒全
体
的
に
は
美
⼤
で
今
︑⼥

⼦
学
⽣
が
す
ご
く
多
い
で
す
け
ど
︑ま
ず
圧
倒
的

に
男
⼦
学
⽣
の
受
験
者
数
が
少
な
い
よ
う
で
す
︒

間
々
⽥ 
⾼
校
で
進
路
指
導
を
し
てい
る
と
男
の

⼦
の
保
護
者
が
︑美
術
じ
Ỷ
⾷
べら
れ
な
い
か
ら
ダ

メỵて
⾔
う
ん
で
す
よ
︒で
も
ど
の
⼤
学へ
⾏
ỵて
も

同
じ
だ
ぞ
︑⾃
分
の
⼼
の
声
に
従
い
な
さ
い
︑と
私

は
⾔
う
ん
で
す
け
ど
︒

釘
町 
周
り
で
美
術
の
仕
事
を
し
て
る
⼈
が
少
な

い
？間

々
⽥ 
ら
し
い
で
す
︒

斎
藤 
私
の
時
も
そ
の
前
も
︑教
師
の
資
格
だ
け

は
取
ỵて
お
く
と
か
︑そ
れ
じ
Ỷ
な
い
と
親
が
⾸
を

縦
に
振
ら
な
かỵた
と
い
う
話
は
あ
り
ま
し
た
︒

間
々
⽥ 
当
時
は
情
報
が
少
な
く
て
︑美
術
で
⾷

べてい
く
想
像
が
つ
か
な
かỵ
た
ん
で
し
Ỹ
う
ね
︒今

だ
ỵ
た
ら
︑仕
事
は
何
か
し
ら
あ
る
じ
Ỷ
な
い
で
す

か
︒普
段
⽬
に
⼊
る
も
の
で
美
術
の
⼈
の
⼿
が
⼊
ỵ

てい
る
も
のỵて
︑実
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
︒

飯
沼 
斎
藤
さ
ん
は
⼥
⼦
美
術
短
期
⼤
学
専
攻

科
を
80
年
に
修
了
な
さ
ỵて
ま
す
ね
︒

斎
藤 
私
︑⼥
⼦
美
の
こ
と
知
ら
な
い
ん
で
す
︒授

業
が
終
わ
る
と
︑半
地
下
に
あ
る
陶
芸
の
作
業
場

に
ず
ỵ
と
巣
く
ỵて
た
︒お
昼
に
⾷
堂
へ
⾏
く
と
お

化
粧
を
し
た
⼥
の
⼈
が
い
ỵ
ぱ
い
い
て
︑煙
草
を

パổỵと
ふ
か
し
て
じ
ろ
ỵと
⾒
る
わ
け
︒私
達
が
︑

⼟
を
付
け
た
よ
う
な
き
ỵ
た
な
い
格
好
し
て
ビ
ổ

チ
サン
ダ
ル
で
ぴ
Ỹ
こ
ぴ
Ỹ
こ
歩
い
て
る
か
ら
︒そ
れ

で
時
間
や
場
所
を
変
え
た
り
し
て
た
か
ら
私
︑皆

さ
ん
が
想
像
す
る
綺
麗
な
⼥
⼦
美
の
お
姉
さ
ん
達

の
こ
と
は
知
ら
な
い
の
︒い
わ
ゆ
る
⼥
⼦
美
を
訊
か

れ
て
も
︑分
か
ん
な
いỵて
感
じ
︒

飯
沼 
美
術
家
育
成
の
⼀
⽅
で
︑美
術
教
育
は
あ

る
種
の
花
嫁
修
⾏
を
担
ỵてい
た
ん
で
し
Ỹ
う
か
？

斎
藤 
新
し
い
時
代
の
流
れ
で
盛
り
込
ま
れ
た
⾔

葉
が﹁
デ
ザ
イ
ン
﹂４
．だ

ỵ
た
︒幸
せ
な
家
庭
の
デ
ザ

イ
ン
と
い
う
感
じ
の
ア
プロ
ổ
チ
を
す
る
先
⽣
も
い

た
し
︑⼥
の
先
⽣
で
す
ら
︑い
い
花
嫁
修
⾏
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
おỵし
Ỷỵて
た
︒

飯
沼 
斎
藤
さ
ん
が
⾼
校
を
卒
業
す
る
頃
ỵて
︑

進
学
は
当
た
り
前
で
し
た
か
？

斎
藤 
当
時
は
⾼
度
経
済
成
⻑
期
５
．で

︑就
職
に

は
学
歴
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
ỵ
て
た
︒⼀
⽅

で
︑息
⼦
に
は
教
育
費
を
か
け
る
け
ど
娘
は
息
⼦

の
教
育
費
の
為
に
短
⼤
でいい
︒娘
は
そ
の
後
花
嫁

修
⾏
で
も
し
て
結
婚
す
れ
ば
︑温
か
い
家
庭
を
持
ỵ

て
幸
せ
に
な
れ
る
︒そ
う
い
う
︑息
⼦
と
娘
に
対
す

る
期
待
に
ま
だ
差
が
あ
る
時
代
か
な
︒だ
か
ら
学

⽣
の
頃
︑親
に
こ
う
⾔
わ
れ
て
悲
し
かỵ
た
と
訴
え

る
友
達
は
い
た
︒

飯
沼 
さ
ỵ
き
の
話
で
⾔
う
と
︑就
職
先
が
な
い
か

ら
息
⼦
を
⼊
れ
な
い
美
⼤
に
な
ぜ
娘
な
ら
⼊
れ
る

の
か
︑そ
こ
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
︒70

年
代
に
は
︑⼥
性
が
四
⼤へ
⾏
く
と
就
職
で
き
な
い

か
ら
短
⼤
︑と
い
う
こ
と
も
あỵた
と
か
︒

間
々
⽥ 
な
ぜ
四
⼤
だ
と
就
職
で
き
な
い
ん
で
す

か
？

斎
藤 
だ
か
ら
⾯
⽩
い
の
︒あ
る
友
達
が
就
職
の

⾯
接
で﹁
あ
な
た
は
結
婚
を
ど
う
考
え
てい
ま
す

か
﹂ỵて
訊
か
れ
た
ん
だ
ỵて
︒﹁
お
付
き
合
い
さ
れ

てい
る
⽅
は
い
ま
す
か
﹂﹁
そ
の
⽅
と
結
婚
さ
れ
る

ん
で
す
か
﹂﹁
いつ
頃
結
婚
さ
れ
る
つ
も
り
で
す
か
﹂

そ
うい
う
こ
と
を
訊
い
て
く
る
︒

間
々
⽥ 
あ
な
た
に
関
係
な
い
し
！ 
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1. ⽇本の戦後復興は、1950年勃発の朝鮮戦争による特需景気に⽀えられ、⾼度経済成⻑期へと続く。 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（1943~）の「便所からの解放」（1970）に端を発する。 3. モラルハラスメントの略。⾔葉や態度などによる
精神的な暴⼒。フランスの精神科医マリー＝フランス・イルゴイエンヌ(1949~)が提唱。 4. 教育者。⽇本初の⼥⼦留学⽣の⼀⼈。⽇本の⼥⼦教育
の先駆者であり、⼥⼦英學塾（後の津⽥塾⼤学）を創⽴。(1864~1929) 5. 思想家、評論家。⼥性解放運動の先駆者であり、⼥性⽂芸誌『⻘鞜』を
発刊。(1886~1971) 6. 上野千鶴⼦「平成31年度東京⼤学学部⼊学式祝辞」東京⼤学2019.4.16、https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/president/
b_message31_03.html 7. 従来の男性中⼼主義的な学問の客観性・中⽴性を問い直し、⼥性の問題を⼥性⾃⾝によって研究する学問。 

斎
藤 
別
の
友
達
に
は
︑将
来
男
性
社
員
の
お
嫁

さ
ん
に
な
る
べく
⼥
性
社
員
を
採
る
と
も
聞
い
た
︒

間
々
⽥ 
⾺
⿅
げ
てい
る
︒

飯
沼 
企
業
の
求
め
る
⼥
性
は
︑男
性
社
員
を
⽀

え
る
若
い
お
嫁
さ
ん
候
補
︒ジỽン
ダ
ổ
で
す
ね
︒

間
々
⽥ 
多
様
性
が
あ
ỵ
た
ほ
う
が
会
社
潰
れ
な

い
ぞ
と
か
︑そ
こ
ま
で
考
え
てい
な
い
︒

斎
藤 
そ
うい
う
時
代
じ
Ỷ
な
い
︒戦
後
復
興
１
．を

旗
印
に
︑⺠
主
主
義
と
⼀
緒
にい
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ

の
豊
か
な
家
庭
⽣
活
の
ビ
ジἂン
が
広
ま
る
︒冷
蔵

庫
と
洗
濯
機
が
あ
ỵて
︑⽝
を
飼
う
庭
の
あ
る
ア
ỿ

ト
ホ
ổ
ム
な
⽣
活
︑そ
の
ビ
ジἂン
で
⼥
の
⼈
達
は

家
に
い
た
︒で
も
︑⽇
本
で
は
奥
さ
ん
が
家
計
を
や

り
く
り
し
て
旦
那
さ
ん
が
働
い
て
き
た
お
⾦
を
握

れ
た
け
ど
︑ア
メ
リ
カ
で
は
旦
那
さ
ん
が
働
い
て
お

⾦
を
⽜
⽿
ỵてい
た
︒

間
々
⽥ 
へổ
︑ア
メ
リ
カ
の
男
の
⼈
は
⼤
変
︒

斎
藤 
⼤
変
ỵてい
う
か…

⼥
の
⼈
の
⽴
場
ỵて
︑

そ
れ
だ
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
ỵて
ウ
ổ
マン
・

リ
ヴ
２
．が

出
て
く
る
ん
だ
と
思
う
︒

間
々
⽥ 
確
か
に
︑考
え
⽅
を
変
え
る
と﹁
男
の
⼈

は
⼤
変
﹂で
は
な
く
て﹁
⼥
の
⼈
は
⾃
由
が
な
い
﹂で

す
ね
︒責
任
を
全
部
被
せ
て
男
の
⼈
に
悪
い
か
な

と
思
ỵ
ち
Ỷい
ま
し
た
け
ど
︑⼀
瞬
︒

飯
沼 
⾦
銭
は
権
⼒
で
す
か
ら
︒だ
か
ら﹁
養
ỵて

やỵてい
る
﹂み
た
い
な
モ
ラハ
ラ
３
．も

出
て
く
る
︒

間
々
⽥ 
めỵ
ち
Ỷ
悪
い
⼈
じ
Ỷ
な
い
で
す
か
︒

⼀
同 
︵
笑
︶︒

弱
者
の
ま
ま
で
尊
重
さ
れ
る
社
会

釘
町 
な
ん
てい
う
か
︑ウ
ổ
マン
・
リ
ヴ
と
か
⼥

性
の
台
頭
が
あ
ỵ
た
時
も
︑底
辺
で
は
そ
れ
と
逆
の

価
値
観
と
か
⽂
化
が
ず
ỵ
と
続
い
て
き
た
気
が
す

る
ん
で
す
よ
︒

斎
藤 
明
治
時
代
の
津
⽥
梅
⼦
４
．と

か
平
塚
ら
い

て
う
５
．の

⼥
性
運
動
的
な
も
の
︑そ
う
い
う
流
れ

が
︑あ
る
と
こ
ろ
で
途
切
れ
ち
Ỷ
う
︒そ
れ
を
⼥
の

⼈
が
繋
い
でい
く
こ
と
で
違
う
社
会
が
⽣
ま
れ
る
︒

⼥
の
⼈
に
と
ỵて
だ
け
じ
Ỷ
な
く
て
ね
︒

飯
沼 
そ
う
で
す
ね
︒美
術
史
で
も
圧
倒
的
に
男

性
作
家
が
多
く
登
場
し
て
︑彼
ら
の
表
現
の
繋
が

り
が
⽰
さ
れ
て
い
ま
す
︒で
も
⼥
性
達
の
表
現
は

番
外
編
の
よ
う
に
わ
ず
か
に
登
場
す
る
︒そ
の
⽂

脈
は
取
り
上
げ
ら
れ
ず
︑後
世
の
⼈
が
そ
の
繋
が

り
に
気
づ
き
難
いの
が
現
状
か
な
と
思
い
ま
す
︒

間
々
⽥ 
美
容
理
容
専
⾨
学
校
で
⽂
化
論
を
教

え
て
ま
す
け
ど
︑そ
の
教
科
書
に
は
美
容
理
容
の

歴
史
に
沿
ỵて
⼥
性
の
進
出
の
こ
と
が
ち
Ỷ
ん
と
書

い
て
あ
ỵて
︑た
ぶ
ん
美
容
師
や
理
容
師
の
⼈
達
は

意
識
し
てい
る
と
思
い
ま
す
︒⼥
性
が
多
い
業
界
は

教
科
書
で
も
き
ち
ん
と
学
ん
で
︑私
も
頑
張
ら
な

く
ち
Ỷ
と
い
う
⼼
構
え
に
な
ỵてい
る
と
思
う
ん
で

す
け
ど
ね
︒

釘
町 
上
野
さ
ん
の
祝
辞
に
あ
る
︑フỽ
ミ
ニ
ズ
ム

が﹁
⼥
も
男
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
た
い
と
か
︑弱
者

が
強
者
に
な
り
た
い
と
い
う
思
想
﹂６
．で

は
な
いỵ

てい
う
の
が
す
ご
い
分
か
り
や
す
い
︒﹁
フỽミニ
ズ
ム

は
弱
者
が
弱
者
の
ま
ま
で
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
求

め
る
思
想
で
す
﹂６
．と

︑と
て
も
柔
ら
か
に
⾔
ỵ
て

る
ん
で
す
け
ど
︑そ
こ
に
⾄
る
ま
で
に
は
結
構
な
闘

争
が
あ
ỵ
た
ん
じ
Ỷ
な
い
か
な
と
︒そ
の
ま
ま
の
あ

り
よ
う
を
そ
れ
ぞ
れ
が
肯
定
し
な
が
ら
︑許
容
し

な
が
ら
社
会
を
作
ỵてい
く
の
が
男
⼥
問
わ
ず
基

本
で
す
よ
ね
︒

飯
沼 
敢
え
て
最
初
に
否
定
し
た
の
は
︑ウ
ổ
マ

ン
・
リ
ヴ
の
時
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
な
の
か
な
︒当

時
メ
デỻ
ア
に
よ
ỵて
︑フỽ
ミ
ニス
ト
が
恐
ろ
し
い

⼥
性
と
し
て
流
布
さ
れ
た
苦
い
経
験
が
あỵて
︒

斎
藤 
そ
の
渦
中
に
叔
⺟
が
い
た
の
︒⼥
性
学
７
．

を
学
問
と
し
て
成
り
⽴
た
せ
る
創
成
期
に
︑出
版

関
係
者
と
し
てい
ろ
ん
な
⼥
性
学
の
⼈
達
に
お
会

い
し
て
て
︒⽇
本
の
⼥
性
の
地
位
改
善
の
為
に
す
ご

く
戦
ỵて
た
︒だ
か
ら
叔
⺟
は
︑ウ
ổマン
・
リ
ヴ
の

⼥
の
⼈
達
は
ど
う
の
こ
う
のỵて
⾔
わ
れ
る
こ
と
を

す
ご
く
嫌
が
ỵて
た
︒上
野
さ
ん
の
⽂
章
も
︑そ
う

い
う
こ
と
を
経
て
⽣
ま
れ
て
く
る
ん
で
︑す
ご
く
訴

え
て
く
る
⼒
が
あ
る
︒

間
々
⽥ 
﹁
弱
者
が
弱
者
の
ま
ま
﹂ỵ
て
読
む
と
︑

や
ỵ
ぱ
り
強
く
な
り
た
いỵて
思
ỵ
ち
Ỷい
ま
す
け

ど
︒

⼀
同 
︵
笑
︶︒

飯
沼 
ど
ん
な
に
強
い
⼈
も
強
い
ま
ま
で
は
な
く

て
︑弱
く
な
り
得
る
︒だ
か
ら
こ
そ
︑弱
い
ま
ま
で

も
尊
重
さ
れ
る
社
会
が
いいỵて
こ
と
だ
と
思
う
︒

釘
町 
⼥
性
だ
け
で
は
な
く
て
⾝
体
的
︑⼈
種

的
︑社
会
的
と
︑広
い
範
囲
の
弱
者
に
当
て
は
ま
り

ま
す
よ
ね
︒

間
々
⽥ 
道
具
に
よ
ỵて
物
理
的
に
補
助
す
る
と

か
︑精
神
的
に
鍛
え
る
と
か
︑私
は
そ
ỵ
ち
に
考
え

が
及
び
が
ち
な
ん
で
す
け
ど…

︒弱
者
が
弱
者
で

な
く
な
る
社
会
を
作
る
ほ
う
が
考
え
⽅
に
は
近
い

の
か
な
︒⼦
供
の
頃
か
ら
強
く
て
た
く
ま
し
い
⼦
に

な
る
よ
う
育
て
ら
れ
た
の
で
︑や
ỵ
ぱ
り
そ
れ
が
い

い
こ
と
だ
ỵてい
う
⾵
に
思
ỵ
ち
Ỷỵて
ま
す
ね
︒で

も
思
い
出
す
の
が
︑⼩
学
⽣
の
時
に
私
は
階
段
の
踊

り
場
か
ら
下
の
階
に
︑ぴ
Ỹ
ん
ỵて
⾶
び
降
り
る
こ

と
が
で
き
た
ん
で
す
︒そ
れ
で﹁
や
ỵて
み
な
よ
﹂と

3
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⾔
ỵて
友
達
が
怪
我
し
ち
Ỷỵ
た
︒あ
と
昔
か
ら
剣

道
を
や
ỵてい
て﹁
⾯
と
⼩
⼿
を
付
け
て
る
か
ら
思

いỵ
き
り
殴
ỵて
遊
ぼ
う
よ
﹂と
か
︒

釘
町 
ジἀ
イ
アン
じ
Ỷ
な
い(

笑)

︒

間
々
⽥ 
も
ち
ろ
ん
⾃
分
も
吹
ỵ
⾶
ば
さ
れ
た
り

し
ま
す
け
ど
ね
︒で
も
今
思
う
と
周
り
の
⼦
達
は

嫌
だ
ỵ
た
だ
ろ
う
な
︒⾼
校
の
教
員
を
や
ỵ
て
み

て
︑今
は
ち
Ỷ
ん
と
繊
細
な
⼦
や
優
し
い
⼦
の
良

さ
が
分
か
り
ま
す
︒０
か
１
０
０
以
外
の
こ
と
も
︑

⽩
か
⿊
じ
Ỷ
な
い
こ
と
も
あ
る
ỵて
分
か
ỵてい
ま

す
︒剣
道
み
た
い
に
勝
負
の
世
界
じ
Ỷ
な
い
ん
だ
︑

⼈
間
界
はỵて
︒

釘
町 
⼈
間
界
は
！
⾯
⽩
い(

笑)

︒

表
現
の
⽂
体

飯
沼 
フỽミニ
ズ
ム
と
い
う
⾔
葉
を
意
識
し
た
の

は
⼤
学
⽣
の
時
で
︑年
配
の
男
性
か
ら﹁
上
野
千
鶴

⼦
ỵ
て
い
う
恐
い
⼈
が
い
て
ね
﹂と
聞
い
て
い
ま
し

た
︒あ
る
時
︑古
い
雑
誌
に
⾒
つ
け
た
上
野
さ
ん
の

⽂
章
を
読
ん
で
み
た
ん
で
す
︒そ
こ
に﹃
フỽミ
ニ
ズ

ム
は
︑⼥
に
⾃
然
だ
と
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の

を
⾃
然
と
は
⼀
体
何
か
﹂と
問
い
か
け
る
思
想

で
す
﹄１
．と

あ
ỵて
︒こ
れ
だ
！ỵて
思
ỵ
た
ん
で
す

よ
ね
︒初
個
展
の
時
︑ず
ỵ
と
⾔
葉
に
す
る
の
を
避

け
て
き
た
こ
と
を
こ
こ
で
表
明
し
な
け
れ
ば
と
思

い
ま
し
た
︒そ
の
⼀
⽂
を
ス
テ
ổ
ト
メン
ト
２
．に

引
い

て
︑そ
う
い
う
問
い
を
掲
げ
な
が
ら
描
い
てい
く
ん

だ
ỵて…

︒

斎
藤 
宣
⾔
し
た
ん
だ
︒

飯
沼 
本
当
に
恐
る
恐
る
︒こ
の
時
代
に
フỽ
ミ
ニ

ズ
ムỵて
⾔
う
の
？
私
︑み
た
い
な
︒そ
うい
う
⾔
葉

で
語
り
合
う
⼈
が
周
り
に
い
な
か
ỵ
た
か
ら
︒５
︑

６
年
前
︑あ
る
作
家
さ
ん
に﹁
飯
沼
さ
ん
は
そ
う
い

う
こ
と
を
話
し
合
う
⼈
が
い
ま
す
か
？
﹂ỵて
訊
か

れ
た
ん
で
す
︒﹁
い
な
い
で
す
﹂ỵ
て
答
え
な
が
ら
︑

あ
Ự
︑い
な
い
ん
だ
と
思
ỵて
︒そ
れ
が
︑こ
う
い
う

場
を
作
る
き
ỵか
け
に
も
な
ỵてい
ま
す
ね
︒

斎
藤 
う
ま
く
⾔
え
な
い
ん
だ
け
ど
も
私
︑飯
沼

さ
ん
が
⼀
⽣
懸
命
な
の
が
分
か
る
か
ら
こ
そ
︑楽
に

な
れ
ば
いいの
に
と
す
ご
く
思
ỵた
︒

飯
沼 
私
の
制
作
が
⾟
そ
うỵて
こ
と
？

斎
藤 
い
い
え
︑そ
う
じ
Ỷ
な
く
ỵ
て
︒⽂
章
と
か

発
信
し
よ
う
と
し
てい
る
こ
と
が
︑す
ご
く
背
負
お

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
私
は
勝
⼿
に
感
じ
ち
Ỷỵ

て
︒私
に
で
き
る
こ
と
が
あ
れ
ば
何
か
や
り
た
い
と

思
う
か
ら
︒そ
れ
で
こ
こ
にい
ま
す
︒

飯
沼 

…

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
︒

斎
藤 
男
の
⼈
の
使
う
⾔
葉
で
な
く
︑さ
ỵ
き
の

⽂
章
の
よ
う
な
柔
ら
か
さ
で
発
信
で
き
る
と
︑す

ご
く
いい
よ
ね
︒

間
々
⽥ 
そ
の
︑男
の
⼈
の
⾔
葉
ỵて
ど
う
い
う
⾔

葉
で
す
か
？
ピン
と
来
な
くỵて
︒

斎
藤 
最
近
イ
ン
タ
ổ
ネ
ỿ
ト
で
︑⼥
性
は
感
覚

的
︑男
性
は
理
性
的
と
か
の
⾔
説
に
あ
る
︑男
性
優

位
の
視
線
に
つ
い
て
の
⽂
章
を
⾒
つ
け
た
の
ね
︒そ

れ
を
間
々
⽥
さ
ん
が
読
む
と
︑も
し
か
し
た
ら
納

得
で
き
る
の
か
な
ỵて
思
う
︒

間
々
⽥ 
な
る
ほ
ど
︒⼀
緒
だ
と
思
ỵて
ま
し
た
︒

⼀
⼈
ひ
と
り
書
く
⼈
が
違
う
ん
で
︑い
ろ
ん
な
表

現
が
あ
る
ん
だ
な
︑く
ら
いに
︒

飯
沼 
⼀
⼈
ひ
と
り
と
⾔
ỵて
も
︑こ
れ
ま
で
美
術

で
⼥
性
の
書
き
⼿
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
︑

多
く
な
かỵ
た
ん
じ
Ỷ
な
い
か
な
︒最
近
は
増
え
て

き
た
と
思
い
ま
す
け
ど
︒美
術
論
︑美
術
批
評
︑美

術
史
に
お
い
て
男
性
の
書
き
⼿
が
体
系
化
し
て
き

た
⾔
葉…

思
考
と
⾔
ỵて
も
いい
︒私
達
は
男
性
に

よ
ỵて
作
ら
れ
た
美
術
の
思
考
を
学
ん
で
き
た
わ

け
で
す
︒そ
の
バ
イ
ア
ス
３
．を

理
解
し
た
上
で
⾃
分

の
⾔
葉
を
⾒
つ
け
てい
き
た
い
︒会
話
を
通
し
て
何

か
新
し
い
も
の
が
⽣
ま
れ
て
き
た
ら
い
い
な
と
思

い
ま
す
︒私
だ
け
じ
Ỷ
な
く
て
こ
の
場
を
共
有
し
て

下
さ
る
皆
さ
ん
が
︑今
ま
で
触
れ
な
かỵ
た
こ
と
に

触
れ
た
り
考
え
た
り
︑⾔
葉
に
な
ỵてい
な
か
ỵ
た

こ
と
が
表
れ
て
き
た
ら
と
︒

釘
町 
同
じ
こ
と
で
も
⽂
体
を
変
え
る
だ
け
で
︑

伝
わ
り
⽅
や
伝
わ
る
相
⼿
が
変
わ
り
ま
す
よ
ね
︒

先
⽇
︑本
と
ア
ổ
ト
が
テ
ổ
マの
グ
ル
ổ
プ
展
４

．に

参
加
し
た
ん
で
す
︒そ
こ
に
︑表
現
の
⽂
体
につい
て

触
れ
る
作
家
さ
ん
が
い
て
︒そ
の
⽅
は
な
ぜ
か
須

賀
敦
⼦
５
．さ

ん
の
⽂
章
に
惹
か
れ
た
そ
う
で
す
︒そ

の
理
由
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
多
和
⽥
葉
⼦
６
．さ

ん

に
辿
り
着
い
た
時
に
︑⽂
体
の
構
築
の
仕
⽅
な
の
だ

と
気
づい
た
と
か
︒

飯
沼 
素
敵
な
⽂
章
で
し
た
ね
︒

釘
町 
す
ỵ
と
⼊
ỵて
く
る
ん
で
す
よ
︒そ
の
⽅
は

⽂
章
の
⽂
体
に
つ
い
て
⾔
ỵて
る
ん
だ
け
ど
も
︑そ

の
先
に
⾃
分
の
表
現
の
⽂
体
につい
て
⾔
及
さ
れ
て

る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
︒そ
の
辺
の
突
き
抜
け
⽅

が
爽
快
で
し
た
︒⾃
⼰
表
現
︑⾃
⼰
実
現
︑⾃
⼰
確

⽴
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
︑そ
こ
は
あ
り
つつ
も

⾃
分
な
ら
で
は
の
⽂
体
を
作
り
上
げ
てい
く
こ
と

は
︑男
⼥
構
わ
ず
必
要
だ
ろ
う
な
ỵて
︒

痛
み
の
表
現

飯
沼 
私
は﹁
痛
い
﹂と
い
う
こ
と
が
フ
ỽ
ミ
ニ
ズ

4
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ム
・
ア
ổ
ト
１
．の

流
れ
で
気
に
な
ỵ
て
い
ま
し
た
︒

⼥
性
が
男
性
に
⾒
ら
れ
る
存
在
で
し
か
な
い
社
会

の
中
で
︑⾃
分
の
主
体
性
︑眼
差
し
を
取
り
戻
そ
う

と
す
る
時
に﹁
私
の
体
は
私
の
も
の
だ
﹂と
い
う
訴

え
と
と
も
に
⾝
体
的
︑性
的
な
表
現
が
多
く
な

る
︒⼤
学
の
時
に
そ
うい
う
作
品
を
作
る
⼈
が
い
た

け
ど
私
は
そ
れ
に
嫌
悪
感
を
持
ỵてい
て…

︑痛
い

な
ỵて
思
ỵて
ま
し
た
︒あ
る
時
ア
ナ
・
メン
デỻエ

タ
２
．の

作
品
を
美
術
館
で
⾒
て
︑す
ご
く
衝
撃
を

受
け
た
ん
で
す
︒そ
れ
は
爆
⽵
を
取
り
付
け
た
⼈

型
の
造
形
物
が
点
⽕
さ
れ
︑燃
え
てい
く
記
録
写

真
で
し
た
︒あ
Ự
︑⼥
性
の
作
品
で
こ
う
い
う
表
現

が
あ
る
ん
だ
ỵて
思
ỵて
︒そ
の
⼈
の
仕
事
を
調
べ

た
ら
︑初
期
に
は
か
な
り
痛
々
し
い
作
品
が
あ
ỵ
た

ん
で
す
︒⾝
近
な
レ
イ
プ
事
件
と
い
う
題
材
や
グ
ロ

テ
ス
ク
な
印
象
の
パフ
Ỿ
ổ
マン
ス
作
品
︑こ
れ
ỵて

何
な
ん
だ
ろ
う
ỵて
︒や
ỵ
と
そ
う
い
う
表
現
に
向

き
合
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒そ
れ
で
も
⾃
分

の
中
の
モ
ヤ
モ
ヤ
を
説
明
で
き
ず
︑そ
れ
を
潜
ま
せ

な
が
ら
男
性
に
分
か
る
よ
う
な
絵
画
シ
ス
テ
ム
を

作
ỵてい
く
と
い
う
思
考
回
路…

︒

釘
町 
そ
れ
︑素
敵
で
す
ね
︒

飯
沼 
素
敵
？

釘
町 
す
ご
く
⾯
⽩
い
︒

飯
沼 
で
も
私
は
そ
の
こ
と
が
問
題
だ
ỵ
た
と

思
ỵてい
て…

︒

釘
町 
飯
沼
さ
ん
が
抱
え
て
い
た
⽭
盾
の
こ
と

じ
Ỷ
な
い
ん
で
す
︒こ
だ
わ
る
内
容
が
消
化
さ
れ
て

い
な
い
の
を
意
識
し
な
が
ら
︑そ
れ
を
先
の
⾃
分
に

託
し
てい
く
感
覚
︑そ
れ
が
素
敵
だ
な
と
︒ご
め
ん

な
さ
い
︑挟
ん
で
し
ま
ỵて
︒続
け
て
下
さ
い
︒

飯
沼 
つ
ま
り
私
は
︑そ
の
痛
い
表
現
を
避
け
て

き
た
ん
で
す
︒そ
れ
は
⾃
分
の
中
に
男
性
優
位
の

視
線
が
あ
ỵて
︑⼥
性
性
を
⽣
々
し
い
形
で
⽰
す
表

現
に
否
定
的
な
価
値
観
を
持
ỵ
て
い
た
か
ら
だ

な
ỵて…

思
う
ん
で
す
よ
ね
︒で
も
私
じ
Ỷ
な
い
彼

⼥
は
避
け
ず
に
そ
れ
を
や
ỵ
た
︒そ
の
作
品
が
痛
々

し
い
の
は
⾃
分
に
と
ỵて
⼤
事
な
こ
と
︑⾃
分
が
持

つ
痛
み
を
表
現
し
て
い
な
が
ら
︑そ
れ
が
作
品
に

な
ỵてい
な
い
状
態…

︒

釘
町 
未
消
化
な
ん
で
す
ね
︒

飯
沼 
た
だ
そ
の
⼈
の
痛
み
の
⽣
々
し
さ
が
あ
る

状
態
だ
ỵ
た
か
ら
︒だ
け
ど
も
し
⼥
性
作
家
達
の

表
現
の
歴
史
を
知
ỵてい
た
ら
︑彼
⼥
は
そ
う
い
う

作
品
を
作
る
必
要
が
な
かỵ
た
か
も
し
れ
な
い
と

も
思
う
︒そ
の
次
の
展
開
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い

し
︑作
品
と
し
て
早
く
洗
練
さ
れ
た
か
も
し
れ
な

い
︒そ
れ
が
で
き
な
い
の
は
︑⼥
性
の
表
現
が
開
か

れ
た
状
態
に
な
い
か
ら
な
の
か
な
ỵて
︒

釘
町 
ま
さ
に
飯
沼
さ
ん
が
お
ỵし
Ỷ
る
よ
う
な

絵
を
こ
の
前
︑⼥
⼦
学
⽣
の
展
⽰
で
⾒
ま
し
た
ね
︒

性
器
と
か
体
の
部
位
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
る
︒

あ
Ự
︑ま
だ
未
消
化
︒で
も
そ
の
場
に
出
し
て
る
︒

そ
れ
は
︑⼥
性
の
社
会
的
な
あ
り
⽅
や
洗
練
さ
れ

た
表
現
を
伝
え
る
場
が
な
い
故
の
表
現…

だ
け
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒ど
う
評
価
さ
れ
よ
う
と

も
⼀
つ
の
通
過
点
と
し
て
制
作
し
てい
か
な
け
れ

ば
︑そ
の
⼦
が
次
へ
⾏
け
な
い
と
し
た
ら
？
も
し

も
︑紡
が
れ
て
き
た
も
の
を
知
識
と
し
て
伝
達
し

つつ
︑敢
え
て
段
階
を
踏
ん
でい
く
授
業
が
あ
る
と

し
た
ら
︑と
て
も
実
験
的
で
⾯
⽩
い
場
で
し
Ỹ
う

ね
︒そ
う
い
う
授
業
を
す
る
先
⽣
が
今
の
若
い
世

代
に
出
て
く
る
と
︑次
の
世
代
で
は
と
て
も
⾯
⽩
い

も
の
が
洗
練
さ
れ
て
⽣
ま
れ
て
く
る
︒で
も
洗
練

さ
れ
た
ら
いい
かỵて
⾔
う
と
︑し
な
い
ほ
う
が
いい

場
合
も
あ
り
ま
す
ね
︒⼀
概
に
⾔
え
な
い
︒た
だ
︑

繰
り
返
す
こ
と
を
⼀
⽅
の
観
点
か
ら
否
定
し
て

絶
ỵて
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
︑個
⼈
的
に
ね
︒

飯
沼 
と
は
い
え
⼥
性
の
表
現
が
︑意
識
的
に
探

さ
な
い
と
⽬
に
⼊
ら
な
い
点
も
⾒
逃
せ
ま
せ
ん
︒

間
々
⽥ 
例
え
ば
で
す
け
ど
︑コ
ム・デ・ギ
ἀル
ソ

ン
は
フỺỿシἂン
デ
ザ
イ
ナ
ổ
の
川
久
保
玲
３
．さ

ん

が
起
ち
上
げ
ま
し
た
︒⼥
性
の
デ
ザ
イ
ナ
ổ
は
多

く
い
ま
す
し
︑現
在
の
デ
ザ
イ
ン
の
授
業
で
は
そ
ん

な
に
感
じ
な
い
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
︒絵
画
で
⾔

え
ば
フ
リ
ổ
ダ・カ
ổ
ロ
４
．と

か
何
⼈
か
ち
Ỷ
ん
と

出
る
よ
う
に
は
な
ỵて
ま
す
︒ま
あ
男
性
⼥
性
ỵて

い
う
分
け
⽅
が
そ
も
そ
も
違
う
か
も
し
れ
な
い
で

す
ね
︒いい
作
品
は
いい
作
品
だ
し
︒

飯
沼 
⼤
学
で
︑１
年
⽣
に
知
ỵてい
る
⼥
性
作
家

を
尋
ね
て
２
⼈
挙
が
れ
ば
いい
ほ
う
︑３
⼈
挙
が
れ

ば
拍
⼿
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

間
々
⽥ 
確
か
に
あ
ん
ま
り
作
家
と
し
て
は
教
え

て
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
︒作
品
に
焦
点
を
当

て
て
教
え
てい
る
ん
で
︒⾃
分
の
教
え
⼦
に
そ
う
い

う
質
問
を
し
た
ら
出
て
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
で

す
︒…

融
合
さ
せ
てい
け
ば
い
い
ん
じ
Ỷ
な
い
で
す

か
ね
︒飯
沼
さ
ん
が
おỵし
Ỷ
る
男
性
が
紡
い
で
き

た
美
術
史
に
︑私
達
が
や
ỵてい
る
こ
と
と
か
抜
け

落
ち
ち
Ỷỵて
い
る
部
分
を
融
合
さ
せ
て
いỵて
︑

皆
が
分
か
る
美
術
史
に
す
る
︒そ
れ
が
⼀
番
フ
Ỻン

を
増
や
す
し
︑需
要
を
増
や
し
ま
す
よ
ね
︒

釘
町 
私
も
そ
う
思
う
︒フ
Ỻン
を
増
や
す
と
思

う
︒原

⽯
を
磨
く
指
導
者

斎
藤 
私
は
︑⼩
学
校
の
図
⼯
の
先
⽣
の
授
業
を
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1. 1919年、ワイマール共和国に設⽴された美術学校(1933年閉鎖)。全ての芸術の統合を⽬指す美術教育システムを確⽴。⼤量⽣産中⼼の⼯業化
社会と芸術のあり⽅など、多分野に影響を与える。 2. 1945年3⽉10⽇夜、アメリカが東京下町を標的に⾏った無差別爆撃。死者数は10万⼈以上。
3. 様 な々活動領域に応⽤可能な⾼次の知識。知識を⽣産する知識。 4. ⼥性の地位向上を⽬指して開かれる国際連合主催の世界会議。1975年
以来、5~10年ごとに開催。1985年はナイロビで開催(第3回)。 5. 性やジェンダーに縛られない⾔葉や思考、社会制度。 6. ⼥性嫌悪。アメリカの
社会学者イヴ・セジウィック(1950~)はホモソーシャル(男同⼠の絆)とホモフォビア(同性愛恐怖)を含めた三つの概念により、異性愛が男同⼠の絆
の為に⾃然化された制度であると喝破した。 7. 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~)

体
現
し
た
い
と
思
ỵて
進
学
し
た
の
︒今
思
え
ば
そ

れ
は
⼩
学
⽣
版
バウ
ハウ
ス
１
．だ

ỵ
た
︒⽣
活
者
と

し
て
ど
う
い
う
⽬
を
持
ỵ
た
ら
い
い
と
か
︑⼩
学
⽣

な
り
にい
ろ
ん
な
⾓
度
か
ら
美
術
を
捉
え
る
ア
プ

ロ
ổ
チ
を
し
て
く
れ
た
先
⽣
だ
ỵ
た
︒⼀
番
覚
え
て

る
の
は
東
京
⼤
空
襲
２
．の

経
験
談
︒焼
夷
弾
が
いỵ

ぱ
い
落
ち
て
⽕
災
旋
⾵
が
起
き
る
様
⼦
を
︑⾚
い

チ
ἂ
ổ
ク
が
も
う
バンバン
⾶
ぶ
よ
う
な
形
で
⿊
板

に
描
か
れ
る
の
ね
︒先
⽣
が
⽬
に
し
た
地
獄
絵
図

を
︒衝
撃
だ
ỵ
た
ん
だ
け
ど
︑そ
こ
に
実
際
い
た
⼈

の
情
熱
た
る
や
す
ご
く
て﹁
君
達
が
も
し
そ
こ
に

⽴
ỵ
た
時
は
﹂と
か
︑﹁
こ
う
い
う
こ
と
が
起
き
る
世

の
中
に
君
達
が
し
な
い
為
に
﹂と
か
︑い
ろ
ん
な
⾓

度
で
そ
の
話
を
さ
れ
る
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
る
︒

知
識
や
情
報
じ
Ỷ
な
く
て
メ
タ
の
知
だ
よ
ね
︒そ
ん

な
⾵
に
︑そ
の
⼈
に
起
き
て
る
こ
と
と
作
品
︑世
の

中
に
起
き
て
る
こ
と
の
繋
が
り
を
助
⾔
し
て
く
れ

る
⼈
が
傍
にい
た
ら
︑すỵご
く
あ
り
が
た
い
よ
ね
︒

釘
町 
そ
う
で
す
ね
︑上
野
さ
ん
の
祝
辞
に
も
あỵ

た
メ
タ
知
識
３
．︒﹁

知
を
⽣
み
出
す
た
め
の
知
を
⾝

に
付
け
﹂る
こ
と
で
現
代
を
⽣
き
抜
く
サ
バ
イ
バổ

に
な
る
︒そ
う
い
う
美
術
教
育
が
な
さ
れ
る
と
︑⼥

性
の
問
題
に
も
⾃
然
と
⽬
の
い
く
⼦
が
増
え
てい

く
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
︒

間
々
⽥ 
さ
ỵ
き
飯
沼
さ
ん
が
おỵし
Ỷỵ
た
よ
う

に
︑そ
の…

⼥
性
作
家
を
知
ら
な
いỵてい
う
の
は

⾼
校
教
員
に
も
原
因
が
あ
り
ま
す
よ
ね
︒

飯
沼 
そ
れ
は
教
員
の
問
題
以
前
に
︑や
ỵ
ぱ
り

社
会
の
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
︒

間
々
⽥ 
で
も
い
い
作
品
ỵて
︑も
ỵ
と
私
も
ち
Ỷ

ん
と
勉
強
し
てい
れ
ば
知
ỵてい
る
わ
け
じ
Ỷ
な
い

で
す
か
︒勉
強
不
⾜
な
の
か
な
ỵて
思
い
ま
し
た
︒

作
家
と
し
て
も
与
え
ら
れ
てい
る
だ
け
で
は
だ
め

で
す
よ
ね
︒⾃
分
で
開
拓
し
て
探
さ
な
い
と
︒

釘
町 
そ
の
為
の
メ
タ
知
識
で
す
よ
ね
︒だ
け
ど

⾃
分
か
ら
こ
だ
わ
り
が
な
い
と
動
か
な
い
か
ら
︒ 

飯
沼 
⾃
分
で
求
め
た
時
が
や
り
時
で
す
よ
ね
︒

間
々
⽥ 
な
る
ほ
ど
︒思
い
⽴
ỵた
が
吉
⽇
！

釘
町 
そ
れ
そ
れ(

笑)

︒

飯
沼 
間
々
⽥
さ
ん
は
割
に
︑強
さ
や
た
く
ま
し

さ
を
志
向
し
て
き
た
よ
う
で
す
け
ど
︑96
年
の
⼩

学
校
⼊
学
で
既
に
男
⼥
混
合
名
簿
だ
ỵ
た
そ
う
で

す
ね
︒

間
々
⽥ 
誕
⽣
⽇
順
だ
ỵ
た
ん
で
前
は
⼥
の
⼦
で

後
ろ
は
男
の
⼦
だ
ỵ
た
よ
う
な
︒幼
稚
園
も
前
の

男
の
⼦
を
蹴
ỵて
遊
ん
で
た
か
ら
混
合
で
し
た
よ
︒

飯
沼 
85
年
の
世
界
⼥
性
会
議
４
．で

︑幼
稚
園
か

ら
⾼
校
ま
で
で
男
⼥
別
の
名
簿
を
使
ỵて
い
る
の

は
18
ἄ
国
中
︑⽇
本
と
イ
ン
ド
だ
け
だ
ỵ
た
そ
う
で

す
︒⽇
本
で
は
99
年
に
やỵと
混
合
名
簿
の
推
奨
を

始
め
ま
し
た
︒そ
の
点
で
も
間
々
⽥
さ
ん
は
早
い
う

ち
か
ら
ジỽン
ダ
ổ・ニἁổ
ト
ラ
ル
５
．に

近
い
教
育

を
受
け
て
き
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
︑社
会
に
出

た
時
に
ギ
ἀỿプỵて
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
？

間
々
⽥ 
う
ổ
ん
︑割
と
鈍
感
な
ん
で
す
よ
ね
︒⼥

の
⼈
が
︑若
い
⼥
の
⼦
を
気
に
か
け
る
⼀
⽅
で
︑そ

の
容
姿
や
能
⼒
を
貶
め
る
発
⾔
を
し
た
の
に
び
ỵ

く
り
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
︒⼥
の
⼈
か
ら
聞
く

こ
と
の
ほ
う
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
︒

釘
町 
⼥
性
の
ミ
ソ
ジニ
ổ
６
．ỵてい

う
の
も
あ
る

の
か
な
︒

飯
沼 
ミ
ソ
ジニ
ổỵて
︑⼥
性
を
男
性
の
連
帯
か

ら
排
除
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
︒

⼥
性
嫌
悪
ỵて
訳
さ
れ
ま
す
け
ど
︒社
会
の
中
で

⼥
性
が
そ
の
意
識
を
内
⾯
化
す
る
こ
と
が
︑⼥
性

同
⼠
の
分
断
を
⽣
ん
で
い
る
︒私
が
⼥
性
性
の

⽣
々
し
く
表
出
し
た
作
品
に
嫌
悪
感
を
覚
え
た
の

も
そ
れ
だ
ろ
う
な
と
︑今
は
思
う
わ
け
で
す
け
ど
︒

斎
藤 
社
会
的
に
も
結
構
強
い
か
も
し
れ
な
い
︒

飯
沼 
さ
ỵ
き
釘
町
さ
ん
が
未
消
化
の
作
品
につ

い
て
︑通
過
点
と
し
て
必
要
と
おỵし
Ỷỵて
︑本
当

に
そ
う
だ
と
思
い
ま
し
た
︒ジἁ
デỻ・シ
カ
ゴ
７
．は

美
⼤
で
⼥
性
だ
け
の
プロ
グ
ラ
ム
を
作
ỵて
︑学
⽣

達
が
表
現
し
た
い
こ
と
を
探
ら
せ
た
ん
で
す
︒で

も
︑主
体
性
を
取
り
戻
し
て
⾃
分
の
制
作
を
し
て

き
た
学
⽣
達
が
︑プロ
グ
ラ
ムの
⼀
歩
外
に
出
た
ら

酷
評
に
合
う
わ
け
な
ん
で
す
︒そ
れ
が
未
成
熟
だ

と
し
て
も
原
⽯
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
︑そ
の
制
作

の
展
開
を
助
⾔
す
る
⼒
が
︑他
の
指
導
者
に
⾜
り

な
かỵ
た
ん
で
す
よ
ね
︒そ
の
状
況
に
は
既
視
感
が

あ
る
︒最
近
︑釘
町
さ
ん
が
そ
うい
う
学
⽣
の
表
現

を
ご
覧
に
な
ỵ
た
そ
う
で
す
け
ど
︑現
在
の
指
導
状

況
が
気
に
な
り
ま
す
ね
︒

釘
町 
敢
え
て
や
ら
せ
て
い
る
ん
じ
Ỷ
な
い
か
と

思
い
ま
す
︒外
に
出
し
て
晒
す
︒⾊
々
⾔
わ
れ
る
︒そ

れ
で
⾃
分
で
考
え
ろ
ỵて
こ
と
じ
Ỷ
な
い
か
な
と
︒

間
々
⽥ 
原
⽯
と
い
う
⾔
葉
を
使
え
ば
︑磨
か
れ

てい
き
ま
す
よ
ね
︒外
に
出
す
こ
と
で
︒

釘
町 
残
る
⼦
な
ら
克
服
し
てい
く
し
︑⾃
分
の

眼
も
ち
Ỷ
ん
と
育
て
てい
く
と
思
う
︒

飯
沼 
そ
れ
は
残
る
⼦
で
あ
る
の
と
同
時
に
残
す

周
り
で
あ
る
こ
と
の
両
⽅
が
⼤
事
で
す
よ
ね
︒

間
々
⽥ 
は
Ự
ổ
︒

釘
町 
ど
う
し
た
⁉

間
々
⽥ 
お
話
を
聞
い
てい
る
と
︑あ
の
時
あ
あ
す

れ
ば
良
かỵ
た
︑も
ỵ
と
⼀
緒
に
探
求
し
て
あ
げ
れ

ば
良
かỵ
た
と
思
う
教
え
⼦
が
い
て
︒そ
の
⼦
が
飯

沼
さ
ん
の
お
ỵ
し
Ỷ
る
︑原
⽯
み
た
い
な
作
品
を

作
ỵ
て
い
た
ん
で
す
︒デ
リ
ケ
ổ
ト
な
内
容
だ
か

6



1. 「熱間圧延」の略。加熱して柔らかくした⾦属を回転するロールで引き延ばし、板状・棒状にすること。

ら
ỵて
逃
げ
な
い
で
︑も
ỵ
と
掘
り
下
げ
て
あ
げ
れ

ば
良
かỵ
た
な
︒対
話
し
てい
く
中
で
磨
か
れ
た
り

す
る
じ
Ỷ
な
い
で
す
か
︑⾃
分
の
作
品
も
そ
う
で
す

け
ど
︒な
の
に
私
︑⾔
葉
が
⾜
り
な
いỵてい
う
か
対

応
が
⾜
り
な
か
ỵ
た
な
ỵて
︒⾊
々
ア
ド
バ
イ
ス
は

し
た
ん
で
す
け
ど
︑通
過
点
と
は
思
ỵてい
な
く
て

⼀
緒
に
悩
ん
じ
Ỷỵ
た
ん
で
︒も
う
ち
Ỹỵ
と
引
い

て
︑教
員
と
し
て
こ
う…
︒

釘
町 
で
も
そ
の
⼦
が
そ
れ
を
⾃
覚
し
てい
る
ん

だ
と
し
た
ら
︑き
ỵ
と
⼤
事
に
守
ỵて
る
と
思
い
ま

す
︒降
ỵて
湧
い
た
も
の
じ
Ỷ
な
く
て
︑た
ぶ
ん
幼
少

の
頃
か
ら
繋
がỵて
る
は
ず
だ
か
ら
︒

連
続
と
積
層

斎
藤 
間
々
⽥
さ
ん
の
作
品
の
資
料
の
中
で
⾚
い

組
紐
が
結
ん
で
あ
る
作
品
を
⾒
た
時
︑こ
の
紐
は

何
だ
ろ
うỵて
思
ỵた
の
︒間
々
⽥
さ
ん
に
と
ỵて
︒

間
々
⽥ 
⾊
に
関
し
て
は
鉄
を
溶
か
し
た
り
︑熱

延
１
．す

る
時
の
⾊
か
ら
き
てい
ま
す
︒鉄
ỵて
元
は

⾃
然
物
で
す
け
ど
⼈
⼯
物
な
の
で
︑⽊
や
⽯
よ
り

も
⼈
間
に
近
い
︒作
者
と
作
品
と
⾒
る
⼈
を
結
び

つ
け
て
く
れ
る
︑そ
うい
う
素
材
と
し
て
鉄
を
よ
く

使
ỵてい
ま
す
︒紐
は
形
態
を
結
び
つ
け
る
意
味
合

い
と
︑そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
強
く
意
識
さ
せ
た
い
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
︒

飯
沼 
溶
接
じ
Ỷ
な
く
て
結
ぶ
︒

間
々
⽥ 
そ
う
で
す
ね
︒組
ん
で
あ
る
と
い
う
か
︒

積
層
さ
せ
る
じ
Ỷ
な
い
で
す
け
ど
︑こ
う
い
う
部
分

を
⾒
て
欲
し
かỵた
︒

釘
町 
紐
の
部
分
を
鉄
で
作
ら
れ
る
⽅
も
い
る

じ
Ỷ
な
い
で
す
か
？
で
も
紐
な
ん
で
す
よ
ね
？

間
々
⽥ 
鉄
よ
り
紐
の
ほ
う
が
よ
り
⼈
間
に
近
い

と
い
う
か
︒鉄
も
︑⾃
分
で
削
ỵ
た
り
し
てい
る
と

柔
ら
か
い
と
は
思
う
ん
で
す
け
ど
︒よ
り
︑⾒
る
⼈

と
私
の
表
現
を
繋
げ
て
く
れ
ま
す
し
︒あ
ん
ま
り

素
材
に
頼
り
き
ỵ
ち
Ỷい
け
な
いỵてい
う
の
は
あ

り
ま
す
け
ど
︒

飯
沼 
積
層
と
⾔
え
ば
昨
年
末
に
観
た
⼩
品
の
︑

多
彩
な
⾊
紙
の
重
な
る
断
⾯
が
⽬
を
引
き
ま
し

た
︒鉄
の
作
品
は
︑そ
の
独
特
な
⾊
味
が
作
品
の
要

素
に
な
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
ん
で
す
︒そ
う
で
な

く
てい
わ
ゆ
る
⾚
と
か
⻩
⾊
と
か
明
快
な
⾊
を
扱

う
の
は
︑やỵぱ
り
意
識
的
な
こ
と
で
す
か
？

間
々
⽥ 
そ
う
で
す
ね
︒⾃
分
の
作
品
が
ち
Ỹỵと

ぶỵ
き
ら
棒
過
ぎ
る
な
と
思
ỵて
︒表
現
に
は
余
⽩

が
あ
ỵ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
ん
で
す
︒で
す
け
ど

⾔
わ
な
さ
過
ぎ
る
と
却
ỵて
︑⾊
々
考
え
た
り
思
ỵ

た
り
す
る
楽
し
み
が
な
い
な
と
︒も
う
ち
Ỹỵと
作

品
を
⾃
⽴
さ
せ
た
い
感
じ…

︒鉄
だ
け
だ
と
︑そ
の

か
ỵこ
い
い
素
材
に
頼
り
過
ぎ
の
よ
う
で
︑⼩
品
で

は
⾊
々
な
素
材
を
扱
ỵてい
ま
す
︒プ
ラ
ス
チ
ỿク

と
か
︑鉄
以
外
の
⾦
属
を
触
ỵて
み
た
り
し
て
︒で

も
やỵぱ
り
鉄
か
な
︒削
ỵてい
る
時
に
⼿
に
しỵ
く

り
く
る
ん
で
す
︒ス
テンレス
や
ア
ル
ミ
は
引
ỵ
掛
か

り
が
多
く
て
︑相
性
が
悪
いỵて
感
じ
な
ん
で
す
け

ど
︒鉄
は
粘
り
が
ち
Ỹ
う
ど
いい
ん
で
す
よ
ね
︒

釘
町 
⽯
と
か
じ
Ỷ
な
い
ん
で
す
ね
︒

間
々
⽥ 
⾃
然
物
だ
と
思
ỵ
ち
Ỷ
う
︒⽯
は
⽯
で
︑

⽊
は
⽊
じ
Ỷ
な
い
かỵて
︒⽯
彫
や
⽊
彫
の
⼈
に
怒

ら
れ
そ
う
で
す
け
ど(

笑)

︒

飯
沼 
そ
う
考
え
る
と
確
か
に
︑鉄
は
⾃
然
と
⼈

間
の
中
間
ỵてい
う
感
じ
が
し
ま
す
︒間
々
⽥
さ
ん

が
鉄
を
使
わ
れ
る
の
に
は
︑育
ỵ
た
環
境
の
影
響
も

あ
る
そ
う
で
す
ね
︒製
鉄
所
の
⾵
景
？

間
々
⽥ 
君
津
市
な
ん
で
す
け
ど
︑稽
古
か
ら
帰

る
時
も
⼤
学
か
ら
夜
遅
く
帰
る
時
も
︑製
鉄
所
の

溶
鉱
炉
の
明
か
り
が
⾒
え
る
︒そ
れ
ỵて
元
気
が

出
る
ん
で
す
よ
ね
︒そ
うい
う
イ
メ
ổ
ジ
も
あ
り
ま

す
︒

釘
町 
溶
鉱
炉
ỵて
休
み
な
く
ず
ỵ
と
動
い
て
い

る
ん
で
す
よ
ね
︒

間
々
⽥ 
⼈
間
の
作
ỵ
た
も
のỵて
魅
⼒
が
あ
り

ま
す
ね
︒⾊
々
考
え
ら
れ
てい
た
り
︑思
い
が
⼊
ỵて

い
た
り
す
る
︒重
ね
てい
く
の
は
⽇
本
よ
り
も
ヨ
ổ

ロỿパの
⽂
化
圏
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
け
ど
︒

向
こ
う
は
︑下
に
古
い
建
物
が
あ
ỵて
積
み
重
ね
て

い
く
じ
Ỷ
な
い
で
す
か
︒そ
の
ほ
う
が
⾃
分
の
精
神

構
造
に
は
今
の
と
こ
ろ
合
ỵてい
る
か
な
と
︒

飯
沼 
こ
の
間
の
作
品
は
積
層
ỵて
い
う
感
じ
が

し
ま
し
た
け
ど
︑そ
れ
ま
で
は
連
続
ỵてい
う
印
象

を
持
ỵてい
ま
し
た
︒

間
々
⽥ 
確
か
に
︒連
続
は
剣
道
か
ら
き
て
る
ん

だ
と
思
い
ま
す
︒毎
⽇
素
振
り
を
し
てい
る
ん
で
す

け
ど
︑毎
⽇
違
う
ん
で
す
よ
︒

飯
沼 
じ
Ỷ
あ
︑そ
の
こ
と
と
積
層
は
ち
Ỹỵ
と
違

う
の
か
し
ら
？
連
続
ỵてい
う
こ
と
が
︑あ
あ
し
て

重
な
ỵた
の
か
な
と
思
ỵた
ん
で
す
け
ど
︒

間
々
⽥ 
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
︑⾔
わ
れ

て
み
る
と
︒同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
の
中
で
洗
練
さ

れ
て
く
る
こ
と
は
⾝
に
付
い
てい
ま
す
︒で
も
︑違
う

こ
と
も
や
ỵて
み
な
い
と
新
し
い
⾃
分
に
会
え
な
い

と
思
ỵて
︒

実
験
と
確
認
の
道
の
り

飯
沼 
斎
藤
さ
ん
は
︑陶
か
ら
イ
ン
ス
タ
レ
ổ
シἂ
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ン
１
．へと

表
現
が
変
化
し
てい
ら
ỵし
Ỷい
ま
し
た
︒

⽇
々
の
作
業
と
し
て
は
作
品
に
な
る
素
材
を
作
ỵ

てい
く
こ
と
に
な
る
ん
で
し
Ỹ
う
か
？

斎
藤 
陶
器
だ
ỵ
た
ら
︑例
え
ば
同
じ
湯
呑
み
の

形
を
いỵぱ
い
挽
い
て
並
べて
︑様
⼦
を
⾒
て
削
る
︒

イ
ン
ス
タ
レ
ổ
シἂン
で
は
最
近
︑結
ぶ
ỵてい
う
⾏

為
に
執
着
し
て
る
︒間
々
⽥
さ
ん
の
素
振
り
じ
Ỷ
な

い
け
ど
︑今
⽇
の
結
び
と
昨
⽇
の
結
び
は
違
う
︒⾦

網
に
蛍
光
ピン
ク
の
テ
ổ
プ
を
結
ん
で
は
解
き
︑結

ん
で
は
解
き
︒⼿
を
動
か
す
⾏
為
に
魅
⼒
を
感
じ

る
ん
だ
と
思
う
︒

飯
沼 
そ
う
い
う
斎
藤
さ
ん
の
制
作
は
︑先
ほ
ど

の
お
話
に
あ
ỵ
た
⼩
学
⽣
版
バ
ウ
ハ
ウ
ス
か
ら
繋

がỵてい
る
ん
で
し
Ỹ
う
か
︒

斎
藤 
後
か
ら
気
が
付
く
ん
で
す
け
ど
ね
︒鉛
筆

を
削
る
こ
と
や
点
と
点
を
結
ぶ
こ
と
の
⾯
⽩
さ
︑

ち
Ỷ
ん
と
線
が
引
け
な
かỵ
た
り
歪
ん
だ
り
ỵてい

う
体
験
︒そ
れ
が
私
の
中
で
ずỵと
⾯
⽩
い
感
覚
と

し
て
残
ỵて
て
︑今
の
イ
ンス
タ
レ
ổ
シἂンに
繋
がỵ

て
る
気
が
す
る
︒空
間
を
⾒
る
時
も
ど
こ
か
俯
瞰

な
感
じ
で
︒

飯
沼 
⾏
為
が
重
要
な
ん
で
し
Ỹ
う
か
？

斎
藤 
た
ぶ
ん
︒実
験
と
か
︑⾃
分
で
や
ỵて
み
る

の
が
⼤
好
き
︒あ
と
︑も
の
を
壊
し
た
が
る
︒中
が

ど
う
な
ỵて
る
の
か
⾒
た
が
る
︒

間
々
⽥ 
分
か
り
ま
す
︒い
い
⾞
の
ボン
ネ
ỿ
ト
を

開
け
て
⾒
る
と
整
然
と
し
て
い
た
り
︑リ
ズ
ム
が

あỵた
り
し
て
美
し
い
ん
で
す
よ
ね
︒

斎
藤 
基
板
と
か
設
計
図
を
⾒
る
の
が
好
き
だ
ỵ

た
り
︒そ
う
い
う
の
が
元
に
な
ỵて
︑空
間
が
出
て

き
ま
す
︒

釘
町 
⾯
⽩
い
︒空
間
観
が
違
う
︒ア
プロ
ổ
チ
が

違
う
の
で
当
た
り
前
な
ん
で
し
Ỹ
う
け
ど
︒

斎
藤 
光
に
関
し
て
は
︑⼦
ど
も
の
頃
か
ら
⽬
が

悪
く
て
眼
鏡
で
は
補
正
し
き
れ
な
か
ỵ
た
か
ら
︑

⾃
分
の
い
る
状
況
に
よ
ỵて
︑⾒
え
る
世
界
が
全
然

変
わỵて
し
ま
う
の
ね
︒そ
れ
も
あ
ỵて
か
︑光
に
対

し
て
敏
感
に
反
応
す
る
⾃
分
が
い
る
こ
と
は
確
か

だ
な
ỵて
思
う
︒

飯
沼 
そ
う
い
え
ば
初
個
展
の
イ
ンス
タ
レ
ổ
シἂ

ン
も
︑光
が
テ
ổマ
だ
ỵ
た
そ
う
で
す
ね
︒紙
粘
⼟
の

オ
ブ
ジỽ
と
ラ
イ
ト
を
組
み
合
わ
せ
て
光
が
透
過

す
る
ỵてい
う
︒そ
れ
に
何
年
か
前
の
︑壁
な
ど
に
投

影
さ
れ
た
映
像
と
透
明
な
ボỿク
ス
の
展
⽰
で
は
︑

映
像
⾃
体
が
光
だ
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
し
た
︒

斎
藤 
ボ
ỿク
ス
は
プ
ラ
板
で
作
ỵて
る
の
ね
︒実

験
で
︑⽳
を
開
け
た
プ
ラ
板
２
．にい

ろ
ん
な
形
状
の

針
⾦
を
挿
し
て
光
を
通
し
た
ら
︑興
味
深
い
反
射

が
⽣
ま
れ
た
︒光
と
影
に
よ
ỵて
全
く
違
う
世
界

観
が
出
て
く
る
︒そ
の
光
の
感
覚
が-gift-

ỵてい
う

題
の
作
品
に
な
ỵ
た
︒結
局
︑天
変
地
異
の
い
ろ
ん

な
こ
と
に
︑⾃
分
達
が
ど
う
反
応
し
てい
く
か
を
含

め
て-gift-

な
ん
だ
け
ど
︒

飯
沼 
そ
れ
は
東
⽇
本
⼤
震
災
の
こ
と
も
含
め

て
？

斎
藤 
震
災
も
︑原
発
の
こ
と
も
含
ん
でい
る
︒私

達
が
使
ỵ
ち
Ỷỵて
享
受
し
て
︑処
理
で
き
な
い
も

の
を
後
に
残
し
てい
く
︒そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て

-gift-

︒

飯
沼 
最
近
の
作
品
は
︑⾦
網
と
蛍
光
ピ
ン
ク
の

テ
ổ
プ
が
メ
イ
ンに
あ
り
ま
す
ね
︒

斎
藤 
震
災
後
に
何
度
か
東
北
に
⾏
ỵて
ま
す
︒

⽣
活
し
て
る
⼈
達
と
︑こ
ỵ
ち
か
ら
お
邪
魔
す
る

者
の
価
値
観
の
相
違
︑⽣
活
が
⾒
え
て
く
る
と
こ

ろ
に
興
味
が
あ
る
︒悲
惨
な
状
況
よ
り
も
︑そ
こ
の

⼈
達
が
い
ろ
ん
な
⼯
夫
を
し
て
︑⽣
活
が
少
し
で

も
戻
ỵて
き
た
状
況
の
時
に
お
邪
魔
さ
せ
て
も
ら

い
た
い
と
思
ỵて
⾏
ỵて
た
の
︒あ
る
時
︑常
磐
線
の

不
通
区
間
３
．を

⾛
る
代
⾏
バス
か
ら
︑福
島
の
⾵

景
に﹁
除
染
中
﹂ỵて
書
か
れ
た
蛍
光
ピン
ク
の
の
ぼ

り
旗
が
揺
れ
て
る
の
を
⾒
た
︒思
い
返
す
と
他
で

も
︑危
な
い
所
の
⽬
印
に
付
け
ら
れ
た
蛍
光
ピン
ク

のマ
ổ
キ
ン
グ
テ
ổ
プ
を
⾒
て
る
ん
だ
よ
ね
︒そ
れ

が
⽬
⽴
つ
か
ら
注
意
喚
起
に
使
ỵて
る
︒

間
々
⽥ 
そ
れ
を
注
意
喚
起
の
ま
ま
作
品
に
落
と

し
込
ん
だ
ん
で
す
か
？
そ
れ
と
も
︑注
意
喚
起
の

為
に
設
置
さ
れ
た
ピン
ク
が
︑斎
藤
さ
ん
に
は
何
か

別
の
意
味
を
持
ỵた
ん
で
し
Ỹ
う
か
？

斎
藤 
す
ご
く
不
謹
慎
な
ん
だ
け
ど
︑ピ
ン
ク
が

動
くỵて
す
ご
く
⽬
が
⾏
く
ん
だ
よ
ね
︒⾃
分
の
⼼

が
掴
ま
れ
て
し
ま
ỵ
た
︒去
年
の
個
展
４
．の

時
︑⾦

網
と
蛍
光
ピン
ク
の
テ
ổ
プ
の
作
品
で
最
終
的
に
や

り
た
かỵ
た
の
は
⽥
植
え
み
た
い
な
こ
と
︒そ
れ
が

再
⽣
な
の
か
︑汚
染
さ
れ
た
⼟
につい
て
ア
ラ
ổ
ト

を
発
し
よ
う
と
し
て
る
の
か…

︒た
だ
︑警
戒
を
喚

起
す
る
蛍
光
ピ
ン
ク
に
は
こ
だ
わ
ỵて
し
ま
う
︒再

⽣
に
は
ま
だ
︑辿
り
つ
け
て
な
い
で
す
︒

飯
沼 
結
局
制
作
す
る
ỵて
︑地
道
な
⼀
歩
⼀
歩

な
ん
で
し
Ỹ
う
ね
︒遠
い
先
を
意
識
し
な
が
ら
⽬
の

前
の
道
の
り
を
着
実
に
歩
ん
でい
く
の
か
な
ỵて
︒

斎
藤 
確
認
し
な
が
ら
︒実
験
し
な
が
ら
︒

飯
沼 
今
は
︑ア
ラ
ổ
ト
を
発
す
る
ピン
ク
を
使
ỵ

た
作
品
︑そ
の
地
点
ỵて
こ
と
で
し
Ỹ
う
か
？

斎
藤 
⾃
分
が
そ
こ
に
ど
う
接
し
てい
こ
う
と
し

てい
る
の
か
︒あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
の
境
⽬
が
あ
る
の

を
︑⾃
分
で
確
認
す
る
為
の
蛍
光
ピン
ク
︒

間
々
⽥ 
実
感
ỵて
本
当
に
⼤
切
で
す
よ
ね
︒実

際
に
⾒
て
︑聞
い
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
︒

飯
沼 
視
覚
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
︑そ
の
場
の

8
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⽇研究会のサークルメンバー 5⼈によって起こされた強制わいせつ事件。同年には慶應義塾⼤学広告学研究会レイプ事件や千葉⼤学医学部レイ
プ事件も発覚した。 3. ⽇中戦争や太平洋戦争において、⽇本や植⺠地、占領地の多くの⼥性達が兵⼠の性の相⼿を強制されて⼈権侵害を受け
た問題。 4. 学⽣運動による学⽣と⼤学の対⽴状態。⽇本では特に1968年~1970年の全共闘運動によるものを指し、運営改善を訴える学⽣側が⼤
学構内をバリケード封鎖するなどした。 ５. ⼩林万⾥⼦「便所のブルース」『ファースト・アルバム』1981年、フォーライフ・レコード。

⾳
や
匂
い
も
含
め
て
な
ん
で
す
よ
ね
︒そ
うい
う
も

の
を
取
り
込
ん
で
視
覚
的
な
作
品
に
し
てい
く
の

が
美
術
ỵて
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
︒

斎
藤 
図
⼯
の
先
⽣
が
⾚
い
チ
ἂ
ổ
ク
を
バンバン

⾶
ば
し
な
が
ら
描
い
て
た
そ
の
空
間
が
誘
ỵて
く

れ
る
︑妄
想
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
︒そ
れ
を
私
は

やỵてい
き
た
い
ん
だ
ろ
う
な
︒五
感
を
研
ぎ
澄
ま

す
こ
と
で
得
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
い
ん

だ
と
思
う
︒妄
想
族
は
⾯
⽩
い
よ
︑み
た
い
な
︒

時
代
を
意
識
し
た
制
作

釘
町 
飯
沼
さ
ん
の
作
品
に
描
か
れ
て
あ
る
の
は

お
⼿
洗
いの
洗
⾯
所
ỵて
こ
と
で
し
た
ね
︒

飯
沼 
元
々
︑教
室
や
フ
Ỻ
ミ
レ
ス
の
よ
う
に
︑社

会
に
整
然
と
並
ん
で
管
理
さ
れ
た
空
間
を
選
ん
で

き
て
︑ト
イ
レ
は
そ
の
⼀つ
で
し
た
︒

釘
町 
じ
Ỷ
あ
洗
⾯
所
も
個
⼈
的
な
家
で
は
な
く

て
公
衆
の
場
な
ん
で
す
ね
︒飯
沼
さ
ん
の
︑と
て
も

内
的
な
も
の
を
表
現
し
て
る
ん
じ
Ỷ
な
い
か
と
深

読
み
を
し
ま
す
ね
︒⽔
と
⼿
を
洗
う
場
所
︑し
か

も
公
衆
の
場
ỵてい
う
の
は
︒

飯
沼 
⼿
を
洗
う
洗
⾯
台
よ
り
も
︑ト
イ
レ
の
個

室
が
並
ん
でい
る
状
態
の
ほ
う
が
メ
イ
ン
で
す
︒あ

の…

﹁
⼥
は
公
衆
便
所
﹂１
．ỵて

い
う
⾔
い
回
し
が

あ
る
ん
で
す
ね
︒

釘
町 
以
前
おỵし
Ỷỵて
ま
し
た
ね
︒そ
の
流
れ

で
す
か
？
い
わ
ゆ
る
排
泄
す
る
場
所
で
し
Ỹ
︒そ
し

て
⼿
を
洗
う
場
所
が
あ
る
︒お
話
し
し
て
下
さ
ỵた

こ
と
と
繋
がỵて
思
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
︒

飯
沼 
上
野
さ
ん
の
祝
辞
で
も
挙
げ
ら
れ
た
︑東

⼤
の
男
⼦
学
⽣
に
よ
る
私
⼤
の
⼥
⼦
学
⽣
の
集
団

凌
辱
事
件
２
．︑他

に
も
似
た
よ
う
な
構
造
の
集
団

レ
イ
プ
事
件
の
報
道
が
時
折
あ
り
ま
し
た
︒私
は

以
前
か
ら
⽇
本
軍﹁
慰
安
婦
﹂問
題
３
．につい

て
気

に
な
ỵてい
て
︑そ
れ
で
戦
時
中
の﹁
公
衆
便
所
﹂と

い
う
隠
語
を
知
ỵ
た
ん
で
す
︒⼤
学
闘
争
４
．で

も
同

じ
⾔
葉
が
使
わ
れ
てい
た
と
知
ỵ
た
時
も
シἂỿク

を
受
け
た
ん
で
す
け
ど
︑そ
れ
ら
の
こ
と
と
今
リ

ア
ル
タ
イ
ム
に
社
会
で
起
き
てい
る
こ
と
が
繋
が
ỵ

てい
る
こ
と
な
ん
だ
な
と…

︒

釘
町 

…

こ
う
や
ỵて
お
話
を
聞
い
て
み
る
と
作

品
に
対
し
て
の
理
解
と
い
う
の
が
深
ま
り
ま
す
ね
︒

そ
こ
ま
で
は
読
め
てい
な
かỵた
︒

飯
沼 
そ
れ
は
メ
ỿセ
ổ
ジ
で
は
な
い
か
ら
︒だ
け

ど
︑学
⽣
の
頃
に
当
た
り
障
り
な
い
⾔
葉
で
⾃
分

の
作
品
を
説
明
し
て
き
た
の
と
同
じ
こ
と
を
︑…

ま
だ
やỵてい
る
ỵて
こ
と
で
も
あ
る
︒

釘
町 
い
や
︑⼤
事
な
テ
ổ
マ
な
ん
だ
と
思
い
ま

す
︒そ
れ
が
き
ỵと
︒

斎
藤 
いつ
だ
ỵ
た
か
飯
沼
さ
ん
の
作
品
に
ト
イ
レ

を
⾒
つ
け
て
︑す
ぐ
頭
の
中
で
友
達
が
昔
か
け
て
た

カ
セỿト
テ
ổ
プ
が
流
れ
ち
Ỷỵた
の
ね
︒

飯
沼 
歌
詞
に﹁
⼥
は
便
所
︑男
の
便
所
﹂５
．と

あ

る
歌
で
し
た
ね
︒

斎
藤 
連
呼
す
る
の
︒彼
⼥
が
酔
ỵ
払
う
と
そ
れ

を
か
け
る
わ
け
だ
よ
︒彼
⼥
の
育
ỵて
き
た
い
ろ
ん

な
環
境
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
ん
だ

な
ổ
と
思
ỵて
聴
い
て
た
︒そ
の
彼
⼥
よ
り
も
⼗
歳

く
ら
い
若
い
の
か
な
ỵて
思
ỵて
作
品
を
観
て
た
か

ら
︑改
め
て
お
会
い
し
た
時
に
飯
沼
さ
ん
が
そ
ん
な

に
若
かỵた
ん
だ
ỵて
び
ỵ
く
り
し
た
︒

飯
沼 
表
現
は
新
し
く
あ
り
た
い
で
す
が(

笑)

︒で

も
時
代
に
則
し
てい
れ
ば
︑新
し
い
表
現
の
は
ず
だ

と
も
思
う
ん
で
す
よ
ね
︒以
前
釘
町
さ
ん
が
︑時
代

を
意
識
し
た
制
作
の
必
要
性
につ
い
て
おỵし
Ỷỵ

て
ま
し
た
ね
︒今
だ
ỵ
た
ら
コロ
ナ
の
状
況
が
あ
ỵ

て
︑と
い
う
︒

釘
町 
そ
う
ね…

︒今
の
時
代
︑特
に
⼈
々
が
疲
弊

し
て
た
り
分
断
さ
れ
て
た
り…

固
く
な
ỵ
て
し

ま
ỵてい
る
︒ま
だ
以
前
の
よ
う
に
は
ギ
ἀ
ラ
リ
ổ
に

来
ら
れ
な
い
⽅
が
た
く
さ
ん
い
ら
ỵし
Ỷ
る
︒そ
う

い
う
⽅
に
向
け
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
し
つ
こ
い
く
ら
い
お
知

ら
せ
す
る
︒こ
ん
な
⾵
に
や
ỵて
ま
す
︑来
ら
れ
な

く
て
も
いい
で
す
︑歩
み
続
け
てい
ま
す
ỵて
︒⼀
⽅

で
︑久
し
ぶ
り
に
来
て
下
さ
ỵ
た
⽅
に…

と
ỵて
も

し
ん
ど
かỵ
た
ん
だ
な
ỵてい
う
様
⼦
の
⽅
が
多
い

ん
で
す
よ
︒⽇
常
レベル
で
は
普
通
で
も
︑し
Ỷべる

う
ち
に
そ
の
異
変
を
感
じ
る
︒こ
こ
を
ち
Ỷ
ん
と
意

識
し
て
仕
事
は
すべき
だ
な
ỵてい
う
の
が
あ
る
︒

飯
沼 
今
︑イ
ン
タ
ổ
ネ
ỿ
ト
で
画
像
が
い
く
ら
で

も
⾒
ら
れ
ま
す
よ
ね
︒で
も
作
品
ỵて
画
像
じ
Ỷ
な

い
と
ず
ỵ
と
思
ỵてい
て
︒た
と
え
絵
の
よ
う
に
︑平

⾯
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
も
や
ỵ
ぱ
り
三
次
元
的
な

も
の
な
ん
で
す
よ
ね
︒だ
か
ら
た
だ
正
⾯
か
ら
⾒

る
だ
け
で
は
な
く
て
︑歩
み
な
が
ら
近
寄
ỵた
り
離

れ
た
り
︑触
れ
る
よ
う
に
し
て
⾒
る
も
の
だ
ỵて
思

う
ん
で
す
︒コロ
ナ
で
そ
の
⾏
為
が
難
し
く
な
ỵてい

る
と
し
て
も
︑や
ỵ
ぱ
り
そ
れ
が
基
本
で
︒そ
う
い

う
鑑
賞
に
耐
え
ら
れ
る
作
品
を
作
り
た
い
︒

釘
町 
そ
う
で
す
ね
︒や
ỵぱ
り
⽪
膚
感
覚
で
︑視

覚
以
外
も
総
動
員
し
て
⾒
る
ỵてい
う
の
が
⼤
事

な
ん
じ
Ỷ
な
い
か
と
思
う
︒そ
こ
に
体
現
さ
れ
てい

る
も
の
を
吸
収
す
る
の
は
眼
だ
け
で
は
な
い
と
︒ま

た
︑そ
の
こ
と
を
テ
ổ
マに
し
て
作
品
を
作
ỵて
い

き
た
いỵて
思
う
︒
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1. 線を引く（draw）⾏為に重きを置く線画のこと。構築的な絵画に対し、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。 2. 絵画・彫刻などの芸術作品で、表現の動機・きっかけとなった中⼼的な思想・思い、または題材。 3. ペンや⽊炭、鉛筆などによる習作。
無彩⾊の即興画を意味する場合もあるが、⽇本では美術教育の基礎訓練として、対象を⾒たまま正確に描くアカデミックな価値観が⾊濃く残ってい
る。 4. ⼈物や⾵景などを⼤まかに描写すること。写⽣、素描、ドローイングともいう。 

地
盤
を
も
つ
新
し
い
表
現

飯
沼 
釘
町
さ
ん
の
作
品
は
︑⽇
本
の
洋
画
の
流

れ
を
汲
ん
でい
る
な
ỵて
思
う
こ
と
が
あ
ỵて
︒塗

り
込
め
てい
く
感
じ
と
か
絵
の
具
の
質
感
と
か
︒洋

画
と
⾔
う
と
古
臭
い
よ
う
で
す
け
ど
︑新
し
さ
が

あ
る
︒そ
れ
は
⾊
彩
の
為
だ
と
思
う
ん
で
す
︒あ
の

鮮
や
か
さ
！

釘
町 
私
が
絵
を
作
る
に
あ
た
ỵて
︑油
絵
の
具
の

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
は
も
う
あ
ま
り
関
係
な
い
ん
で
す

ね
︒む
し
ろ
別
の
要
素
が
⾃
分
の
中
に
ど
ん
ど
ん

⼊
ỵてい
る
の
で
︑そ
の
延
⻑
で
作
ỵてい
る
意
図
は

な
い
か
と
︒

飯
沼 
最
近
流
⾏
り
の
絵
に
︑絵
の
具
の
表
情
が

薄
ỵぺら
な
︑も
し
く
は
す
ご
く
盛
り
上
がỵてい
る

も
の
が
あ
る
じ
Ỷ
な
い
で
す
か
︒

釘
町 
は
い
は
い
︒盛
り
上
がỵて
る
⼈
い
る
︒

間
々
⽥ 
地
が
⾒
え
る
ほ
ど
透
き
通
ỵてい
る
⼈

も
い
ま
す
よ
ね
︒

飯
沼 
ど
ち
ら
も
画
像
的
な
感
じ
が
す
る
ん
で

す
よ
ね
︒そ
れ
は
現
代
的
か
も
し
れ
な
い
け
ど
︒そ

う
い
う
も
の
と
全
然
違
ỵて
︑い
い
意
味
で
⽇
本
の

洋
画
の
歴
史
を
吸
収
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
釘
町
さ

ん
独
⾃
の
表
現
が
⽴
ち
上
が
る
感
じ
が
し
て
︑そ

れ
が
す
ご
く
⾯
⽩
い
︒新
し
い
ん
だ
け
ど
も
︑地
盤

が
あ
る
︑根
ỵこ
が
あ
る
︒そ
の
思
考
的
な
こ
と
と

か
︑絵
の
具への
向
き
合
い
⽅
と
か
︒

釘
町 
先
ほ
ど
の
⾔
葉
を
借
り
る
な
ら
︑⾃
分
の

表
現
の
⽂
体
︑そ
れ
に
対
し
て
ス
ト
イ
ỿク
で
す
ね
︒

飯
沼 
そ
れ
は
す
ご
く
思
い
ま
す
︒油
絵
も
そ
う

だ
し
︑ド
ロ
ổ
イ
ン
グ
１
．で

の
素
材
の
使
い
⽅
が
す

ご
く
魅
⼒
的
な
ん
で
す
よ
ね
︒だ
か
ら
も
う
︑⾒
る

と
た
め
息
︒

釘
町 
恐
れ
⼊
り
ま
す
︒

飯
沼 
そ
れ
こ
そ
︑釘
町
さ
ん
の
⽂
体
だ
な
ỵて

思
う
︒

斎
藤 
釘
町
さ
ん
は
粘
⼟
で
ア
ク
セ
サ
リ
ổ
み
た

い
な
の
も
作
ỵて
ま
す
ね
︒

釘
町 
学
⽣
時
代
か
ら
︑描
く
た
め
の
モ
チ
ổ
フ
２
．

を
⾃
分
で
作
ỵ
た
り
し
て
ま
し
た
︒ド
ロ
ổ
イ
ン
グ

を
し
て
︑そ
れ
を
基
に
描
く
の
と
同
じ
感
覚
で
す
︒

そ
れ
が
仕
上
げ
ま
で
残
ỵて
な
く
て
も
い
い
︒そ
れ

を
描
き
⼊
れ
た
こ
と
が
︑た
だ
⾃
分
に
と
ỵて
必
要

な
こ
と
で
︒あ
と
︑⾊
は
⾃
分
に
と
ỵて
魅
⼒
で
す
︒

よ
く
︑ち
Ỹỵ
と
し
た
お
茶
タ
イ
ムに
器
や
敷
物
な

ど
の
⾊
合
わ
せ
を
し
て
︑Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
写
真
を
上
げ
た

り
し
て
ま
す
︒

飯
沼 
⾊
合
わ
せỵてい
う
の
は
？

釘
町 
デ
ỿサ
ン
３・の

時
と
か
︑モ
チ
ổ
フ
を
構
成

す
る
じ
Ỷ
な
い
で
す
か
︒そ
れ
を
スマ
ホ
の
画
⾯
の

中
で
構
成
す
る
ỵてい
う
お
遊
び
で
す
︒

間
々
⽥ 
ス
ケ
ỿ
チ
４
．み

た
い
な
感
じ
で
す
ね
︒

釘
町 
そ
ん
な
感
じ
︒着
物
を
着
る
時
に
も
同
じ

よ
う
に
し
ま
す
︒

斎
藤 
着
物
で
⾊
合
わ
せỵて
⾔
葉
を
使
い
ま
す

ね
︒着
物
と
半
襟
の
襟
元
の
⾊
の
合
わ
せ
⽅
︑顔
写

り
︑着
物
の
柄
と
肌
の
⾊
と
の
間
に
ど
うい
う
⾊
を

合
わ
せ
る
か
︒

釘
町 
い
わ
ゆ
る
古
典
で
す
よ
ね
︒だ
け
ど
私
の

場
合
︑例
え
ば
⼤
島
紬
を
た
だ
着
る
と
お
ば
あ

ち
Ỷ
ん
に
な
ỵ
ち
Ỷ
う
か
ら
シἂỿ
キ
ン
グ
ピン
ク
を

合
わ
せ
て
み
よ
う
︑と
か
︒お
遊
び
な
ん
で
す
︒ス
ト

イ
ỿ
ク
過
ぎ
て
も
⾃
分
で
⾯
⽩
く
な
く
な
ỵて
し

ま
う
の
で
︒

間
々
⽥ 
釘
町
さ
ん
︑着
物
を
着
ら
れ
る
ん
で
す

ね
︒私
も
時
々
着
る
ん
で
す
よ
︒着
物
の
合
わ
せ
を

考
え
てい
る
と
︑脳
が
刺
激
さ
れ
ま
す
よ
ね
︒

釘
町 
楽
し
い
で
す
︒最
近
︑合
わ
せ
が
⾃
分
の
作

品
に
近
いỵて
気
が
付
き
ま
し
た
︒着
物
は
祖
⺟
や

叔
⺟
か
ら
貰
ỵ
た
も
の
な
ん
で
す
け
ど
︑⾯
⽩
い
で

す
よ
ね
︒

間
々
⽥ 
も
ỵ
と
私
⽣
活
を
利
⽤
し
てい
か
な
い

と
だ
め
な
ん
で
す
ね
︒

釘
町 
楽
し
ん
でい
る
だ
け
︒

斎
藤 
楽
し
ま
な
い
と
⽣
ま
れ
な
い
も
ん
ね
︒

抽
象
か
具
象
か

飯
沼 
釘
町
さ
ん
は
抽
象
的
な
油
彩
と
︑具
象
的

な
ド
ロ
ổ
イ
ン
グ
を
並
⾏
し
て
な
さ
ỵて
ま
し
た
け

ど
︑そ
れ
が
少
し
ず
つ
変
わỵて
き
てい
ま
す
か
？

釘
町 
⼈
の
形
は
失
な
わ
れ
てい
く
も
の
な
の
で
︑

⼈
の
形
を
取
ら
ず
に
⼈
を
表
現
し
た
い
︒そ
れ
が

油
絵
の
表
現
の
根
幹
に
ず
ỵと
あ
り
ま
す
︒と
こ
ろ

が
抽
象
を
続
け
て
る
と
反
動
で
︑形
を
実
際
に
⾒

て
描
き
た
い
欲
望
が
出
て
く
る
ん
で
す
︒そ
れ
で
︑

ド
ロ
ổ
イ
ン
グ
で
は
モ
デ
ル
さ
ん
な
ど
を
⾒
て
描
い

て
ま
し
た
︒発
表
は
ド
ロ
ổ
イ
ン
グ
で
具
象
的
な
表

現
︑油
彩
で
抽
象
的
な
表
現
と
分
け
て
し
てい
て
︒

思
え
ば
具
象
的
な
絵
が
評
価
さ
れ
な
い
時
代
を

経
てい
た
の
で
︑そ
れ
が
縛
り
に
な
ỵてい
た
の
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
︒何
か
ズ
レ
を
感
じ
な
が
ら
描
い

て
い
た
︒抽
象
か
具
象
か
︑ど
ỵ
ち
な
ら
い
い
ん
だ

ろ
う
？
ど
ỵ
ち
か
で
あ
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
ろ
う

か
？
そ
の
⾃
分
の
⼼
許
な
さ…

︒表
現
が
何
か
に

属
し
て
な
い
と
評
価
さ
れ
な
い
ん
じ
Ỷ
な
い
か
と
い

う
︑若
い
故
の
葛
藤
が
あ
ỵ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
︒

だ
け
ど
︑ひ
た
す
ら
ド
ロ
ổ
イ
ン
グ
す
る
こ
と
で
双
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⽅
の
表
現
が
⾏
き
来
し
て
︑だ
い
ぶ
壁
が
な
く
な
ỵ

て
き
た
︒そ
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
が
よ
う
や
く
無
意
味

に
な
ỵた
わ
け
で
す
︒

斎
藤 
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
⼤
ỵ
嫌
い
︒

釘
町 
そ
う
で
す
ね
︒た
だ
︑嫌
い
で
も
そ
れ
は
ス

パỿ
と
捨
て
ら
れ
る
も
の
で
も
な
く
︑逆
に
⾃
分
の

作
品
の
⼟
台
と
し
て
必
要
だ
ỵ
た
り
も
す
る
ん
で

す
よ
ね
︒そ
こ
の
兼
ね
合
い
が
︑最
近
⾃
由
に
な
ỵ

て
き
ま
し
た
︒

飯
沼 
そ
の
葛
藤
は
︑き
ỵ
と
私
が
学
⽣
の
頃
に

抱
え
てい
た
も
の
と
似
てい
る
ん
だ
ろ
う
な
と
︒

釘
町 
違
う
か
も
知
れ
な
い
け
ど
似
て
る
と
思
い

ま
す
︒

飯
沼 
釘
町
さ
ん
が
作
ỵて
描
い
て
い
た
も
の
は

抽
象
的
な
形
な
ん
で
す
か
？

釘
町 
⼩
中
学
⽣
の
時
か
ら
︑体
温
で
温
め
て
柔

ら
か
く
な
る
粘
⼟
を
い
つ
も
⼩
さ
い
⽸
に
⼊
れ
て

持
ち
歩
い
て
ま
し
た
︒病
院
と
か
駅
の
待
ち
時
間

に
パカ
ỵ
と
開
け
て
出
し
て
︑何
か
で
き
て
は
ま
た

し
ま
ỵて
︒有
機
的
で
⼈
体
に
近
い
形
で
す
ね
︒箱

を
開
け
た
時
に
壊
し
て
ま
た
始
め
て
︒

飯
沼 
よ
く
練
り
消
し
ゴ
ム
で
そ
う
い
う
こ
と
し

ま
し
た
ね
︒

斎
藤 
練
り
消
し
を
ち
ぎ
ỵて
広
がỵてい
く
時
の

切
れ
⽅
︑私
は
あ
れ
が
楽
し
く
て
︒

釘
町 
餃
⼦
作
る
時
と
か
ね
︒料
理
も
割
と
道
具

よ
り
⼿
で
や
る
こ
と
が
多
い
か
も
︒⼿
で
混
ぜ
た
り

捏
ね
た
り
︑そ
の
ほ
う
が
⼼
地
いい
︒

間
々
⽥ 
さ
ỵ
き
の
話
じ
Ỷ
な
い
け
ど
実
感
が
あ

り
ま
す
よ
ね
︒作
ỵてい
る
ỵてい
う
︒

釘
町 
楽
し
い
で
す
よ
ね
︒料
理
は
︑⾃
分
や
家
族

の
為
だ
け
な
の
で
⼤
し
た
も
の
じ
Ỷ
な
い
け
ど
︒で

も
︑ア
ổ
ト
は
ど
こ
に
も
あ
ỵ
て
繋
が
ỵ
て
い
る
︒

ア
ổ
ト
を
⾏
ỵてい
く
こ
と
が
⽣
き
てい
く
こ
と
か

な
ỵて
︒様
々
な
別
れ
あ
り
︑出
会
い
あ
り
で
す
け

ど
︒

斎
藤 
最
近
︑⺟
の
寝
顔
を
⾒
て
て
⼤
丈
夫
か
？

と
思
う
︒そ
れ
で
⿐
先
に
テỻỿシἁを
当
て
て
み
て

﹁
あ
︑息
し
て
る
﹂ỵて
︒

釘
町 
そ
の
動
くỵて
こ
と
が
イ
ンス
タ
レ
ổ
シἂン

な
ん
で
し
Ỹ
う
ね
︒命
の
表
れ
み
た
い
な
︒

＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 
 
＊ 

斎
藤 
⾯
⽩
い
時
間
で
し
た
ね
︒

釘
町 
本
当
に
ね
︑何
と
も
⾔
え
な
い
︒聞
き
た
い

こ
と
も
聞
け
ま
し
た
︒

間
々
⽥ 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

斎
藤 
再
⽣
ま
で
⾏
け
る
か
な
︒分
か
ん
な
い
な
︒

飯
沼 
慌
て
な
く
て
も
︑そ
の
道
の
り
を
⼀
つ
ず
つ

踏
ん
でい
く
と
い
う
こ
と
で
し
Ỹ
う
か
ら
︒

斎
藤 
確
認
し
な
が
ら
ね
︒

釘
町 
道
の
り
⾃
体
が
再
⽣
か
も
知
れ
な
い
し
︑

表
現
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

飯
沼 
道
の
り
な
く
し
て
再
⽣
は
な
し
︑で
す
よ

ね
︒

斎
藤 
な
い
で
す
ね
︒

⼀
同 

(

笑)

︒
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斎藤  英⼦
東京都⽣まれ
1979      ⼥⼦美術短期⼤学造形専攻⽣活デザイン教室 卒業
1980    ⼥⼦美術短期⼤学専攻科造形専攻⽣活デザイン 修了
1980~ʼ81 ⼥⼦美術短期⼤学造形専攻⽣活デザイン研究室
            副⼿勤務
1981~ʼ83 茨城県笠間市 陶芸家 伊藤東彦師に学ぶ

個展
2021  藍画廊、東京
2020  藍画廊、東京
2016  トキ・アートスペース、東京
2015  GALERIE SOL、東京
2014  トキ・アートスペース、東京
2013  ギャラリーなつかC-View、東京
2012  ⼟⽇画廊、東京 
2011  神⼭町 旧梅⾥/空家、徳島
2010  ギャラリーなつか、東京
    ギャラリーなつかcross、東京
2009  ギャラリーなつか、東京
2008  ギャラリー21+葉、東京
2007  ギャラリーなつかb.p、東京
2006  トキ・アートスペース、東京
2005  ギャラリー21+葉、東京
1999  「Blue Moon -vol.2」ギャラリー21+葉ANNEX、東京
1998  「∞・時空 よくばりアンテナピッピー」⼩野画廊、東京

その他
2018  「CONSTELLATION 2018」練⾺区⽴美術館 、東京
2015  「遊・桜ヶ丘 現在進⾏形 野外展2015」
    桜ヶ丘コミュニティーセンター、東京
2014  「除夜舞37周年」キッド・アイラック・アート・ホール、東京

飯沼  知寿⼦
1984  神奈川県⽣まれ
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

主な個展
2021  ChatterboxⅡ−交錯する4⼈の場⾯−
    飯沼知寿⼦「点に在す」ギャラリー檜F、東京
2020  Chatterbox−4⼈の語りとそれぞれの表現−
    飯沼知寿⼦“Blind Spot”ギャラリー檜B、東京
        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  「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
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
2021  「オリンピック終息宣⾔展2021」
    神楽坂セッションハウス、東京
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
2014  「CONSTELLATION 2014‒星座的布置展」
    上野の森美術館、東京

釘町  ⼀恵
1970  東京都⽣まれ
1993  武蔵野美術⼤学造形学部油絵学科 卒業

個展
2022  「Soul on the dish / Aperitif‒失われた花」
        Cafe LOFAH、東京
2021  「Soul on the dish / たまゆらの⽫」Cafe LOFAH、東京
2020  「Aura 2020‒無常と豊饒」ギャラリーなつか、東京
2019  「Winter Gift‒今夜の秘密」おへそカフェ、東京
2018  「Aura 2018‒倍⾳（ともなり）する魂」ギャラリーなつか、東京
2009  「画廊からの発⾔ 新世代への視点2009」なびす画廊、東京
2004  なびす画廊、東京(ʼ08, ʼ10, ʼ12, ʼ14~ʼ16)

主なグループ展
2022  「Women2022@Shinjuku」ギャラリー絵夢、東京
        「美術と官能」ギャラリーSIACCA、東京
    「本とアートの対話 partⅡ」ギャラリー檜e・F、東京
2021  「Cross View Arts Selection」Cross View Arts、東京
    「Drawing Show」ギャラリー檜B・C、東京
    「⼤気と萌芽」ギャラリーなつか、東京
2019  「そこからの景⾊」ギャラリーなつか、東京
2017  「他者の現われ」ギャラリー檜B・C、東京
    「なびす画廊最後の⼗⽇」なびす画廊、東京
2016  「⼋壁展」ギャラリー檜B・C、東京(ʼ20)
2014  「第3回緋⽔ Festival(仮）」
    都⽴総合芸術⾼校展⽰ホール、東京
    “Zeroart‒Japanese Contemporary Art”
        hpgrp GALLERY NEW YORK, N.Y.
2013  「interactive 2013」ギャラリー檜B・C、東京
        「お正⽉展」なびす画廊、東京
2012  「interactive -YOUTH- 」ギャラリー檜plus、東京

間々⽥  佳
1989  千葉県⽣まれ
2013  武蔵野美術⼤学造形学部 卒業
2015  武蔵野美術⼤学⼤学院造形研究科修⼠課程 修了

個展
2020  「〔時間〕×〔空間〕⇒間」ギャラリー檜、東京
2016  「間々⽥佳展」ギャラリー檜、東京

主なグループ展
2022  「鉄展」ギャラリーKINGYO、東京
2021  「interactive 2021」ギャラリー檜、東京
2019  「晴れやかな諦念」ギャラリー檜、東京
2018  「⾃由を⽣む中庸」ギャラリー檜、東京
2017  「開かれた孤独」ギャラリー檜、東京
        「草原展 ⽴体の部」ギャラリーKINGYO 、東京(ʼ18, ʼ19)
        「1000枚ドローイング展」ギャラリーKINGYO 、東京(ʼ19)
2016  「第5回ダービー展」ギャラリーKINGYO、東京
        「interactive -YOUTH- 」ギャラリー檜、東京 (ʼ17~ʼ19, ʼ21)
2015  「東京五美術⼤学連合制作展」国⽴新美術館、東京
2013  「⼩平アートサイト̓13」東京⼩平市
    「アートプログラム⻘梅 4⼤学学⽣展『蓋はなくなった』」
        東京⻘梅市
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